
向
田
邦
子
は
、
昭
和
の
後
半
に
主
に
テ
レ
ビ
放
送
作
家
・
エ
ッ
セ

イ
ス
ト
・
小
説
家
と
し
て
活
躍
し
た
女
流
作
家
で
あ
る
。
邦
子
が
著

名
と
な
っ
た
一
番
の
契
機
は
昭
和
五
十
五
年
、
連
続
短
編
小
説
『
思

①
 

い
出
ト
ラ
ソ
プ
』
の
「
花
の
名
前
」
「
か
わ
う
そ
」
「
犬
小
屋
」
で
直

木
賞
を
受
賞
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
わ
ず
か
翌
年
、
台
湾
旅

行
中
の
飛
行
機
事
故
に
よ
り
そ
の
筆
は
途
絶
え
る
こ
と
と
な
る
。

先
に
、
主
に
、
と
し
た
の
は
邦
子
は
テ
レ
ビ
台
本
・
エ
ッ
セ
イ
・

小
説
を
手
掛
け
る
以
前
に
も
映
画
雑
誌
・
週
刊
誌
・
ラ
ジ
オ
台
本
と

幅
広
く
執
筆
活
動
を
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
邦
子
は
様
々
な
分
野

に
「
書
く
こ
と
」
で
携
わ
っ
て
い
た
。
幅
広
く
「
書
く
」
こ
と
が
で

き
る
柔
ら
か
さ
、
二
十
二
歳
か
ら
五
十
一
歳
で
没
す
る
ま
で
「
書
く
」

こ
と
で
食
べ
て
い
く
選
択
肢
を
持
っ
て
い
た
。

本
論
で
は
邦
子
の
テ
レ
ビ
台
本
・
エ
ッ
セ
イ
・
小
説
を
中
心
に
し

て
、
そ
れ
が
書
か
れ
る
契
機
と
な
っ
た
人
生
と
作
品
の
手
法
を
取
り

は
じ
め
に 向

上
げ
る
。
そ
れ
か
ら
作
品
が
親
し
ま
れ
る
魅
力
を
探
り
、
邦
子
が

「
書
く
」
こ
と
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
か
を
追
究
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。

「
書
く
」
契
機
と
な
っ
た
人
生

こ
こ
で
は
邦
子
が
テ
レ
ビ
台
本
・
エ
ッ
セ
イ
・
小
説
を
書
く
よ
う

に
な
っ
た
契
機
を
生
い
立
ち
を
通
し
て
み
て
み
た
い
。

向
田
邦
子
は
昭
和
四
年
十
一
月
二
十
八
日
に
父
敏
雄
、
母
せ
い
の

長
女
と
し
て
東
京
世
田
谷
区
に
誕
生
し
た
。
保
険
会
社
に
勤
め
る
父

の
転
勤
に
伴
な
い
、
邦
子
は
転
居
の
多
い
生
活
を
お
く
る
こ
と
と
な

る
。
二
十
五
年
三
月
に
実
践
女
子
専
門
学
校
（
現
実
践
女
子
大
学
）

国
語
科
を
卒
業
す
る
ま
で
小
学
校
か
ら
数
え
て
四
度
の
転
入
学
を
経

験
し
た
。
こ
の
間
に
父
方
の
祖
母
と
同
居
し
た
り
、
母
方
の
祖
父
母

の
家
に
下
宿
し
た
り
し
た
こ
と
は
邦
子
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
の
あ

る
こ
と
と
な
る
。
幼
い
頃
、
同
室
で
寝
起
き
し
て
い
た
祖
母
に
つ
い

て
こ
う
記
し
て
い
る
。

本
論第

一
章

田

邦

ー
—
ず
っ
と
書
い
て
い
た
ひ
と
ー
|
_

子

論

松

岡

倫

子
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遊
び
好
き
で
面
白
い
こ
と
を
ま
ず
先
に
し
て
し
ま
い
、
あ
と

に
な
っ
て
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
て
あ
わ
て
る
私
の
性
格
を
、

す
で
に
し
て
見
抜
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
頃
に

な
っ
て
、
私
の
こ
の
性
格
は
、
父
で
も
母
で
も
な
い
、
こ
の
祖

母
か
ら
ゆ
ず
り
う
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。

①
 

（
「
あ
だ
桜
」
）

こ
の
「
面
白
い
こ
と
」
は
後
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
ま
た
、
下
宿

し
て
い
た
祖
父
母
の
家
に
は

N
H
K
に
勤
め
て
い
る
叔
父
が
同
居
し
て

い
た
。
邦
子
は

N
H
K
の
公
開
放
送
の
入
場
券
を
叔
父
か
ら
よ
く
も

ら
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
邦
子
が
放
送
の
現
場
に
ふ
れ
た
最
初
で
あ
る
。

邦
子
は
、
祖
母
か
ら
は
「
性
格
」
を
ゆ
ず
り
う
け
、
叔
父
と
の
同

居
生
活
か
ら
は
放
送
の
現
場
に
ふ
れ
る
機
会
を
得
た
。
ま
た
、
今
日

の
よ
う
に
マ
ス
コ
ミ
が
発
達
し
て
い
な
い
時
代
的
制
約
の
中
で
は
数
々

の
転
居
・
転
校
生
活
の
刺
激
も
大
き
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
環
境

は
放
送
作
家
と
な
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
様
々
な
「
書
く
」
要
因
を

邦
子
に
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
。

二
十
ニ
オ
の
時
、
邦
子
は
大
き
な
転
機
を
迎
え
る
。
邦
子
に
は

①
 

「
な
い
も
の
ね
だ
り
の
高
の
ぞ
み
」
の
性
格
が
あ
っ
た
。

私
は
何
を
し
た
い
の
か
。

私
は
何
に
向
い
て
い
る
の
か
。

な
に
を
ど
う
し
た
ら
さ
し
あ
た
っ
て
不
満
は
消
え
る
の
か
、

そ
れ
さ
え
も
は
っ
き
り
し
な
い
ま
ま
に
、
た
だ
漠
然
と
、
今
の

ま
ま
で
は
い
や
だ
、
な
に
か
し
っ
く
り
し
な
い
（
「
手
袋
を
さ

①
 

が
す
」
）

と
邦
子
は
思
い
悩
ん
で
い
た
。
さ
ん
ざ
ん
考
え
て
出
し
た
結
論
は

「
イ
ヤ
な
性
格
な
ら
、
と
こ
と
ん
、
そ
の
イ
ヤ
な
と
こ
ろ
と
つ
き
あ
っ

①
 

て
み
よ
う
」
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
実
践
女
子
専
門
学
校
卒
業
後
、

財
政
文
化
社
の
社
長
秘
書
を
勤
め
て
い
た
邦
子
は
転
職
す
る
こ
と
と

な
る
。
そ
の
後
、
邦
子
は
雄
鶏
社
で
映
画
雑
誌
（
洋
画
専
門
）
の
編

集
に
携
わ
る
一
方
、
テ
レ
ビ
台
本
の
共
同
執
筆
、
週
刊
誌
の
ラ
イ
タ
ー
、

ラ
ジ
オ
の
原
稿
書
き
と
次
々
に
挑
戦
し
て
い
っ
た
。

も
っ
と
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
。

も
っ
と
、
も
っ
と
ー
好
奇
心
だ
け
で
、
あ
と
は
お
な
か
を

す
か
せ
た
狼
の
よ
う
に
う
ろ
う
ろ
と
歩
き
廻
っ
た
二
十
代
で
し

①
 

た
。
（
手
袋
を
さ
が
す
」
）

と
邦
子
は
当
時
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
ま
た
、
映
画
雑
誌
・
週
刊
誌
・

ラ
ジ
オ
の
三
つ
の
職
を
掛
け
持
ち
し
て
い
た
頃
に
受
け
た
「
ビ
ジ
ュ

e
 

ア
ル
（
視
覚
的
）
な
文
章
を
書
い
て
下
さ
い
」
と
い
う
一
言
は
「
そ

の
あ
と
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
、
更
に
随
筆
、
そ
れ
か
ら
小
説
を
書
く
上

①
 

に
大
き
な
暗
示
」
と
な
っ
た
。

三
十
五
年
の
暮
れ
、
邦
子
は
三
十
一
歳
の
時
に
雄
鶏
社
を
退
社
し
、

三
十
七
年
三
月
か
ら
は
『
森
繁
の
重
役
読
本
』

(
T
B
S
ラ
ジ
オ
）

の
台
本
執
筆
を
は
じ
め
る
。
こ
れ
は
四
十
四
年
十
二
月
ま
で
七
年
間

続
く
人
気
番
組
と
な
っ
た
。
そ
の
間
の
三
十
九
年
に
は
森
繁
氏
の
紹
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介
に
よ
り
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
『
七
人
の
孫
』
の
ピ
ソ
チ
ラ
イ
タ
ー
と
な

る
。
『
森
繁
の
重
役
読
本
』
が
終
了
す
る
と
五
十
年
ま
で
テ
レ
ビ
台

本
執
筆
一
筋
と
な
っ
た
。
森
繁
氏
と
の
出
会
い
に
よ
り
テ
レ
ビ
放
送

作
家
へ
の
道
が
開
い
た
の
で
あ
る
。

五
十
年
、
邦
子
は
四
十
五
歳
の
時
に
乳
癌
を
宜
告
さ
れ
、
手
術
を

受
け
た
。
そ
の
手
術
の
輸
血
が
原
因
で
右
手
が
動
か
な
く
な
っ
た
一

時
期
に
エ
ッ
セ
イ
執
筆
の
依
頼
を
受
け
る
。

テ
レ
ビ
の
仕
事
を
休
ん
で
い
た
の
で
閑
は
あ
る
。
ゆ
っ
く
り

書
け
ば
左
手
で
書
け
な
い
こ
と
は
な
い
。
こ
う
い
う
時
に
ど
ん

①
 

な
も
の
が
書
け
る
か
、
自
分
を
た
め
し
て
み
た
か
っ
た
。

と
考
え
、
邦
子
は
翌
年
二
月
か
ら
雑
誌
『
銀
座
百
点
』
に
「
父
の
詫

び
状
」
の
連
載
を
は
じ
め
た
。
エ
ッ
セ
イ
は
好
評
で
、
邦
子
は
テ
レ

ビ
台
本
と
二
足
の
草
畦
を
履
く
こ
と
と
な
る
。
さ
ら
に
五
十
五
年

『
小
説
新
潮
』
で
「
思
い
出
ト
ラ
ソ
プ
」
（
連
作
短
編
小
説
）
の
依

頼
を
受
け
る
と
テ
レ
ビ
放
送
作
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
小
説
家
の
三

つ
の
肩
書
き
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
同
年
、
そ
の
「
思
い
出
ト
ラ

ソ
プ
」
の
中
の
「
花
の
名
前
」
「
か
わ
う
そ
」
「
犬
小
屋
」
の
一
＿
一
作
で

直
木
賞
を
受
賞
し
た
。

も
ぐ
ら
が
や
み
く
も
に
穴
を
掘
る
よ
う
に
、
な
に
か
面
白
い

こ
と
は
な
い
か
、
も
っ
と
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
と
、
ぼ
ん
や

り
歩
い
て
き
た
歳
月
だ
っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。
ぼ
ん
や

り
過
ご
し
て
き
た
歳
月
の
延
長
線
上
に
、
思
い
が
け
な
く
直
木

賞
が
あ
っ
た
。
（
「
黒
い
糸
↓
）

邦
子
が
「
な
に
か
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
」
で
見
つ
け
た
こ
と
は

書
く
こ
と
だ
っ
た
。
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
を
書
い
て
、
書
く
こ
と
を
断

念
し
か
け
た
時
に
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
は
じ
め
て
、
つ
い
に
小
説
を
も

書
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。

第
一
節

テ
レ
ビ
台
本
の
制
約
か
ら
の
手
法

テ
レ
ビ
台
本
は
自
由
に
書
け
な
い
も
の
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

は
集
団
作
業
で
あ
る
か
ら
、
演
出
家
や
俳
優
が
関
わ
っ
て
く
る
こ
と

で
、
変
質
が
起
こ
っ
て
く
る
。
配
役
や
制
作
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
予

算
の
問
題
な
ど
、
作
家
の
手
の
届
か
な
い
作
業
上
の
制
約
が
あ
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
邦
子
は
、

一
時
問
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
い
う
の
は
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
を

の
ぞ
い
て
、
正
味
四
十
四
分
で
す
。
そ
の
時
間
の
な
か
で
、
人

間
が
生
き
て
、
争
っ
て
、
恋
を
し
て
と
い
う
よ
う
な
ド
ラ
マ
チ
ッ

ク
な
部
分
が
あ
っ
て
、
あ
る
人
生
の
断
面
が
描
か
れ
る
。
し
か

し
、
じ
っ
さ
い
に
は
、
そ
の
人
間
を
等
身
大
に
描
く
こ
と
は
む

り
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
、
ひ
じ
ょ
う
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
あ
る

等
身
大
の
部
分
と
、
省
略
・
飛
躍
の
部
分
と
の
、
い
わ
ば
バ
ー

ム
・
ク
ー
ヘ
ン
み
た
い
な
積
み
か
さ
ね
で
、
ド
ラ
マ
を
組
み
立

⑪
 

て
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
。
（
「
せ
り
ふ
」
）

第
二
章

「
書
く
」
制
約
と
そ
の
克
服
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と
考
え
た
。
ポ
イ
ソ
ト
に
し
た
い
、
必
要
で
あ
る
部
分
は
「
等
身
大
」

に
し
、
う
ま
く
「
省
略
・
飛
躍
」
す
る
と
い
う
邦
子
独
自
の
手
法
を

生
み
だ
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
エ
ッ
セ
イ
や
小
説
に
も

大
い
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
独
自
の
手
法
は
テ
レ
ビ
台
本
で
は
聴
覚
的
な
も
の
と
視
覚
的

な
も
の
を
う
ま
く
取
り
入
れ
る
こ
と
で
表
わ
れ
て
い
る
。

R
 

『
阿
修
羅
の
ご
と
く
』
は
五
十
四
年
一
月
と
五
十
五
年
一
月
か
ら

二
月
に
放
送
さ
れ
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
こ
の
作
品
か
ら
聴
覚

的
・
視
覚
的
効
果
の
あ
る
部
分
を
引
用
し
て
み
た
い
。
こ
れ
は
未
亡

人
の
長
女
網
子
、
夫
の
浮
気
に
悩
む
次
女
巻
子
、
オ
ー
ル
ド
ミ
ス
の

三
女
滝
子
、
ボ
ク
サ
ー
と
同
棲
中
の
四
女
咲
子
と
性
格
も
生
き
方
も

異
な
る
四
人
姉
妹
を
中
心
に
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
老
父
母
・
夫
・
恋

人
た
ち
の
物
語
で
あ
る
。
「
女
は
阿
修
羅
だ
よ
」
と
巻
子
の
夫
は
言

う
。
こ
の
阿
修
羅
を
題
材
と
し
た
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
姉

妹
間
の
葛
藤
や
愛
情
が
徹
底
し
て
書
き
込
ま
れ
、
女
と
い
う
存
在
は

い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
受
け
取
れ
る
。

そ
の
女
の
業
を
表
現
す
る
の
に
邦
子
は
せ
り
ふ
や
ナ
レ
ー
シ
ョ
ソ

を
用
い
ず
に
視
覚
的
に
そ
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
。
第
一
回
「
女
正

月
」
で
は
夫
の
浮
気
を
知
っ
て
知
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
い
る
妻
ふ
じ

（
四
人
姉
妹
の
母
）
は
、
夫
の
コ
ー
ト
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
浮
気
相
手

の
子
供
の
玩
具
で
あ
る
ミ
ニ
・
カ
ー
が
転
が
り
出
た
の
を
、

ふ
じ
、
黙
っ
て
、
手
の
ひ
ら
に
の
せ
て
し
ば
ら
く
見
て
い
る
。

ふ
じ
「
へ
お
前
の
あ
た
ま
は
ど
こ
に
あ
る
」

ふ
じ
、
タ
タ
ミ
の
上
を
走
ら
せ
た
り
す
る
。
い
き
な
り
、
そ

の
ミ
ニ
・
カ
ー
を
襖
に
向
っ
て
、
力
い
っ
ぱ
い
叩
き
つ
け
る
。

襖
の
中
央
に
、
食
い
込
む
よ
う
に
突
き
ぬ
け
る
ミ
ニ
・
カ
ー
。

お
だ
や
か
な
顔
が
、
一
瞬
、
阿
修
羅
に
変
る
。

ふ
じ
「
＼
角
出
せ

あ
た
ま
出
せ

S
E
 電
話
が
鳴
る

す
ぐ
い
つ
も
に
も
ど
っ
て
、

ふ
じ
「
モ
シ
モ
シ
竹
沢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ー
あ
あ
咲
子
、
あ

ん
た
元
気
な
の
？
」

と
い
う
よ
う
に
憎
し
み
と
か
怒
り
を
、
力
い
っ
ぱ
い
叩
き
つ
け
た
ミ

ニ
・
カ
ー
が
「
食
い
込
む
よ
う
に
」
襖
を
突
き
ぬ
け
て
ゆ
く
こ
と
で

表
現
し
て
い
る
。
た
だ
単
に
、
憎
い
、
怒
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
よ

り
も
、
も
っ
と
ぬ
ぐ
い
さ
れ
な
い
深
み
の
あ
る
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い

印
象
を
与
え
る
。

視
覚
的
効
果
に
は
こ
の
よ
う
に
細
か
い
心
理
描
写
を
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
た
、
子
供
な
ら
玩
具
な
ど
日
常
の
当
た
り
前
の
小
道
具

を
用
い
て
い
る
。
日
常
的
な
小
道
具
の
効
果
を
う
ま
く
用
い
、
多
く

の
表
現
を
省
い
て
い
る
と
こ
ろ
は
意
義
深
い
。

聴
覚
的
効
果
と
し
て
は
第
5
回
「
裏
鬼
門
」
で
は
食
事
時
の
緊
張

や
り
出
せ
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感
を
静
か
さ
の
中
の
た
く
あ
ん
を
噛
む
音
に
よ
っ
て
う
ま
く
表
現
し

て
い
る
。
勝
又
と
い
う
男
が
、
恋
人
滝
子
の
実
家
で
滝
子
と
そ
の
父

恒
太
郎
と
食
事
を
す
る
様
子
を
、

勝
又
は
極
度
に
緊
張
し
て
い
る
。

三
人
、
無
言
で
、
黙
々
と
食
べ
る
。
時
々
、
皿
小
鉢
の
ふ
れ
合
い
。

勝
又
、
た
く
あ
ん
を
噛
む
。

バ
リ
バ
リ
と
大
き
な
音
が
し
て
し
ま
う
。

勝
又
「
あ
ー
—
ど
う
も
」

滝
子
「
あ
…
…
」

恒
太
郎
「
い
や
あ
…
・
:
」

声
と
も
言
葉
と
も
つ
か
な
い
や
り
と
り
。

勝
又
、
音
を
立
て
ま
い
と
し
て
、
気
を
つ
か
っ
て
そ
っ
と
噛
む
。

か
え
っ
て
、
ボ
リ
ッ
と
大
き
な
音
を
立
て
て
し
ま
う
。

身
も
蓋
も
な
い
勝
又
゜

と
多
く
の
説
明
を
用
い
ず
、
そ
の
気
ま
ず
さ
を
伝
え
て
い
る
。
こ
の
聴

覚
効
果
に
は
視
覚
効
果
と
同
じ
く
、
日
常
の
当
た
り
前
の
小
道
具
を
用

い
て
い
る
。
そ
れ
が
か
え
っ
て
、
自
然
な
人
間
の
生
活
の
様
子
を
最
小
限

の
描
写
に
と
ど
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
意
義
深
い
。

こ
の
『
阿
修
羅
の
ご
と
く
』
な
ど
邦
子
の
手
掛
け
た
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
は
ど
れ
も
現
実
離
れ
し
た
状
況
設
定
は
な
い
。
日
常
生
活
に
起
こ

り
が
ち
な
世
界
を
あ
る
部
分
は
「
等
身
大
」
に
し
、
あ
る
部
分
は

「
省
略
・
飛
躍
」
し
て
調
整
し
な
が
ら
、
視
覚
的
・
聴
覚
的
小
道
具

を
用
い
て
、
様
々
な
思
い
、
人
間
関
係
、
価
値
観
を
我
々
に
知
ら
せ

て
く
れ
る
。
こ
れ
ら
の
手
法
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
制
約
を
考
え
て
う

ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
制
約
を
バ
ネ
に
し
て
、
「
何
か
面
白
い
こ
と
」

「
も
っ
と
面
白
い
こ
と
」
を
模
索
し
た
結
果
を
邦
子
の
テ
レ
ビ
台
本

か
ら
大
い
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
節
エ
ッ
セ
イ
の
手
法

邦
子
が
エ
ッ
セ
イ
を
書
き
は
じ
め
た
の
は
ラ
ジ
オ
台
本
執
筆
時
代

か
ら
計
算
す
る
と
、
執
筆
活
動
十
四
年
目
の
こ
と
に
な
る
。
ラ
ジ
オ

台
本
・
テ
レ
ビ
台
本
を
書
く
上
で
の
様
々
な
制
約
を
独
自
の
手
法
に

置
き
換
え
て
い
っ
た
邦
子
の
熟
練
し
た
文
章
は
、
エ
ッ
セ
イ
と
し
て

活
字
に
す
る
と
、
多
く
の
人
の
目
に
と
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
の
エ
ッ
セ
イ
は
テ
ソ
ポ
が
よ
か
っ
た
。

一
編
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
に
い
く
つ
も
話
題
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い

て
、
そ
の
話
題
が
変
わ
る
ご
と
に
一
行
あ
け
て
あ
る
。
一
行
あ
け
る

こ
と
で
新
し
い
話
題
に
な
る
こ
の
手
法
で
読
み
進
め
て
い
っ
て
も
、

文
全
体
の
構
成
に
な
ん
の
違
和
感
も
感
じ
な
い
。
三
・
四
度
、
話
題

が
変
わ
っ
て
も
そ
の
エ
ッ
セ
イ
の
ラ
ス
ト
に
は
首
尾
よ
く
文
全
体
が

つ
な
が
っ
て
‘
―
つ
の
構
成
を
な
し
て
い
る
。

⑬
 

『
天
の
網
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
の
書
き
出
し
は
、

三
月
に
一
度
か
そ
こ
ら
の
こ
と
だ
が
、
買
い
物
の
帰
り
に
喫
茶

店
へ
入
る
こ
と
が
あ
る
。
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ま
わ
り
の
テ
ー
プ
ル
の
若
い
人
た
ち
の
話
が
耳
に
入
っ
て
く
る
。

気
取
っ
て
い
る
な
、
い
い
格
好
を
し
て
い
る
な
、
と
思
っ
て

し
ま
う
。

と
な
っ
て
い
る
。
「
二
十
年
前
三
十
年
前
の
私
と
同
じ
姿
だ
な
」
と

お
か
し
く
思
っ
た
邦
子
は
、
映
画
雑
誌
編
集
者
時
代
に
し
ゃ
れ
た
喫

茶
店
で
気
取
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
話
題
を
掲
示
す
る
。
「
ま
る

で
新
劇
俳
優
演
ず
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
み
た
い
な
声
で
」
し
ゃ
べ
る
す
て

き
な
男
性
と
喫
茶
店
で
一
緒
に
い
た
邦
子
は
気
取
り
の
限
界
に
き
て

し
ま
い
、
そ
の
ま
ま
彼
か
ら
夕
食
を
誘
わ
れ
た
が
断
っ
た
。
喫
茶
店

を
出
た
後
、
邦
子
は
駅
前
の
そ
ば
屋
に
飛
び
込
ん
だ
が
、
そ
の
す
ぐ

後
に
来
た
客
は
先
程
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
っ
た
。
邦
子
は
笑
う
し
か

仕
方
な
か
っ
た
。
こ
の
話
題
の
後
、
一
行
あ
け
て
、

「
天
網
恢
恢
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」
と
い
う
。

老
子
の
お
こ
と
ば
で
、
天
の
法
律
は
広
大
で
目
が
粗
い
よ
う

だ
が
、
悪
人
は
漏
ら
さ
ず
こ
れ
を
捕
ら
え
る
、
と
い
う
意
味
だ

と
い
う
こ
と
を
、
た
し
か
女
学
校
の
と
き
習
っ
た
よ
う
だ
が
、

ど
う
も
私
は
こ
の
天
の
網
に
す
ぐ
引
っ
か
か
る
よ
う
に
で
き
て

い
る
ら
し
い
。

と
こ
こ
で
初
め
て
題
名
の
『
天
の
網
』
に
関
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
続
け
て
こ
の
「
天
の
網
に
す
ぐ
引
っ
か
か
る
」
例
を
邦
子

は
話
し
て
い
く
。
映
画
雑
誌
の
編
集
で
は
じ
め
て
の
残
業
の
時
、
邦

子
は
芝
居
み
た
さ
に
残
業
を
怠
け
た
。
し
か
し
芝
居
の
会
場
と
そ
の

後
の
コ
ー
ヒ
ー
屋
と
二
度
も
社
長
に
会
っ
て
し
ま
う
。
「
そ
れ
に
し

て
も
、
私
は
よ
く
こ
う
い
う
網
に
ひ
っ
か
か
る
」
と
い
う
一
文
で
こ

の
話
題
を
終
わ
つ
て
い
る
。
ま
た
一
行
あ
け
て
、

天
の
網
に
は
も
う
い
っ
ぺ
ん
引
っ
か
か
っ
て
い
る
。

と
続
き
、
ま
た
口
実
を
つ
く
っ
て
残
業
を
さ
ぽ
っ
た
時
に
あ
っ
た
災

難
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
ラ
ス
ト
は
、
再
び
一

行
あ
く
の
だ
が
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
内
容
の
意
図
が
鮮
や
か
に
わ

か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

天
の
網
は
ま
こ
と
に
不
平
等
で
あ
る
。

ま
る
で
蝶
々
か
と
ん
ぼ
の
よ
う
に
、
小
さ
な
嘘
を
つ
い
た
女

の
子
は
つ
か
ま
え
る
が
、
四
億
五
億
の
ほ
う
は
お
目
こ
ぼ
し
で

あ
る
。
も
っ
と
も
天
網
と
い
う
こ
と
ぱ
に
は
、
「
か
す
み
あ
み
」

と
い
う
意
味
も
あ
る
と
い
う
。
い
つ
の
世
で
も
か
か
る
の
は
小

さ
な
小
鳥
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

喫
茶
店
で
ふ
と
思
い
出
し
た
こ
と
か
ら
、
昔
の
気
取
っ
た
報
い
、

残
業
を
さ
ぼ
っ
た
報
い
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
一
行
あ
け
て
ど
ん
ど
ん
述

べ
ら
れ
て
い
く
。
小
さ
な
悪
は
報
い
を
う
け
る
の
に
、
大
き
な
悪
は

お
目
こ
ぽ
し
を
う
け
る
現
状
を
ラ
ス
ト
に
も
っ
て
く
る
。
そ
の
ラ
ス

ト
に
は
邦
子
の
日
常
生
活
に
お
け
る
鋭
い
視
点
が
あ
る
。
一
行
あ
け

る
こ
と
で
駄
文
を
省
き
、
テ
ソ
ポ
の
い
い
文
章
を
構
成
し
て
い
る
。

こ
の
テ
ソ
ボ
の
良
さ
は
邦
子
が
述
べ
た
い
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る

点
で
巧
み
で
あ
る
。
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ま
た
、
そ
の
エ
ッ
セ
イ
は
視
覚
的
で
あ
っ
た
。

抽
象
的
で
あ
る
と
か
、
情
緒
的
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
具
体
的

な
も
の
ー
自
分
の
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
—
|
で
表
現
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
読
者
に
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
豆
腐
』
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
は
カ
レ
ソ
ダ
ー
の
中
の
一
日
と
い
う

も
の
に
つ
い
て
、

一
日
、
と
い
う
の
は
、
白
い
四
角
い
箱
の
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ

て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。

ど
う
や
ら
こ
れ
は
、
日
付
け
の
下
が
四
角
い
メ
モ
に
な
っ
た

カ
レ
ン
ダ
ー
を
使
っ
て
い
る
せ
い
で
あ
ろ
う
。

お
ひ
る
近
く
に
な
る
と
、
四
角
い
白
い
箱
の
上
三
分
の
一
に
、

黒
い
幕
が
下
り
て
く
る
。
夕
方
に
な
る
と
、
黒
い
カ
ー
テ
ン
は

―
―
―
分
の
二
ほ
ど
に
下
り
て
き
て
、

「
あ
、
大
変
だ
」

と
あ
わ
て
て
し
ま
う
。

と
「
白
い
箱
」
に
「
黒
い
幕
が
下
り
て
く
る
」
も
の
に
た
と
え
て
、

表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
日
を
豆
腐
に
み
た
て
て
、

気
ば
か
り
焦
っ
て
う
ま
く
ゆ
か
ず
、
さ
し
た
る
こ
と
も
な
く

不
本
意
に
一
日
が
終
っ
た
日
は
、
角
の
グ
ズ
グ
ズ
に
な
っ
た
、

こ
わ
れ
た
豆
腐
を
考
え
て
し
ま
う
。

小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
‘
―
つ
で
も
心
に
叶
う
こ
と
が
あ
っ

た
日
は
、
ス
ウ
ッ
包
丁
の
入
っ
た
、
角
の
立
っ
た
白
い
塊
を
、

気
持
ち
の
ど
こ
か
で
見
て
い
る
。

と
表
現
し
て
い
る
。
幼
い
頃
、
邦
子
は
豆
腐
屋
の
店
先
で
「
四
角
い

大
き
な
湯
船
の
よ
う
な
も
の
」
に
漂
っ
て
い
る
巨
大
な
豆
腐
の
塊
り

に
包
丁
が
入
れ
ら
れ
る
の
を
見
た
。
一
丁
ず
つ
の
豆
腐
に
切
り
分
け

ら
れ
る
様
子
が
邦
子
に
と
っ
て
の
「
一
日
」
と
い
う
感
覚
に
つ
な
が
っ

て
い
く
。
そ
の
豆
腐
に
つ
い
て

若
気
の
至
り
で
色
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
が
、
豆
腐
に
は
色

が
あ
る
、
形
も
味
も
匂
い
も
あ
る
の
で
あ
る
。

崩
れ
そ
う
で
崩
れ
な
い
、
や
わ
ら
か
な
衿
持
が
あ
る
。
味
噌

に
も
醤
油
に
も
、
油
に
も
馴
染
む
器
量
の
大
き
さ
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
「
一
日
」
と
は
「
形
も
味
も
匂
い
も
あ
る
」
も
の

で
、
過
ぎ
た
日
々
を
思
い
出
す
時
、
読
者
は
な
る
ほ
ど
と
感
心
し
て

し
ま
う
。
「
崩
れ
そ
う
で
崩
れ
な
い
、
や
わ
ら
か
な
衿
持
」
や
、
何

に
で
も
「
馴
染
む
器
量
の
大
き
さ
」
は
、
こ
れ
か
ら
の
一
日
に
対
し

て
、
希
望
が
も
て
る
印
象
が
あ
る
。
一
日
に
つ
い
て
、
「
白
い
四
角

い
箱
」
や
「
豆
腐
」
の
姿
を
も
ち
か
け
、
読
者
に
具
体
的
に
イ
メ
ー

ジ
し
や
す
い
状
態
を
与
え
る
。
そ
れ
か
ら
邦
子
な
り
の
視
点
で
み
た

そ
の
箱
や
豆
腐
の
こ
と
を
話
し
だ
す
。
そ
れ
は
、
ど
こ
か
で
一
日
と

共
通
す
る
も
の
が
あ
る
、
と
確
か
に
読
者
に
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

視
覚
的
文
章
は
説
得
力
が
あ
る
。

⑬
 

初
の
エ
ッ
セ
イ
は
『
父
の
詫
び
状
』
と
い
う
一
冊
の
エ
ッ
セ
イ
集
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と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
反
響
を
呼
び
、
邦
子
は
次
に
小
説
の

分
野
へ
挑
戦
す
る
こ
と
と
な
る
。

第
三
節
短
編
小
説
の
手
法

邦
子
が
小
説
を
書
い
た
の
は
ラ
ジ
オ
台
本
執
筆
時
代
か
ら
計
算
す

る
と
、
執
筆
活
動
十
八
年
目
の
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
短
編
小
説

集
『
思
い
出
ト
ラ
ソ
プ
』
か
ら
直
木
賞
受
賞
作
品
の
―
つ
で
あ
る

⑮
 

「
か
わ
う
そ
」
を
取
り
上
げ
た
い
。

「
か
わ
う
そ
」
は
、
脳
卒
中
の
発
作
を
恐
れ
る
停
年
ま
じ
か
の
初

老
の
男
宅
次
か
ら
見
た
妻
厚
子
の
姿
を
形
容
し
た
題
名
で
あ
る
。
自

宅
療
養
中
で
あ
る
宅
次
の
あ
る
日
の
頭
の
中
を
め
ぐ
る
現
実
と
思
い

出
を
六
つ
に
分
け
て
い
る
。
一
行
あ
け
て
、
別
の
内
容
に
移
る
時
、

そ
の
前
文
の
最
後
と
次
の
最
初
の
一
文
は
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い

の
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
の
間
に
駄
文
は
な
く
、
「
間
」
が
あ
る
。

―
つ
目
の
最
後
の
「
脳
卒
中
の
発
作
だ
っ
た
」
は
一
行
あ
け
て
次

じ
む
し

の
「
頭
の
な
か
で
地
虫
が
鳴
い
て
い
る
」
と
い
う
脳
卒
中
特
有
の
状

態
を
形
容
し
て
い
る
文
に
続
く
。
二
つ
目
の
最
後
「
こ
う
い
う
と
き
、

頭
の
な
か
の
地
虫
は
、
じ
じ
、
じ
じ
、
と
鳴
く
の
で
あ
る
」
は
厚
子

が
何
に
似
て
い
る
か
を
考
え
て
い
る
う
ち
に
眠
っ
て
し
ま
い
、
夢
の

情
景
か
ら
は
じ
め
る
三
つ
目
の
書
き
出
し
「
厚
子
は
赤
い
ク
リ
ー
ム

ソ
ー
ダ
を
飲
ん
で
い
る
」
に
つ
な
が
る
。
三
つ
目
の
最
後
「
な
に
か

に
似
て
い
る
と
思
っ
た
の
は
、
か
わ
う
そ
だ
っ
た
」
か
ら
は
四
つ
目

の
書
き
出
し
「
デ
パ
ー
ト
の
屋
上
で
か
わ
う
そ
を
見
た
の
は
、
何
年

前
の
こ
と
だ
っ
た
か
」
と
今
度
は
か
わ
う
そ
の
話
題
に
な
る
。
か
わ

う
そ
の
憎
め
な
い
、
愛
嬌
の
あ
る
特
徴
は
厚
子
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た

が
友
人
か
ら
の
電
話
で
四
つ
目
の
最
後
「
学
生
時
代
に
見
た
一
枚
の

絵
が
不
意
に
浮
か
ん
で
来
た
」
の
で
あ
っ
た
。
五
つ
目
の
書
き
出
し

「
あ
れ
は
梅
原
だ
っ
た
か
劉
生
だ
っ
た
か
」
か
ら
は
か
わ
う
そ
の
残

忍
な
姿
と
厚
子
が
重
な
っ
て
く
る
。
五
つ
目
の
最
後
の
一
文
「
こ
の

女
を
殴
ら
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
ど
こ
か
で
思
っ
た
か
ら
、
黙
っ
て

玄
関
へ
入
り
、
酒
の
勢
い
で
眠
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
厚
子
へ
の

抑
え
た
怒
り
は
、
そ
の
ま
ま
六
つ
目
の
包
丁
を
握
る
行
為
に
結
び
つ
く
。

宅
次
の
心
理
状
態
に
「
間
」
を
設
け
て
、
そ
れ
を
テ
ソ
ポ
よ
く
た

く
さ
ん
重
ね
て
い
っ
て
い
る
。
い
つ
も
の
生
活
の
中
に
人
の
内
部
で

は
様
々
に
う
ご
め
く
も
の
が
あ
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
の
重
な
り
合
い

で

う

ま

く

表

現

し

て

い

る

。

．

ま
た
、
視
覚
的
な
表
現
も
見
ら
れ
る
。
「
か
わ
う
そ
」
で
は
厚
子

の
顔
や
胸
、
宅
次
の
脳
卒
中
の
状
態
の
表
現
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

す
い
か

厚
子
の
「
西
瓜
の
種
子
み
た
い
に
小
さ
い
が
黒
光
り
す
る
」
「
自

分
の
趣
向
を
面
白
が
っ
て
躍
っ
て
い
る
」
目
や
、
「
細
い
夏
蜜
柑
の

木
に
、
よ
く
生
っ
た
も
の
だ
と
思
う
ほ
ど
重
た
そ
う
な
夏
蜜
柑
が
実
っ

て
い
る
」
胸
の
表
現
は
、
身
近
な
食
べ
物
の
特
徴
を
用
い
て
い
て
具

体
的
で
わ
か
り
や
す
い
。

宅
次
の
脳
卒
中
の
様
子
は
、
そ
の
前
触
れ
で
は
石
の
上
の
煙
草
を
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邦
子
は
小
説
を
書
く
の
を
怖
が
っ
て
い
た
。
『
思
い
出
ト
ラ
ソ
プ
』

を
小
説
だ
と
は
認
め
て
い
な
か
っ
た
。
次
の
よ
う
な
証
言
が
あ
る
。

向
田
さ
ん
は
小
説
を
書
く
の
を
怖
が
っ
て
い
た
。
（
中
略
）

第
3
章

拾
っ
た
時
に
「
手
袋
を
は
め
た
ま
ま
物
を
掴
む
よ
う
な
厚
ぼ
っ
た
い

感
じ
」
が
し
た
こ
と
、
発
作
の
後
か
ら
は
「
地
虫
は
宅
次
の
頭
の
、

ち
ょ
う
ど
首
の
う
し
ろ
あ
た
り
で
、
じ
じ
、
じ
じ
、
と
思
い
出
し
た

よ
う
に
鳴
い
て
い
た
」
状
態
に
な
り
、
「
目
に
見
え
な
い
羽
虫
が
飛

ん
で
い
る
」
右
耳
、
「
白
く
濁
っ
た
ビ
ニ
ー
ル
袋
を
か
ぶ
っ
た
」
脳

味
噌
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
普
段
、
身
近
に
感
じ
る
感

覚
や
小
物
を
い
か
し
て
い
て
、
わ
か
り
や
す
い
。

邦
子
は
心
理
分
析
そ
の
も
の
に
の
め
り
込
ん
だ
り
、
邦
子
自
身
が

語
り
手
と
し
て
状
況
や
心
境
を
説
明
す
る
方
法
は
避
け
た
。
具
体
的

に
形
容
で
き
る
も
の
を
用
い
て
、
登
場
人
物
の
表
情
や
状
況
心
理
を

鮮
や
か
に
表
現
し
た
。

小
説
、
エ
ッ
セ
イ
に
あ
る
テ
ソ
ポ
の
良
さ
は
テ
レ
ビ
台
本
に
お
け

る
「
省
略
・
飛
躍
」
の
手
法
に
通
じ
て
い
る
。
視
覚
的
な
表
現
は
テ

レ
ビ
台
本
の
手
法
そ
の
も
の
で
あ
る
。
直
木
賞
を
受
賞
し
た
邦
子
を

⑰
 

「
目
利
き
の
山
本
夏
彦
」
は
「
突
然
あ
ら
わ
れ
て
ほ
と
ん
ど
名
人
で

⑩
 

あ
る
」
と
評
価
し
た
が
、
そ
の
下
地
は
テ
レ
ビ
台
本
の
制
約
を
克
服

し
た
時
か
ら
出
来
上
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
あ
・
う
ん
』
を
書
く

小
説
と
い
う
形
式
を
選
び
、
そ
う
宣
言
し
た
瞬
間
に
、
そ
れ
は

そ
の
人
個
人
の
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
中

略
）
そ
う
い
う
意
味
で
、
三
人
称
の
形
に
は
な
っ
て
い
た
が
、

そ
し
て
直
木
賞
を
貰
い
は
し
た
が
、
『
思
い
出
ト
ラ
ソ
プ
』
を

向
田
さ
ん
は
小
説
だ
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
あ
の
人
の
小
説

幻
想
と
の
間
に
か
な
り
の
距
離
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
、
怖
さ
を

跳
び
越
え
て
、
あ
の
人
は
小
説
を
書
こ
う
と
こ
っ
そ
り
決
意
し

た
の
だ
と
思
う
。
逃
げ
道
を
自
分
で
塞
い
で
し
ま
う
こ
と
に
は

な
る
が
、
長
編
を
書
こ
う
と
し
て
い
た
の
が
そ
の
気
持
ち
の
現

⑮
 

れ
だ
っ
た
。

邦
子
は
小
説
を
書
く
怖
さ
か
ら
逃
げ
た
く
な
く
て
、
あ
え
て
自
分

自
身
に
と
っ
て
小
説
と
い
え
る
も
の
を
書
き
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
も
「
書
く
」
こ
と
に
つ
き
ま
と
う
制
約
か
ら
逃
げ
た
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
邦
子
を
弟
の
保
雄
は
「
往
生
際
の
悪
さ

も
、
姉
の
バ
ネ
に
な
っ
て
い
た
し
、
エ
エ
カ
ッ
コ
シ
イ
も
バ
ネ
だ
っ

⑪
 

た
」
と
表
現
し
て
、
そ
の
往
生
際
の
悪
さ
に
つ
い
て

し
か
し
す
べ
て
に
往
生
際
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
取
捨
選
択
は
は
っ
き
り
し
て
い
て
、
捨
て
る
べ
き
も
の
は

潔
く
捨
て
た
が
、
取
る
ほ
う
に
は
、
執
念
を
も
や
し
た
の
だ
。

⑪
 

た
と
え
ど
ん
な
困
難
で
も
、
は
ね
の
け
る
強
さ
が
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
い
る
。
邦
子
は
取
捨
選
択
で
「
書
く
」
こ
と
を
取
り
、

「
執
念
を
も
や
し
た
」
の
で
あ
る
。
「
往
生
際
の
悪
さ
」
と
「
エ
エ
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カ
ッ
コ
シ
イ
」
の
「
バ
ネ
」
に
支
え
ら
れ
て
書
き
続
け
て
い
た
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
様
々
な
事
象
を
「
面
白
い
こ
と
」
と
と
ら

え
よ
う
と
す
る
感
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
。
邦
子
は
週
刊
誌

『
週
刊
平
凡
』
の
内
職
を
し
て
い
た
時
の
こ
と
を

あ
ま
り
愉
し
く
な
い
事
件
の
な
か
か
ら
で
も
、
そ
れ
を
ま
ず

面
白
が
っ
て
、
そ
こ
か
ら
人
間
臭
い
も
の
を
見
つ
け
よ
う
と
す

る
編
集
部
の
姿
勢
に
は
と
て
も
教
え
ら
れ
る
事
が
あ
り
ま
し
た
。

⑫
 

（
「
モ
ソ
ロ
ー
・
安
保
・
ス
ー
ダ
ラ
節
」
）

と
述
べ
て
い
る
。
邦
子
の
テ
レ
ビ
台
本
、
エ
ッ
セ
イ
、
小
説
は
ど
れ

も
、
何
気
な
い
日
常
の
な
か
に
あ
る
喜
ぴ
、
哀
し
み
、
怖
さ
を
テ
ー

マ
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
編
集
部
の
姿
勢
を
自
分
自
身
の
「
書
く
」

こ
と
に
い
か
し
た
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。

『
あ
・
う
ん
』
は
こ
れ
ら
の
お
も
い
に
よ
っ
て
書
き
上
げ
ら
れ
た
。

こ
れ
は
喧
嘩
を
し
て
も
、
ま
る
で
「
あ
・
う
ん
」
の
狛
犬
の
よ
う
に

息
が
合
う
男
の
友
情
と
、
そ
の
親
友
の
妻
と
の
プ
ラ
ト
ニ
ッ
ク
・
ラ

プ
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
物
語
で
あ
る
。
昭
和
十
年
代
の
日
本
、
景

気
が
よ
く
て
男
前
で
、
女
性
関
係
の
絶
え
な
い
門
倉
金
属
の
社
長
門

倉
修
造
と
、
中
ど
こ
ろ
の
製
薬
会
社
の
部
長
で
、
煮
え
き
ら
な
い
感

じ
の
水
田
仙
吉
は
、
二
十
年
来
の
友
達
で
あ
り
、
見
か
け
も
気
性
も

財
力
も
正
反
対
と
き
て
い
る
。
門
倉
は
仙
吉
の
妻
た
み
を
ひ
そ
か
に

愛
し
て
い
る
。
そ
ん
な
門
倉
、
仙
吉
、
た
み
の
不
思
議
な
関
係
を
仙

吉
の
娘
さ
と
子
の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
作
品
で
あ
る
。

こ
の
小
説
は
戦
前
と
い
う
時
代
背
景
よ
り
も
、
い
つ
の
時
代
も
変

わ
ら
な
い
人
間
の
日
常
に
ひ
そ
む
愛
と
か
哀
し
み
と
か
お
か
し
み
の

方
に
重
き
を
置
い
て
い
る
。
た
だ
、
ま
っ
た
く
戦
争
を
感
じ
さ
せ
な

い
も
の
で
も
な
い
。
最
後
の
方
で
は
、
さ
と
子
の
恋
人
に
招
集
令
状

が
く
る
こ
と
で
戦
争
に
よ
る
身
近
な
哀
し
み
、
ど
う
し
よ
う
も
な
さ

を
読
者
は
つ
き
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
戦
争
と
は
、
愛
し
合
う
者

同
志
を
簡
単
に
離
れ
離
れ
に
さ
せ
て
し
ま
え
る
も
の
な
の
だ
、
と
当

の
恋
人
た
ち
は
も
ち
ろ
ん
、
門
倉
、
仙
吉
、
た
み
も
そ
の
場
で
ひ
し

ひ
し
と
感
じ
て
し
ま
う
。
度
々
「
戦
争
と
は
こ
ん
な
も
の
だ
よ
」
と

描
か
れ
る
よ
り
も
、
最
後
に
不
意
に
こ
の
よ
う
な
形
で
戦
争
を
知
る
、

と
い
う
方
が
そ
の
重
み
や
痛
み
を
伝
え
る
効
果
は
大
き
い
。
こ
の
手

法
は
ボ
イ
ソ
ト
に
し
た
い
、
必
要
で
あ
る
部
分
は
「
等
身
大
」
に
す

る
と
い
う
も
の
と
同
質
で
あ
る
。
ま
さ
に
テ
レ
ビ
台
本
を
書
く
視
点

で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
長
編
小
説
『
あ
・
う
ん
』
は
先
に
テ
レ
ビ
台

本
を
書
き
上
げ
て
か
ら
執
筆
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
本
来

は
も
っ
と
長
編
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
演
出
家
の
深
町
幸
男
氏
が
、

II

あ
・
う
ん
“
シ
リ
ー
ズ
は
＂
あ
・
う
ん
“
（
四
本
）
、
＂
続
あ
・

う
ん
“
（
五
本
）
で
終
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
向
田
さ
ん
の
希
望

と
し
て
は
、
岸
本
加
世
子
さ
ん
の
成
長
に
合
わ
せ
て
、
年
に
一

回
（
五
本
）
ず
つ
放
送
し
て
い
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。
あ
の
、

台
湾
上
空
で
起
き
た
航
空
機
事
故
が
無
け
れ
ば
、
私
の
定
年
迄
、

〇⑭

八
年
間
は
、
放
送
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
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第
一
章
で
は
、
邦
子
の
人
生
を
み
る
こ
と
に
よ
り
、
邦
子
が
「
書

く
」
こ
と
を
「
面
白
い
」
こ
と
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。

⑬
 

「
も
っ
と
面
白
い
こ
と
は
な
い
か
」
で
、
映
画
雑
誌
、
週
刊
誌
、
ラ

ジ
オ
台
本
、
テ
レ
ビ
台
本
、
エ
ッ
セ
イ
、
小
説
と
挑
戦
し
て
い
く
こ

と
に
す
べ
て
「
書
く
」
行
為
が
あ
っ
た
。
第
二
章
で
は
、
テ
レ
ビ
台

本
に
か
か
わ
る
「
書
く
」
制
約
と
そ
の
克
服
か
ら
産
ま
れ
た
邦
子
独

自
の
手
法
を
み
た
。
そ
の
手
法
は
エ
ッ
セ
イ
、
小
説
に
も
活
か
さ
れ
、

多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
た
。
第
一
＿
一
章
で
は
、
初
の
長
編
小
説
に
挑
ん

だ
邦
子
の
「
書
く
」
こ
と
に
き
っ
ち
り
向
き
合
う
姿
勢
を
み
て
き
た
。

以
上
の
こ
と
を
総
合
し
て
言
え
る
こ
と
は
邦
子
は
「
書
く
」
こ
と
を

面
白
い
こ
と
と
と
ら
え
、
決
し
て
「
書
く
」
こ
と
を
捨
て
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
常
生
活
に
あ
た
り
前
に
転
が
っ
て
い
る
出

来
事
を
取
り
上
げ
て
、
テ
レ
ビ
台
本
で
は
視
覚
的
・
聴
覚
的
に
、
エ
ッ

お
わ
り
に

と
述
べ
て
い
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
航
空
機
事
故
が
な
か
っ
た
な
ら

ば
、
『
あ
・
う
ん
』
の
他
に
も
長
編
小
説
が
書
か
れ
て
い
た
可
能
性

も
高
い
。
こ
れ
ま
で
の
邦
子
の
書
く
姿
勢
を
み
て
き
て
も
容
易
に
想

像
で
き
る
。
『
あ
・
う
ん
』
と
同
様
に
そ
れ
ら
が
テ
レ
ビ
台
本
か
ら

長
編
小
説
と
し
て
書
き
か
え
ら
れ
る
か
、
は
じ
め
か
ら
長
編
小
説
と

し
て
書
か
れ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
邦
子
は
書
き
続
け
て
い
っ
た

で
あ
ろ
う
。

注

新
潮
文
庫

セ
イ
や
小
説
で
は
テ
ン
ポ
よ
く
、
視
覚
的
に
表
現
し
た
。
何
気
な
い

生
活
と
思
う
も
の
に
は
、
実
は
様
々
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。
少

し
見
方
を
か
え
て
み
れ
ば
、
日
常
と
は
鮮
や
か
で
面
白
い
も
の
だ
と

い
う
視
点
を
邦
子
は
提
示
し
た
。

⑮
 

邦
子
は
「
な
い
も
の
ね
だ
り
の
高
の
ぞ
み
」
の
性
格
で
は
な
か
っ

た
。
自
分
自
身
の
日
常
生
活
を
直
視
し
、
そ
の
場
に
あ
る
も
の
の
中

か
ら
「
面
白
い
こ
と
」
を
探
る
視
点
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ

の
ひ
と
つ
の
大
き
な
明
る
さ
が
作
品
が
親
し
ま
れ
る
魅
力
で
あ
り
、

向
田
邦
子
の
「
書
く
」
力
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

昭
和
五
十
八

①
『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
向
田
邦
子
著

年
五
月
刊

②
『
父
の
詫
び
状
』
向
田
邦
子
著
文
春
文
庫
昭
和
五
十
六
年
十

二
月
刊
。
初
出
は
『
銀
座
百
点
』
昭
和
五
十
一
＿
一
年
五
月

③

t
⑥
「
手
袋
を
さ
が
す
」
（
『
夜
中
の
薔
薇
』
向
田
邦
子
著
昭
和

五
十
九
年
一
月
刊
）
初
出
は
『
P
H
P
』
昭
和
五
十
一
年
夏
季
増

刊
号

畠
「
モ
ソ
ロ
ー
・
安
保
・
ス
ー
ダ
ラ
節
」
（
『
女
の
人
差
し
指
』
向

田
邦
子
著
文
春
文
庫
昭
和
六
十
年
七
月
刊
）
初
出
は
『
平
凡

出
版
―
―
―
十
五
年
小
史
』
昭
和
五
十
五
年
十
月
刊
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⑨
『
父
の
詫
び
状
』
あ
と
が
き

⑩
『
夜
中
の
薔
薇
』
向
田
邦
子
著
講
談
社
文
庫

一
月
刊
。
初
出
は
『
波
』
昭
和
五
十
五
年
九
月

⑪
『
向
田
邦
子
全
集
第
二
巻
』
向
田
邦
子
著
文
墓
春
秋
社

和
六
十
二
年
八
月
刊
。
初
出
は
「
創
造
と
表
現
の
世
界
」
昭
和
五

十
四
年
一
月
刊

⑫
『
阿
修
羅
の
ご
と
く
』
向
田
邦
子
著
新
潮
文
庫
昭
和
六
十
年

二
月
刊

⑬
『
無
名
仮
名
人
名
簿
』
向
田
邦
子
著
文
春
文
庫
昭
和
五
十
八

年
八
月
刊
。
初
出
は
『
週
刊
文
春
』
昭
和
五
十
四
年
五
月
ー
五
十

五
年
五
月
刊

⑭
『
霊
長
類
ヒ
ト
科
動
物
図
鑑
』
向
田
邦
子
著
文
春
文
庫
昭
和

五
十
九
年
八
月
刊
。
初
出
は
『
週
刊
文
春
』
五
十
五
年
五
月

l
五

十
六
年
五
月
刊

⑮
『
父
の
詫
び
状
』
向
田
邦
子
著
文
春
文
庫
昭
和
五
十
六
年
十

二
月
刊

⑯
①
に
同
じ
。
初
出
は
『
小
説
新
潮
』
昭
和
五
十
五
年
五
月
刊
。

「
か
わ
う
そ
」
の
あ
ら
す
じ
を
以
下
に
付
記
し
て
お
く
。

自
宅
療
養
中
の
宅
次
は
妻
厚
子
の
こ
と
を
愛
嬌
が
あ
っ
て
、
か

わ
う
そ
そ
っ
く
り
だ
と
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
厚
子
は
宅
次
に

黙
っ
て
、
自
宅
の
庭
を
潰
し
て
マ
ソ
シ
ョ
ソ
を
建
て
る
計
画
を
し

て
い
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
宅
次
は
厚
子
の
嘘
の
た
め
に
幼
い
娘
を 昭

昭
和
五
十
九
年

刊
⑳
解
説
文
つ
あ
・
う
ん
＂
は
、
私
の
誇
れ
る
―
つ
の
勲
章
で
あ
る
」

（
『
あ
・
う
ん
』
向
田
邦
子
著
新
潮
文
庫
平
成
三
年
七
月
刊
）

急
③
に
同
じ

文
春
文
庫

失
っ
た
こ
と
を
ふ
と
思
い
出
す
。
愛
嬌
の
あ
る
反
面
、
殺
し
た
魚

を
並
べ
て
楽
し
む
習
性
も
あ
る
か
わ
う
そ
と
厚
子
の
残
酷
さ
が
重

な
っ
た
。
外
出
先
か
ら
婦
っ
て
き
た
厚
子
に
対
し
、
宅
次
は
気
が

付
く
と
包
丁
を
握
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
宅
次
の
視
界
は
「
写
真

機
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
が
お
り
る
よ
う
に
、
庭
が
急
に
闇
に
な
っ
た
」
。

⑰
「
上
手
い
」
（
『
触
れ
も
せ
で
』
久
世
光
彦
著
講
談
社
平
成
四

年
九
月
刊
）

⑬
『
文
褻
春
秋
八
月
臨
時
増
刊
向
田
邦
子
ふ
た
た
び
』
昭
和
五
十

八
年
八
月
刊

⑲
「
小
説
が
怖
い
」
（
『
触
れ
も
せ
で
』
久
世
光
彦
著

月
刊
）

⑳
「
か
く
し
味
」
（
『
姉
貴
の
尻
尾
』
向
田
保
雄
著

昭
和
五
十
八
年
八
月
刊
）

⑫

⑦

に

同

じ

⑳
『
あ
・
う
ん
』
向
田
邦
子
著

平
成
四
年
九
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昭
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