
第
一
章

は
じ
め
に

佐
藤
春
夫
の
『
田
園
の
憂
鬱
』（
新
潮
社
、
一
九
一
九
・
六
）
の
研
究
は
、

主
人
公
「
彼
」
の
憂
鬱
の
内
実
が
主
要
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
。
し
か
し
、

従
来
の
研
究
に
は
不
足
し
て
い
る
視
点
が
あ
る
。
た
と
え
ば
高
橋
世
織
は
、

「
主
人
公
と
他
者
と
が
、
ほ
と
ん
ど
対
話
ら
し
い
対
話
の
成
立
す
る
場
の
な

（
�
）い」
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
む
し
ろ
他
者
で
あ
る
妻
と
の
対
話
の
少
な
さ
、

食
い
違
い
こ
そ
が
、「
彼
」
の
憂
鬱
を
加
速
さ
せ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
。「
彼
」
は
、
妻
と
打
ち
解
け
た
夜
に
は
「
俺
に
は
優
し
い
感
情
が
な

い
の
で
は
な
い
。
俺
は
た
だ
そ
れ
を
言
ひ
現
す
の
が
恥
し
い
の
だ
」
と
漏
ら

し
、
薔
薇
を
摘
ん
だ
妻
を
叱
っ
た
後
に
は
「
妻
が
だ
ん
だ
ん
可
哀
想
に
な
つ

て
居
る
」
と
い
う
。「
彼
」
は
妻
へ
の
言
動
を
反
省
し
、
妻
の
存
在
を
強
く

意
識
し
て
い
る
。
妻
は
「
彼
」
と
同
じ
幻
聴
幻
影
を
感
知
で
き
な
い
た
め
、

夫
婦
が
理
解
し
合
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
彼
」
は
そ
の
不
可
能
性
を

理
解
し
て
お
り
、
理
解
し
合
え
な
い
妻
と
の
関
係
性
が
「
彼
」
の
憂
鬱
と
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
文
で
は
、「
彼
」
の
妻
へ
の
思
い
と
、「
彼
」
の
望
ん
だ
、
妻
と
の
関

係
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

第
二
章

夫
婦
の
生
活
へ
の
思
考

「
彼
」
と
妻
と
の
関
係
性
は
、
一
章
に
お
け
る
妻
の
内
言
に
よ
く
示
さ
れ

て
い
る
。あ

れ
ほ
ど
深
い
自
信
の
あ
る
ら
し
い
芸
術
上
の
仕
事
な
ど
は
忘
れ

て
、
放
擲
し
て
、
ほ
ん
と
う
に
こ
の
田
舎
で
一
生
を
朽
ち
さ
せ
る
つ
も

り
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
人
は
、
ま
あ
何
と
い
ふ
不
思
議
な
夢
を
見
た
が

る
の
で
あ
ら
う
《
中
略
》
他
人
に
対
し
て
は
、
そ
れ
は
親
切
に
、
優
し

く
調
子
よ
く
し
な
が
ら
、
何
故
か
う
ま
で
私
に
は
気
難
か
し
い
の
で
あ

ら
う
。《
中
略
》
あ
の
人
は
き
つ
と
自
分
と
の
結
婚
を
悔
い
て
居
る
の

だ
。
少
く
と
も
若
し
自
分
と
で
は
な
く
、
あ
の
女
と
一
緒
に
住
ん
で
居
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た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
幸
福
だ
つ
た
ら
う
か
と
、
時
時
、
考
へ
る
に
違
ひ

な
い
。（
一
章
）

妻
は
「
芸
術
上
の
仕
事
」
に
も
「
買
つ
て
貰
つ
た
自
分
の
畑
」
に
も
手
を

つ
け
な
い
「
彼
」
に
不
満
を
抱
く
。
ま
た
「
彼
」
の
生
活
ぶ
り
を
、
人
生
を

朽
ち
さ
せ
る
「
不
思
議
な
夢
」
と
捉
え
、
そ
の
意
図
を
理
解
し
な
い
。
こ
の

無
理
解
が
、
夫
は
結
婚
を
悔
い
て
い
る
と
い
う
妻
の
妄
想
を
誘
引
し
て
い

る
。
同
章
に
「
静
に
、
涼
し
く
、
二
人
は
二
人
し
て
、
言
ひ
た
い
事
だ
け
は

言
ひ
、
言
ひ
た
く
な
い
事
は
一
切
言
は
ず
に
暮
し
た
い
住
み
た
い
」
と
あ
る

が
、
妻
が
求
め
る
の
は
夫
婦
の
穏
や
か
な
生
活
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た

め
妻
は
仕
事
で
あ
る
文
学
に
励
む
こ
と
や
精
力
的
に
田
舎
生
活
を
営
む
こ
と

を
夫
に
求
め
る
。
妻
は
穏
や
か
で
活
発
な
生
活
を
送
る
こ
と
を
良
き
こ
と
と

す
る
思
考
を
持
つ
た
め
、
夫
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
結
婚
へ
の
後
悔
、
す
な
わ
ち

現
在
の
生
活
の
否
定
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
妻
は
夫
を
嫌
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
他
の
女
に
思
い
を
寄
せ

て
い
る
の
か
と
心
配
す
る
の
は
、
自
分
に
こ
そ
親
切
に
優
し
く
接
し
て
ほ
し

い
と
い
う
若
妻
ら
し
い
感
情
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
妻
は
夫
の
生
活
に

不
満
を
抱
く
裏
で
「
ほ
ん
と
う
に
何
か
非
常
に
寂
し
い
の
で
あ
ら
う
」
と
憐

憫
の
情
を
寄
せ
、「
敏
感
す
ぎ
る
こ
の
人
の
心
持
も
気
分
も
少
し
は
落
着
く

こ
と
で
あ
ら
う
」
と
思
っ
て
い
る
。
妻
は
平
穏
に
生
活
で
き
な
い
夫
を
憐
れ

み
、
夫
の
心
の
安
定
を
望
ん
で
い
る
。
そ
し
て
「
彼
」
も
、
実
は
、
妻
と
同

じ
く
、「
生
活
」
を
大
切
に
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。

皿
を
手
に
持
つ
て
居
て
、
皿
の
事
は
考
へ
な
い
で
、
ぼ
ん
や
り
外
の

こ
と
を
考
へ
る
。《
中
略
》
生
活
を
愛
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
ほ
ん
と

に
楽
し
く
生
き
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
そ
ん
な
些
細
な
事
を
、
日
常
生
活

を
心
か
ら
十
分
に
楽
し
む
と
い
ふ
以
外
に
は
無
い
筈
で
は
な
い
か
（
十

八
章
）

こ
れ
は
西
洋
皿
を
壊
し
た
妻
を
叱
る
「
彼
」
の
言
葉
で
あ
る
が
、「
彼
」

は
生
活
用
品
を
粗
末
に
扱
う
妻
が
生
活
を
軽
ん
じ
て
い
る
と
責
め
続
け
、
そ

の
末
に
「
妻
に
言
ふ
つ
も
り
で
あ
つ
た
言
葉
が
、
い
つ
か
自
分
に
向
つ
て
の

言
葉
に
方
向
を
変
へ
て
」
い
る
と
気
づ
く
。「
彼
」
は
妻
を
責
め
な
が
ら
自

分
を
責
め
て
い
る
。
生
活
を
尊
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
「
彼
」
自
身
で
あ

り
、
妻
を
責
め
て
し
ま
う
の
は
、
生
活
に
集
中
し
て
楽
し
く
暮
ら
そ
う
と
強

い
て
意
識
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

二
十
章
で
「
彼
」
は
、「
お
お
、
薔
薇
、
汝
病
め
り
！
」
と
い
う
声
と
と

も
に
「
お
前
は
な
ぜ
つ
ま
ら
な
い
事
に
腹
を
立
て
る
の
だ
。
お
前
は
人
生
を

玩
具
に
し
て
居
る
。
怖
ろ
し
い
事
だ
」「
お
前
は
忍
耐
を
知
ら
な
い
」
と
い

う
声
を
聞
く
。
こ
こ
で
も
「
彼
」
は
無
意
識
の
声
に
よ
っ
て
「
生
活
」
に
生

き
ら
れ
な
い
自
分
を
責
め
る
。
生
活
を
重
ん
じ
、
そ
の
た
め
に
生
き
る
べ
き

だ
と
い
う
妻
と
同
じ
認
識
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
責
め
、
妻
に

厳
し
く
あ
た
る
度
に
後
悔
し
て
し
ま
う
の
だ
。「
彼
」
に
と
っ
て
「
生
活
」

や
妻
は
大
切
に
し
た
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
自
身
の
「
性
分
」
上
、
疎
か

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
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第
三
章
「
芸
術
の
世
界
」
と
「
憂
鬱
の
世
界
」

こ
の
「
彼
」
の
「
性
分
」
を
理
解
す
る
た
め
、「
彼
」
の
理
想
と
す
る
世

界
と
田
舎
生
活
の
中
で
陥
っ
た
世
界
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

十
二
章
に
「
自
然
の
上
に
働
い
た
人
間
の
労
作
が
、
自
然
の
な
か
へ
工
合

よ
く
溶
け
入
つ
て
し
ま
つ
て
居
る
。
何
と
い
ふ
美
し
さ
で
あ
ら
う
！

そ
れ

は
見
て
居
て
、
優
し
く
懐
し
か
つ
た
。
お
れ
の
住
み
た
い
芸
術
の
世
界
は
あ

ん
な
と
こ
ろ
な
の
だ
が
」
と
「
彼
」
が
「
フ
ェ
ア
リ
イ
・
ラ
ン
ド
」
と
名
づ

け
る
丘
を
愛
で
る
場
面
が
あ
る
。
こ
こ
で
「
彼
」
は
林
の
中
に
草
屋
根
を
見

出
し
、
丘
を
「
絵
画
的
に
、
装
飾
的
に
見
せ
」
る
の
は
「
自
然
の
な
か
の
些

細
な
人
工
性
が
、
期
せ
ず
し
て
、
そ
れ
の
為
め
に
最
も
著
し
い
効
果
を
与
へ

ら
れ
て
居
る
」
か
ら
だ
と
考
え
る
。
四
章
に
も
同
じ
よ
う
な
場
面
が
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
自
然
の
中
に
人
工
が
溶
け
合
う
世
界
が
、「
彼
」
の
理
想

と
す
る
「
芸
術
の
世
界
」
で
あ
る
。

「
彼
」
が
美
し
さ
を
感
じ
る
の
は
「
人
間
の
労
作
」
や
「
人
工
の
一
縷
の

典
雅
」
を
発
見
し
た
と
き
だ
っ
た
。
磯
田
光
一
は
、
巨
万
の
財
産
相
続
の
決

ま
り
そ
う
な
人
物
が
理
想
の
町
作
り
を
計
画
す
る
佐
藤
の
中
編
「
美
し
き

町
」（「
改
造
」
一
九
一
九
・
八
〜
一
二
）
が
、
ポ
ー
の
「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の

地
所
」
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
美
し
き
町
」
に
お
け
る
理
想

の
町
を
、「『
田
園
の
憂
鬱
』
の
う
ち
で
価
値
論
的
に
肯
定
で
き
る
も
の
だ
け

（
�
）

を
集
め
た
人
工
庭
園
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
磯
田
は
、
佐
藤
が
人
工
を

美
と
し
た
と
考
え
た
の
だ
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、「
彼
」
の
理
想
と
す
る

「
芸
術
の
世
界
」
が
人
工
の�

み�

の
世
界
で
は
な
い
こ
と
だ
。「
彼
」
は
「
人
間

の
労
作
」
が
自
然
の
中
に
あ�

る�

こ
と
に
「
美
し
さ
」
を
感
じ
、
そ
の
混
合
の

中
に
住
み
た
い
の
で
あ
り
、
ポ
ー
と
符
合
す
る
の
は
む
し
ろ
そ
う
し
た
美
意

識
で
あ
ろ
う
。

「
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
地
所
」
は
青
年
が
相
続
し
た
遺
産
で
理
想
の
庭
作
り

を
行
っ
て
い
く
と
い
う
小
説
で
、
青
年
は
「
庭
園
の
な
が
め
に
純
然
た
る
人

（
�
）

工
を
織
り
交
ぜ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
美
観
が
大
い
に
増
大
さ
れ
る
」
と

語
る
。
自
然
は
人
の
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
秀
れ
た
も
の
に
な
る
と
い
う

こ
の
思
考
は
、
自
然
に
侵
さ
れ
な
が
ら
人
工
が
あ�

る�

世
界
を
「
芸
術
の
世

界
」
と
す
る
、「
彼
」
の
美
意
識
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、

十
八
章
の
皿
の
場
面
で
「
人
間
の
言
葉
で
は
言
へ
な
い
事
を
言
は
う
と
し
て

ゐ
る
」
と
い
う
「
日
常
生
活
の
神
聖
、
日
常
生
活
の
神
秘
」
と
は
、
ま
さ
に

自
然
の
中
に
人
工
が
あ
る
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、「
彼
」
は
妻
に
自
ら
の
理

想
と
す
る
「
芸
術
の
世
界
」
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
生
活
、
神
秘
の
両
方
を
有

す
る
世
界
で
あ
る
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
た
の
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。

し
か
し
、「
彼
」
は
「
憂
鬱
の
世
界
、
呻
吟
の
世
界
、
霊
が
彷
徨
す
る
世

（
�
）

界
」
に
陥
る
。
そ
れ
は
、
ポ
ー
や
ブ
レ
イ
ク
の
詩
句
、
ダ
ン
テ
の
巡
っ
た
地

（
�
）

獄
、
ゲ
ー
テ
の
戯
曲
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
訪
れ
た
精
霊
や
妖
精
の
い
る
世
界
、

（
�
）

ダ
ヌ
ン
チ
オ
の
『
死
の
勝
利
』
に
登
場
す
る
蛾
や
犬
の
幽
霊
、
ス
ピ
ネ
ロ
オ

・
ス
ヒ
ネ
リ
イ
の
描
い
た
悪
魔
、
エ
ル
・
グ
レ
コ
絵
画
の
肢
体
な
ど
、
過
去

の
芸
術
家
た
ち
の
作
り
上
げ
た
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
世
界
で
あ

る
。「
彼
」
の
陥
っ
た
「
憂
鬱
の
世
界
」
は
、
先
人
の
「
労
作
」
に
よ
り
作

ら
れ
た
人
工
の
集
合
で
あ
り
、『
死
の
勝
利
』
の
犬
を
見
、
自
ら
の
口
か
ら
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ブ
レ
イ
ク
の
詩
句
を
聞
く
段
階
に
至
っ
て
は
、
人
工
が
自
然
を
浸
食
し
き
っ

た
、〈
生
活
〉
を
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、〈
神
秘
〉
一
辺
倒
の
世
界
と
な
っ

て
し
ま
う
。
こ
こ
で
言
う
〈
自
然
〉
と
は
、
景
物
だ
け
で
な
く
、
妻
と
の
生

活
で
あ
り
、
娘
を
捜
す
村
の
若
者
の
歩
み
や
村
祭
り
の
太
鼓
の
響
き
と
い
っ

た
生
活
の
現
実
の
風
景
の
美
し
さ
を
も
含
む
意
味
で
の
〈
自
然
〉
で
あ
る
。

「
彼
」
は
そ
う
い
っ
た
自
然
（
生
活
）
の
中
に
「
芸
術
的
因
襲
」
を
孕
む
人

工
の
美
（
神
秘
）
が
あ�

る�

世
界
を
当
初
「
芸
術
の
世
界
」
と
し
て
望
ん
だ

が
、
実
際
の
田
舎
に
触
れ
て
そ
の
実
現
が
絶
望
的
で
あ
る
こ
と
に
直
面
し
た

の
だ
。

「
彼
」
が
聖
フ
ラ
ン
シ
ス
に
由
来
す
る
名
を
負
わ
せ
た
犬
を
飼
い
、
隣
家

が
養
鶏
を
す
る
と
い
う
対
比
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
田
舎
の
人
間
は
〈
生

活
〉
一
辺
倒
の
世
界
に
生
き
て
い
た
。
隣
人
は
鶏
を
殺
し
た
「
彼
」
の
犬
を

折
檻
し
、
酔
漢
は
「
打
殺
し
て
や
ら
あ
」
と
言
う
。
隣
家
の
老
細
君
は
「
野

良
仕
事
を
し
な
い
」
夫
婦
を
「
贅
沢
な
生
活
で
も
し
て
居
る
」
と
不
愉
快
に

思
う
。
田
舎
の
住
人
は
「
芸
術
の
世
界
」
に
不
可
欠
な
〈
神
秘
〉
を
否
定

し
、〈
生
活
〉
の
み
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
を
強
要
す
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

一
般
の
世
間
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
な
ら
一
た
い
何
を
生
き
甲
斐
に
し

て
生
き
る
こ
と
が
出
来
て
居
る
の
で
あ
る
か
？

彼
等
は
唯
彼
等
自
身

の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
愚
か
さ
の
上
に
、
さ
も
し
た
り
げ
に
各
の
空
虚
な
夢

を
築
き
上
げ
て
、
そ
れ
が
何
も
無
い
夢
で
あ
る
と
い
ふ
事
さ
へ
も
気
づ

か
な
い
程
に
猛
つ
て
生
き
て
ゐ
る
だ
け
で
は
な
か
ら
う
か
（
六
章
）

「
彼
」
は
妻
を
含
む
一
般
の
人
々
が
〈
生
活
〉
の
み
に
生
き
「
芸
術
の
世

界
」
な
ど
許
容
し
な
い
と
い
う
事
実
に
直
面
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
が
「
愚

か
」
に
見
え
、
そ
の
生
き
方
が
で
き
る
の
は
た
だ
「
猛
つ
て
」
冷
静
さ
を
欠

い
て
い
る
か
ら
な
の
だ
と
感
じ
る
。

「
彼
」
の
「
性
分
」
に
論
を
戻
す
と
、
そ
の
「
性
分
」
と
は
自
然
と
人
工

の
同
居
す
る
「
芸
術
の
世
界
」
を
求
め
る
志
向
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自

然
の
み
の
世
界
に
生
き
る
田
舎
の
〈
生
活
〉
に
、「
芸
術
的
因
襲
」
を
含
ん

だ
人
工
の
美
で
あ
る
〈
神
秘
〉
を
求
め
る
志
向
で
あ
り
、「
彼
」
は
そ
れ
を

求
め
る
あ
ま
り
、
妻
や
一
般
の
人
々
が
そ
れ
を
許
容
し
な
い
こ
と
に
絶
望

し
、「
憂
鬱
の
世
界
」
に
陥
る
の
で
あ
る
。

第
四
章

フ
ァ
ウ
ス
ト
と
「
彼
」

穏
や
か
な
生
活
の
価
値
を
知
り
な
が
ら
神
秘
を
求
め
る
者
の
苦
悩
や
、
過

去
の
芸
術
に
通
じ
る
た
め
あ
ら
ゆ
る
風
景
に
「
芸
術
的
因
襲
」
を
含
む
人
工

の
美
を
見
出
し
て
し
ま
う
人
間
の
憂
鬱
は
、
古
く
か
ら
文
学
に
描
か
れ
て
お

り
、
十
八
章
で
「
彼
」
が
読
む
ゲ
ー
テ
の
戯
曲
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
も
描
か

れ
て
い
る
。

現
世
以
上
の
快
楽
で
す
ね
。
／
闇
と
露
と
の
間
に
山
深
く
ね
て
、
／

天
地
を
好
い
気
持
に
懐
に
抱
い
て
、
／
自
分
の
努
力
で
天
地
の
髄
を
搔

き
撈
り
、
／
六
日
の
神
業
を
自
分
の
胸
に
体
験
し
、
／
傲
る
力
を
感
じ

つ
つ
、
何
や
ら
知
ら
ぬ
物
を
味
ひ
、
／
時
と
し
て
は
又
溢
る
る
愛
を
万

五
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物
に
及
ぼ
し
、
／
下
界
の
子
た
る
処
が
消
え
て
無
く
な
つ
て
…
…
…

（
十
八
章
）

「
彼
」
は
不
眠
と
幻
聴
幻
影
に
悩
ま
さ
れ
、
自
信
を
な
く
し
、
遠
か
ら
ず

死
ぬ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
空
想
に
囚
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
逃
れ
よ

う
と
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
み
、「
こ
の
田
舎
に
来
た
そ
の
当
座
の
心
持
」

は
、
右
の
引
用
箇
所
の
と
お
り
だ
っ
た
と
自
覚
す
る
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
第
一
部
は
、
悪
魔
メ
フ
ィ
ス
ト
と
欲
望
快
楽
を
体
験
す

る
契
約
を
交
わ
し
た
大
学
者
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
、
少
女
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
に
恋
を

し
、
嘘
と
悪
魔
の
助
け
に
よ
り
結
ば
れ
る
が
、
発
狂
し
た
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
が

フ
ァ
ウ
ス
ト
と
の
子
を
殺
め
て
処
刑
さ
れ
る
、
と
い
う
悲
劇
で
あ
る
。

「
彼
」
が
読
ん
だ
の
は
フ
ァ
ウ
ス
ト
が
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
の
肉
体
へ
の
欲
望

や
嘘
に
罪
悪
感
を
抱
き
、
町
を
離
れ
て
い
る
際
の
メ
フ
ィ
ス
ト
の
台
詞
で
あ

る
。
こ
の
と
き
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
欲
望
を
忘
れ
る
た
め
田
舎
の
風
物
を
楽
し
も

う
と
し
て
い
る
が
、
メ
フ
ィ
ス
ト
は
そ
れ
を
「
現
世
以
上
の
快
楽
」
だ
と
当

て
つ
け
る
。
欲
望
を
抑
え
、
彼
女
を
傷
つ
け
な
い
た
め
に
田
舎
で
暮
ら
す
の

は
「
下
界
の
子
」
た
る
人
間
の
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
言
う
の
だ
。
こ
の
と

き
の
フ
ァ
ウ
ス
ト
の
生
活
は
、
ま
さ
に
「
彼
」
が
価
値
を
認
め
る
と
こ
ろ

の
、
妻
と
の
暮
ら
し
に
生
き
る
普
通
の
生
活
者
と
し
て
の
生
活
で
あ
り
、
こ

の
部
分
を
読
ん
で
「
彼
」
は
自
分
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
生
活
に
神
秘
を
求

め
て
妻
に
辛
く
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
欲
求
を
抑
え
る
こ
と
は
人
間
で

あ
る
自
分
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

手
短
か
に
申
せ
ば
、
折
々
は
自
ら
欺
く
快
さ
を
／
お
味
ひ
な
さ
る
も

妨
げ
な
し
で
す
。
／
だ
が
長
く
は
我
慢
が
出
来
ま
す
ま
い
よ
。
／
も
う

大
ぶ
お
疲
れ
が
見
え
て
ゐ
る
。
／
こ
れ
が
も
つ
と
続
く
と
、
陽
気
に
お

気
が
狂
ふ
か
、
／
陰
気
に
憶
病
に
な
つ
て
お
果
て
に
な
る
。
／
も
う
沢

山
だ
…
…
（
十
八
章
）

こ
の
部
分
を
読
ん
で
「
彼
」
は
、
メ
フ
ィ
ス
ト
が
「
俺
に
も
の
を
言
ひ
か

け
て
居
る
」
と
感
じ
、
欲
望
を
抑
え
て
自
ら
を
欺
き
生
き
る
こ
と
は
長
く
は

続
か
ず
、
続
け
れ
ば
発
狂
か
死
だ
、
と
い
う
メ
フ
ィ
ス
ト
の
皮
肉
に
共
感
す

る
。
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
の
肉
体
へ
の
欲
望
は
、「
彼
」
に
と
っ
て
の
「
芸
術
の

世
界
」
へ
の
欲
望
、
生
活
の
中
に
神
秘
を
求
め
る
心
情
で
あ
る
。
ま
た
、
グ

レ
ー
ト
ヘ
ン
の
心
や
人
格
を
尊
重
し
よ
う
と
い
う
理
性
は
、「
彼
」
に
と
っ

て
妻
と
の
平
穏
な
生
活
を
望
む
思
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
彼
」
は
欲
望
を
抑

え
る
か
ら
こ
そ
「
憂
鬱
の
世
界
」
に
落
ち
、
死
す
ら
も
予
感
さ
れ
る
と
感
じ

て
い
る
の
だ
。

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
貫
か
れ
る
の
は
肉
体
的
快
楽
や
美
に
取
り
憑
か
れ
、

そ
の
欲
望
の
た
め
愛
す
る
も
の
を
傷
つ
け
失
う
人
間
の
悲
劇
的
性
質
で
あ

る
。
第
二
部
で
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
美
を
求
め
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
へ
旅
立

ち
、
女
神
ヘ
ー
レ
ナ
の
美
に
魅
せ
ら
れ
て
恋
に
落
ち
、
息
子
を
授
か
る
が
、

こ
の
息
子
も
ま
た
そ
の
悲
劇
的
性
質
を
有
す
る
。
息
子
オ
イ
フ
ォ
ー
リ
オ
ン

は
自
由
、
戦
い
、
勝
利
へ
の
向
上
心
を
持
ち
、
高
み
を
目
指
し
て
崖
か
ら
飛

び
立
ち
、
墜
落
死
す
る
。
そ
の
後
ヘ
ー
レ
ナ
は
死
ん
だ
息
子
の
「
こ
の
暗
い

（
�
）

國
に
わ
た
し
を
一
人
で
置
か
な
い
で
下
さ
い
」
と
い
う
声
を
聞
き
、
姿
を
消

佐
藤
春
夫
「
田
園
の
憂
鬱
」
論
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す
。
オ
イ
フ
ォ
ー
リ
オ
ン
は
自
ら
の
自
由
や
向
上
心
に
取
り
憑
か
れ
た
末
、

親
子
三
人
の
田
園
生
活
を
崩
壊
さ
せ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

ヘ
ー
レ
ナ
と
オ
イ
フ
ォ
ー
リ
オ
ン
と
の
田
園
生
活
に
お
い
て
フ
ァ
ウ
ス
ト

は
家
族
の
生
活
を
守
ろ
う
と
し
た
が
、
自
ら
の
向
上
心
を
受
け
継
ぐ
息
子
に

よ
っ
て
破
局
を
迎
え
た
。
ヘ
ー
レ
ナ
は
消
え
る
間
際
に
「
美
と
福
と
が
一
し

よ
に
な
つ
て
は
ゐ
な
い
と
云
ふ
古
い
諺
を
、
殘
念
な
が
ら
此
身
に
思
ひ
合
せ

ま
す
」
と
、
ヘ
ー
レ
ナ
と
い
う
美
を
手
に
し
な
が
ら
幸
福
に
生
活
す
る
こ
と

は
元
来
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。
こ
う
し
た
美
と
生
活
の
相
容
れ
な

さ
は
、「
彼
」
が
「
芸
術
の
世
界
」
に
取
り
憑
か
れ
、
生
活
や
妻
を
疎
か
に

し
て
し
ま
う
要
因
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

愛
す
る
者
を
大
切
に
し
よ
う
し
て
挫
折
す
る
田
舎
生
活
と
い
う
設
定
や
、

フ
ァ
ウ
ス
ト
が
求
め
る
美
が
過
去
の
人
工
美
で
あ
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
の

美
で
あ
る
こ
と
な
ど
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
と
『
田
園
の
憂
鬱
』
は
響
き
合
う
。

自
由
、
戦
い
、
肉
体
、
美
に
取
り
憑
か
れ
、
愛
す
る
者
を
不
幸
に
追
い
や
る

悲
劇
的
性
質
を
持
つ
人
間
の
姿
は
「
彼
」
が
「
芸
術
の
世
界
」
に
取
り
憑
か

れ
、
妻
や
生
活
を
疎
か
に
す
る
姿
と
重
な
り
、「
彼
」
の
苦
悩
や
憂
鬱
は

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
お
け
る
そ
れ
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。「
彼
」

は
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
を
読
み
、
自
分
も
そ
れ
と
同
種
の
悲
劇
を
招
き
つ
つ
あ

る
と
感
じ
て
い
る
の
だ
。

第
五
章
「
彼
」
の
理
想
の
妻

『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
最
後
に
は
、
あ
る
救
い
が
あ
る
。
フ
ァ
ウ
ス
ト
は
死

に
際
し
天
上
の
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
の
祈
り
に
よ
り
、
あ
の
世
で
メ
フ
ィ
ス
ト
に

魂
を
捧
げ
る
と
い
う
契
約
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
だ
。

『
田
園
の
憂
鬱
』
に
は
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
ポ
ー
の
詩
「
ユ
ー
ラ
リ
ー
」

の
一
部
が
引
用
さ
れ
る
が
、
こ
の
詩
も
女
性
に
よ
る
救
い
を
歌
っ
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
興
味
深
い
。

エ
ピ
グ
ラ
フ
に
は
、「
私
は
、
呻
吟
の
世
界
で
／
ひ
と
り
で
住
ん
で
居
た
。

／
私
の
霊
は
澱
み
腐
れ
た
湖
で
あ
つ
た
」
と
い
う
冒
頭
部
が
引
用
さ
れ
て
い

る
が
、
詩
は
、「
つ
い
に
麗
わ
し
く
て
優
し
い
ユ
ー
ラ
リ
ー
が
／
羞
じ
ら
い

が
ち
の
花
嫁
と
な
っ
て
く
れ
た
│
│
／
つ
い
に
金
色
の
髪
の
ユ
ー
ラ
リ
ー
が

／
ほ
ほ
え
む
花
嫁
と
な
っ
て
く
れ
た
《
中
略
》
も
は
や
疑
い
も
│
│
苦
痛
も

／
二
度
と
こ
な
い
の
だ
／
な
ぜ
な
ら
彼
女
の
心
は
ぼ
く
の
た
め
息
を
な
ぐ
さ

（
�
）

め
て
／
一
日
じ
ゅ
う
／
強
く
明
る
く
照
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
続
い
て
い

く
。「

ユ
ー
ラ
リ
ー
」
に
歌
わ
れ
る
の
は
、
美
し
い
娘
に
会
っ
て
私
は
救
わ
れ

た
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
り
、
引
用
さ
れ
た
の
は
ユ
ー
ラ
リ
ー
と
結
婚
す
る
前

を
歌
っ
た
箇
所
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
病
の
妻
と
義
母
と
共
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
暮
ら
し
て
い
た
ポ
ー
が
妻
を
思
っ
て
書
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ポ
ー
は
そ

の
後
郊
外
へ
移
り
、
二
四
歳
の
妻
を
失
う
が
、
こ
の
詩
で
は
「
た
め
息
を
な

ぐ
さ
め
て
」「
呻
吟
の
世
界
」
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
「
ほ
ほ
え
む
花
嫁
」
と

し
て
妻
を
歌
っ
た
。

不
幸
の
中
に
あ
る
妻
が
、
何
か
に
取
り
憑
か
れ
た
夫
の
幸
福
を
健
気
に
願

い
、
そ
し
て
救
う
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
『
田
園
の
憂
鬱
』
の
妻
と
は
程
遠
い

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
「
彼
」
は
こ
の
女
性
の
よ
う
に
健
気
に
夫
を
思
い

五
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「
呻
吟
の
世
界
」
か
ら
救
っ
て
く
れ
る
〈
妻
〉
を
理
想
と
し
て
持
つ
た
め
、

自
分
の
理
想
を
理
解
せ
ず
受
け
容
れ
な
い
妻
に
苛
立
ち
、
辛
く
あ
た
っ
た
の

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
理
想
の
〈
妻
〉
像
は
、
十
七
章
「
彼
」
の
幻
想
と
し
て
表
れ
る
。

目
を
開
け
て
寝
て
い
た
「
彼
」
は
夢
う
つ
つ
の
中
で
、
妻
の
足
に
「
王
禅
寺

の
方
へ
遠
足
し
た
時
、
道
に
迷
ふ
て
這
入
つ
て
行
つ
た
家
の
糸
と
り
娘
」
の

足
を
見
出
す
。「
彼
」
は
「
淋
し
く
、
つ
つ
ま
し
く
糸
を
紡
い
で
居
る
」「
美

し
い
小
娘
」
の
も
の
と
思
っ
て
い
た
綺
麗
な
足
が
妻
の
足
で
あ
っ
た
と
知
っ

て
怒
り
だ
す
が
、「
彼
」
の
理
想
の
〈
妻
〉
は
、
こ
の
と
き
の
「
糸
と
り
娘
」

の
よ
う
な
、
い
つ
も
家
に
い
て
つ
つ
ま
し
く
仕
事
に
励
み
夫
を
支
え
る

〈
妻
〉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
れ
等
の
幻
影
は
、
す
べ
て
彼
の
妻
の
都
会
に
対
す
る
思
ひ
つ
め
た

ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
が
、
恐
ら
く
彼
の
女
の
無
意
識
の
う
ち
に
、
或
る
妖
術

的
な
作
用
を
も
つ
て
、
眠
れ
な
い
彼
の
眼
や
耳
に
形
と
な
り
声
と
な
つ

て
現
は
れ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
（
十
六
章
）

「
彼
」
は
電
車
や
活
動
写
真
の
囃
子
の
幻
聴
や
東
京
の
幻
影
が
、
妻
の
東

京
へ
の
「
ノ
ス
タ
ル
ヂ
ア
」
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
も
の
だ
と
考
え
る
。
十
三

章
で
は
竈
の
炎
に
、
人
混
み
の
中
の
妻
の
幻
影
を
見
、「
あ
あ
活
動
へ
行
つ

て
居
る
な
！
」
と
直
感
し
て
も
い
る
。「
彼
」
は
妻
が
東
京
に
帰
り
た
い
の

だ
と
決
め
つ
け
、
自
分
の
幻
聴
幻
影
の
原
因
も
そ
の
物
思
い
に
あ
る
と
ま
で

思
い
こ
む
。「
彼
」
は
、
妻
の
東
京
へ
の
執
着
や
女
優
業
へ
の
未
練
を
、
始

終
嫌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

東
京
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
妻
が
「
彼
」
と
の
田
舎
生
活
に
不
満
で
、

「
彼
」
に
尽
く
す
気
持
ち
が
薄
い
か
ら
だ
と
「
彼
」
に
は
感
じ
ら
れ
る
。
そ

れ
は
「
芸
術
の
世
界
」
に
住
み
た
い
「
彼
」
に
と
っ
て
、
妻
は
人
工
の
美
を

理
解
で
き
ず
、
神
秘
の
あ
る
世
界
に
生
き
る
夫
と
の
淋
し
い
生
活
を
否
定
し

て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
彼
」
は
、
あ
る
と
き
は
安
い
皿
も
大
切
に
し

ろ
と
生
活
を
重
ん
じ
る
こ
と
を
要
求
し
、
あ
る
と
き
は
薔
薇
を
全
て
摘
ん
で

き
た
こ
と
に
怒
り
、
神
秘
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
る
。「
彼
」
は

生
活
に
神
秘
を
求
め
て
妻
を
傷
つ
け
苦
悩
す
る
が
、
一
方
で
、
そ
の
苦
悩
か

ら
救
い
、「
芸
術
の
世
界
」
実
現
を
助
け
て
く
れ
る
存
在
と
し
て
も
妻
を
見

て
い
た
。「
彼
」
が
求
め
る
〈
妻
〉
像
は
傷
つ
け
ら
れ
よ
う
と
も
夫
の
苦
し

み
を
理
解
し
、
耐
え
、
夫
と
の
生
活
に
尽
く
す
〈
妻
〉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

第
六
章

ま
と
め

「
芸
術
的
因
襲
」
に
通
じ
、
風
物
に
過
去
の
芸
術
の
美
を
見
出
す
感
性
を

持
っ
た
「
彼
」
は
、
自
然
の
中
に
人
工
が
あ
る
世
界
を
〈
美
〉
と
し
、
生
活

の
中
に
神
秘
が
共
存
す
る
「
芸
術
の
世
界
」
を
理
想
と
し
て
求
め
た
。
そ
し

て
そ
の
欲
望
を
追
求
し
、
避
け
が
た
く
愛
す
べ
き
者
を
疎
か
に
す
る
『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』
の
よ
う
な
悲
劇
的
性
質
を
有
し
て
い
た
。「
彼
」
は
ま
た
普
通
の

生
活
者
と
し
て
生
活
に
生
き
る
価
値
を
認
め
て
も
い
て
、
自
分
が
生
活
の
た

め
に
何
も
で
き
な
い
こ
と
を
自
省
し
、
妻
に
穏
和
に
接
し
た
い
と
も
望
ん
で
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い
た
。「
彼
」
は
自
分
の
性
分
の
た
め
に
、
い
つ
も
傷
つ
い
て
い
る
妻
を
不

憫
に
思
っ
て
い
た
。

一
方
で
「
彼
」
は
グ
レ
ー
ト
ヘ
ン
、
ユ
ー
ラ
リ
ー
、
糸
と
り
娘
の
よ
う

な
、
つ
つ
ま
し
く
夫
が
招
い
た
不
幸
に
耐
え
、
夫
の
幸
福
を
願
う
〈
妻
〉
を

望
ん
で
い
た
。「
芸
術
の
世
界
」
の
実
現
は
、
唯
一
「
彼
」
が
生
活
し
て
い

く
こ
と
の
で
き
る
道
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
途
上
で
傷
つ
く
と
し
て
も
妻
は
夫

の
幸
福
の
た
め
に
耐
え
、
そ
の
実
現
を
願
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

も
思
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
実
の
妻
は
生
活
の
た
め
に
仕
事
に
励
む
こ
と
を
夫
に
求
め
、

夫
の
救
い
や
幸
福
を
願
う
ど
こ
ろ
か
、
以
前
自
分
が
い
き
い
き
と
生
活
し
た

東
京
を
思
い
、
女
優
業
に
多
大
な
未
練
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。
田

舎
の
人
々
と
同
じ
く
妻
も
〈
生
活
〉
一
辺
倒
に
生
き
る
「
一
般
の
世
間
の
人

た
ち
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
人
々
は
「
彼
」
に
生
活
に
生
き
る
こ
と
を

強
要
し
、「
芸
術
の
世
界
」
を
許
容
し
な
い
。「
彼
」
は
妻
が
自
分
の
理
想
を

理
解
せ
ず
、
否
定
す
る
側
の
人
間
で
あ
っ
た
こ
と
に
直
面
し
、
深
い
憂
鬱
に

陥
っ
て
い
く
。「
彼
」
は
妻
に
対
し
て
不
憫
さ
を
感
じ
つ
つ
、
一
方
で
こ
の

妻
は
自
分
を
救
っ
て
く
れ
る
妻
で
は
な
い
と
失
望
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

五
章
で
「
彼
」
は
、
庭
先
の
痩
せ
た
薔
薇
の
木
に
「
日
光
の
恩
恵
を
浴
び

せ
て
や
り
た
い
」
と
日
光
を
遮
る
枝
を
伐
り
、
続
け
て
伸
び
放
題
の
草
木
を

剪
伐
し
て
い
く
。
こ
こ
で
「
彼
」
は
〈
自
然
〉
の
浸
食
し
き
っ
た
庭
に
自
ら

の
手
で
〈
人
工
〉
を
加
え
、「
芸
術
の
世
界
」
を
作
ろ
う
し
て
い
る
。
庭
仕

事
と
い
う
行
為
は
「
芸
術
の
世
界
」
を
作
る
こ
と
の
象
徴
だ
。
こ
の
日

「
彼
」
は
珍
し
く
大
食
し
、
熟
睡
を
貪
り
得
る
が
、
こ
の
生
活
の
自
然
な
喜

び
は
、
日
中
の
庭
仕
事
に
よ
る
「
芸
術
の
世
界
」
の
仮
の
実
現
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
場
面
は
「
深
い
眠
」
を
求
め
て
田
舎
を
訪
れ
た

「
彼
」
が
熟
睡
と
い
う
安
息
を
得
、
妻
を
大
切
に
す
る
余
裕
を
持
っ
て
暮
ら

す
に
は
、
や
は
り
「
芸
術
の
世
界
」
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
象
徴
的
に
示

し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

「
芸
術
の
世
界
」
を
優
先
し
、
妻
を
疎
か
に
す
る
「
彼
」
だ
が
、
妻
を
大

事
に
し
て
生
活
を
慈
し
む
た
め
に
は
、「
彼
」
に
救
い
と
安
息
を
も
た
ら
す

「
芸
術
の
世
界
」
に
住
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
妻
と
の
穏
や
か
な
生
活
は
そ

の
先
に
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
時
ま
で
、
妻
に
つ
つ
ま
し
く
耐
え

て
ほ
し
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
、「
彼
」
に
と
っ
て
「
芸
術
の
世
界
」
は
「
美
」

で
あ
り
、
そ
の
実
現
は
そ
の
「
美
」
を
作
品
に
昇
華
し
、
作
家
と
し
て
妻
と

の
生
活
を
支
え
て
い
く
こ
と
に
も
繋
が
る
。「
彼
」
は
ま
ず
「
芸
術
の
世
界
」

を
実
現
し
、
作
家
と
し
て
生
活
力
を
手
に
入
れ
、
妻
を
大
切
に
し
な
が
ら
生

活
を
も
支
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。「
彼
」
は
「
芸

術
の
世
界
」
実
現
の
先
の
地
平
に
、
作
家
と
し
て
真
に
穏
や
か
な
妻
と
の
生

活
を
望
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
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