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「
夫
」
の
自
己
回
復
と
「
妻
」
と
の
訣
別 

―
野
坂
昭
如
「
受
胎
旅
行
」
に
お
け
る
本
文
異
同
を
め
ぐ
っ
て―
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一 

は
じ
め
に 

  

本
作
は
、
昭
和
四
十
二
（
一
九
六
七
）
年
六
月
に
『
オ
ー
ル
讀
物
』
に
発
表
さ
れ

た
。
同
年
十
月
、
本
作
は
新
潮
社
刊
行
の
『
受
胎
旅
行
』
に
収
録
さ
れ
た
（
１
）
。 

 

物
語
は
、
「
妻
の
二
十
六
歳
に
な
っ
た
と
た
ん
」
始
ま
っ
た
妊
娠
活
動
に
よ
っ
て
、

「
夫
」
が
幼
馴
染
の
医
者
に
精
液
検
査
し
て
も
ら
う
こ
と
で
始
ま
る
。
精
液
検
査
の

結
果
、「
夫
」
は
「
妊
娠
能
力
十
分
」
と
診
断
さ
れ
る
。
数
軒
の
産
婦
人
科
で
検
査
し

た
「
妻
」
も
ま
た
、「
欠
陥
は
な
い
と
保
証
さ
れ
」
て
い
る
。
し
か
し
、「
二
年
」
の
妊

娠
活
動
を
経
て
も
二
人
の
間
に
子
供
は
で
き
な
か
っ
た
。
ス
ト
レ
ス
に
原
因
が
あ
る

と
思
っ
た
「
妻
」
は
仕
事
を
辞
め
る
。「
妻
」
は
昼
間
、
近
所
の
子
供
の
世
話
を
し
て

時
間
を
潰
し
て
過
ご
す
。「
妻
」
が
「
一
階
下
」
の
子
供
の
親
と
諍
い
を
起
こ
し
、
不

安
定
な
精
神
の
彼
女
に
対
し
て
「
夫
」
は
旅
行
を
企
画
す
る
。
旅
行
先
の
隠
岐
の
島

で
二
人
は
喧
嘩
を
し
て
し
ま
う
。
喧
嘩
の
末
、「
妻
」
が
「
二
十
米
ば
か
り
も
は
な
れ

た
ど
す
ぐ
ろ
い
海
の
中
に
」
落
ち
、
海
に
浮
か
ぶ
彼
女
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
を
「
夫
」
が
見

つ
め
て
立
ち
す
く
む
と
こ
ろ
で
作
品
は
結
ば
れ
る
。 

 

本
作
は
、
第
五
十
七
回
直
木
賞
候
補
作
に
な
っ
た
。
本
作
の
評
価
は
源
氏
鶏
太
氏

の
「
席
上
、
最
も
話
題
に
な
っ
た
の
は
、「
受
胎
旅
行
」
で
あ
っ
た
。
新
し
い
才
能
を

認
め
る
人
と
、
文
学
に
無
縁
の
才
能
と
主
張
す
る
人
の
二
派
に
わ
か
れ
た
。」
と
い
う

言
葉
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
。 

 

直
木
賞
選
考
に
お
い
て
、
主
に
否
定
的
な
意
見
を
述
べ
た
の
は
石
坂
洋
次
郎
氏
と

川
口
松
太
郎
氏
で
あ
っ
た
。
石
坂
氏
は
本
作
の
主
題
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
評

価
の
一
方
で
「
こ
の
人
な
ど
い
ま
さ
ら
直
木
賞
で
も
あ
る
ま
い
と
思
」
い
、
加
点
し

な
か
っ
た
。
川
口
氏
は
文
体
の
新
鮮
さ
を
評
価
し
て
い
る
が
、「
こ
の
作
家
は
作
家
と

し
て
大
成
す
る
意
気
を
も
っ
て
取
り
組
ん
で
い
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
よ
う
な
悪
名

声
が
あ
る
。
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
の
真
似
で
あ
っ
た
り
、
人
生
を
茶
化
し
て
い
る
態
度

に
真
実
が
感
じ
ら
れ
な
い
。」
と
し
て
直
木
賞
受
賞
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
両
氏
に
共

通
し
て
い
る
の
は
選
考
に
際
し
、
作
者
の
人
物
像
を
俎
上
に
乗
せ
、
作
品
そ
の
も
の

の
評
価
を
避
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

一
方
で
肯
定
的
な
意
見
を
述
べ
た
の
は
水
上
勉
氏
と
松
本
清
張
氏
だ
っ
た
。
水
上

氏
は
「
古
い
文
体
だ
が
、
奇
妙
な
味
が
あ
る
。
文
体
が
現
代
の
風
俗
、
人
間
を
描
く
に

適
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
氏
の
才
能
を
認
め
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。」
と
評

価
し
て
い
る
。
松
本
氏
は
「
こ
の
作
家
は
自
分
の
文
体
を
持
ち
、
そ
れ
を
武
器
に
、
と

に
か
く
現
代
の
一
面
を
描
い
て
い
る
。（
中
略
）
新
し
い
現
代
形
式
の
ユ
ー
モ
ア
小
説

の
つ
く
れ
る
人
」
と
し
て
評
価
す
る
一
方
で
「
テ
レ
ビ
な
ど
の
雑
業
を
整
理
し
、
新

フ
ォ
ー
ム
の
小
説
開
拓
に
専
念
」
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
（
２
）
。 

 

本
作
の
魅
力
が
文
体
の
特
異
性
に
あ
る
と
選
考
委
員
は
捉
え
て
い
る
。
し
か
し
、

文
体
は
あ
く
ま
で
も
作
品
を
装
飾
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
木
賞
選
考

委
員
は
作
品
の
表
層
を
評
価
し
て
い
る
に
止
ま
っ
て
お
り
、
本
作
に
内
在
し
て
い
る

主
題
ま
で
迫
っ
て
い
な
い
。 

 

『
野
坂
昭
如
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
１
』
の
解
題
で
大
月
隆
寛
氏
は
「
妊
娠
す
る
こ
と
、
子

供
を
産
む
こ
と
と
「
科
学
」
信
仰
が
重
な
っ
て
、
ま
る
で
タ
ネ
馬
の
よ
う
に
亭
主
を
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扱
い
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
て
ん
と
し
て
疑
問
を
抱
か
な
い
妻
。
結
婚
生
活
の
安
寧

が
こ
こ
ま
で
あ
か
ら
さ
ま
に
グ
ロ
テ
ス
ク
で
、
男
性
に
と
っ
て
疎
外
的
な
も
の
と
し

て
描
か
れ
」
て
い
る
と
述
べ
る
（
３
）
。
妊
娠
に
固
執
す
る
「
妻
」
が
「
夫
」
を
「
亭
主
」

と
し
て
で
は
な
く
、「
タ
ネ
馬
」
と
し
て
扱
う
こ
と
で
「
結
婚
生
活
の
安
寧
」
が
倒
壊

し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
大
月
氏
は
、
本
作
の
魅
力
を
見
出
し
て
い
る
。
大
月
氏

の
読
み
は
「
「
子
供
ほ
し
さ
の
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
妻
の
、
執
拗
な
妊
娠
作
戦
に
翻
弄
さ
れ
、

〝
種
つ
け
馬
〟
の
心
境
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
男
の
滑
稽
さ
を
描
く
『
受
胎
旅
行
』
他
、

人
間
の
愚
か
さ
、
哀
し
さ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
く
快
作
九
編
」
と
単
行
本
の
時
の
帯

に
書
か
れ
て
い
た
が
、
大
体
そ
の
通
り
で
、
何
と
な
く
人
生
の
淋
し
さ
が
可
笑
気
に

喋
り
立
て
ら
れ
て
い
る
」（
４
）

と
い
う
富
士
正
晴
氏
に
よ
る
本
作
の
解
説
と
同
様
の
も

の
で
あ
る
。
両
氏
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
妻
」
に
強
要
さ
れ
る
妊
娠
活
動
に
よ
っ

て
齎
さ
れ
る
「
夫
」
の
煩
悶
に
本
作
の
魅
力
と
主
題
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
。
し
か
し
、「
男
性
に
と
っ
て
疎
外
的
」
な
「
結
婚
生
活
」
を
め
ぐ
っ
て
齎
さ

れ
る
「
〝
種
つ
け
馬
〟
の
心
境
に
う
ち
ひ
し
が
れ
る
男
の
滑
稽
さ
」
と
い
う
読
み
は
、

作
品
末
の
「
夫
」
と
「
妻
」
の
訣
別
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
と
い
う
こ
と
を

射
程
に
入
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。 

 

本
稿
で
は
、
視
点
人
物
の
「
夫
」
を
分
析
し
つ
つ
、
本
作
に
お
け
る
初
出
と
定
本
の

本
文
異
同
を
通
し
て
「
隠
岐
神
社
の
桜
」
が
彼
に
齎
し
た
感
情
の
変
化
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
の
上
で
、「
夫
」
と
「
妻
」
の
訣
別
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

  

二 

「
夫
」
の
人
間
性 

 

（
一
）
「
夫
」
の
性
格 

  

本
作
に
お
い
て
〈
語
り
手
〉
は
「
夫
」
に
寄
り
添
っ
て
彼
の
心
情
と
「
妻
」
と
の
出

来
事
を
語
っ
て
い
く
。 

 

「
夫
」
は
「
中
ど
こ
の
出
版
社
に
勤
め
」
る
人
物
で
あ
り
、「
結
婚
当
初
こ
そ
給
料

が
安
」
か
っ
た
も
の
の
「
共
稼
ぎ
」
を
し
な
く
て
も
「
今
で
は
な
ん
と
か
な
る
」
給
料

を
稼
い
で
い
る
。「
学
生
時
代
、
飲
み
屋
の
女
を
は
ら
ま
し
た
」
過
去
を
持
っ
て
い
る

「
夫
」
は
、
現
在
も
「
精
液
採
取
検
査
の
結
果
、
妊
娠
能
力
十
分
に
」
有
し
て
い
る
と

医
者
に
診
断
さ
れ
て
い
る
。 

 

「
妻
」
が
自
分
を
「
子
供
も
な
い
の
に
」「
パ
パ
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
「
夫
」
は
「
子

宝
に
憧
れ
る
女
の
気
持
か
と
、
あ
わ
れ
に
も
思
」
う
。
そ
し
て
、「
妻
」
の
排
卵
期
に

合
わ
せ
て
「
よ
う
や
く
の
思
い
で
酒
場
や
座
談
会
を
」
離
席
し
、
彼
女
が
「
ノ
イ
ロ
ー

ゼ
に
で
も
な
り
は
し
な
い
か
」
と
心
配
し
、
自
分
に
妊
娠
の
能
力
が
あ
る
と
い
う
鑑

定
書
を
「
は
し
ゃ
い
で
」
見
せ
る
な
ど
、「
夫
」
は
彼
女
に
対
し
て
気
を
遣
う
。 

 

ま
た
、
医
者
に
勧
め
ら
れ
た
旅
行
を
「
夫
」
は
「
目
的
さ
だ
め
ず
鈍
行
に
乗
っ
て
、

気
に
入
っ
た
山
の
形
あ
れ
ば
降
り
た
ち
、
さ
わ
や
か
な
川
の
流
れ
に
ぶ
つ
か
れ
ば
宿

を
求
め
」
る
奔
放
な
旅
を
「
天
来
の
妙
案
」
に
思
い
、
悦
に
入
る
。
ま
た
、
旅
先
で
隠

岐
神
社
の
桜
を
見
て
「
夫
」
は
座
り
込
み
、
西
行
の
歌
を
思
っ
て
感
慨
に
ふ
け
り
、
そ

れ
を
愉
し
む
。 

 

出
版
社
に
勤
め
、「
妻
」
に
同
情
し
、
自
然
に
思
い
を
馳
せ
て
愉
し
む
「
夫
」
は
気

遣
い
症
で
あ
り
、
感
性
豊
か
な
文
学
性
を
有
し
た
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

  

（
二
）
「
夫
」
の
パ
ラ
ダ
イ
ム 

 
〈
語
り
手
〉
が
視
点
人
物
と
し
て
い
る
「
夫
」
は
、
戦
争
を
経
験
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
幼
馴
染
の
医
者
が
「
戦
争
中
に
よ
う
十
人
以
上
子
供
産
ん
だ
お
ば
は
ん
」
が
「
表

彰
さ
れ
」
た
と
い
う
思
い
出
を
「
夫
」
と
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
窺
わ
れ
る
。
問
題

な
の
は
、「
夫
」
が
「
妻
」
の
注
力
し
て
い
る
妊
娠
活
動
を
捉
え
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
あ

る
。 
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医
者
も
た
だ
な
ら
ぬ
事
態
に
同
情
し
た
か
あ
き
れ
た
か
、
な
ぐ
さ
め
る
よ
う
に

い
い
、「
絶
対
性
不
妊
い
う
の
は
そ
う
ざ
ら
に
あ
る
こ
と
ち
ゃ
う
わ
」「
そ
や
け
ど
、

ぼ
く
等
の
子
供
の
頃
考
え
た
ら
、
よ
う
け
子
供
の
な
い
家
あ
っ
た
で
」 

 

子
供
心
に
も
母
親
と
は
別
の
種
類
の
女
に
み
え
た
も
ん
や
。(

中
略)

冷
え
性
は
子 

 
 

供
が
で
き
ん
と
い
う
け
ど
、
た
し
か
に
冬
な
ん
か
、
子
供
の
な
い
お
ば
は
ん
は
、

お
っ
さ
ん
の
パ
ッ
チ
は
い
て
、
そ
れ
が
も
ん
ぺ
の
下
か
ら
ち
ょ
ろ
っ
と
は
み
出
し

と
っ
て
、
う
ま
ず
女
の
後
ろ
姿
は
、
い
っ
そ
あ
わ
れ
な
感
じ
や
っ
た
。 

 

 

「
子
供
が
な
い
か
ら
、
防
火
訓
練
の
時
な
ん
か
な
、
先
頭
に
立
っ
て
バ
ケ
ツ
の

水
バ
シ
ー
ッ
と
標
的
に
た
た
き
つ
け
た
り
し
て
隣
組
の
中
心
人
物
で
な
」 

 

「
そ
や
な
、
戦
前
の
方
が
不
妊
症
は
多
か
っ
た
ん
か
も
知
れ
ん
、
正
月
な
ん
か
、

あ
ん
ま
り
よ
う
知
ら
ん
の
に
キ
ャ
ラ
メ
ル
く
れ
た
り
し
て
な
」 

 

あ
ん
な
お
ば
は
ん
に
、
も
し
妻
が
先
ゆ
き
な
る
と
し
た
ら
ば
、
夫
と
し
て
も
憐

れ
で
あ
っ
た
。 

（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。
以
下
同
じ
） 

  

こ
れ
は
、「
夫
」
と
医
者
と
の
会
話
で
あ
る
。
傍
線
か
ら
二
人
の
「
ぼ
く
等
の
子
供

の
頃
」
と
い
う
の
は
、「
戦
前
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、「
夫
」
が
「
妻
」

を
「
憐
れ
」
と
感
じ
る
の
は
、「
あ
ん
な
お
ば
は
ん
」
に
な
る
と
い
う
仮
定
に
因
る
も

の
で
あ
る
。「
あ
ん
な
お
ば
は
ん
」
と
は
、「
う
ま
ず
女
」
の
こ
と
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
仕
事
を
辞
め
て
近
所
の
子
供
の
相
手
を
す
る
「
妻
」
の
「
予
行
演
習
」
を
通

し
て
「
夫
」
は
、 

 

 

夫
も
小
学
校
へ
入
る
前
、
近
所
に
お
琴
の
お
ば
さ
ん
と
い
う
の
が
い
て
、
あ
そ

び
に
行
く
と
、
パ
ラ
リ
ン
シ
ャ
ン
と
琴
を
ひ
い
て
く
れ
、
林
檎
や
、
当
時
と
し
て

は
珍
し
い
ピ
ー
チ
の
罐
詰
を
食
べ
さ
し
て
く
れ
た
。
そ
し
て
あ
る
時
、
地
震
が
あ

っ
て
、
あ
わ
て
て
家
へ
逃
げ
よ
う
と
し
、
お
ば
さ
ん
が
、
「
逃
げ
ん
で
も
よ
ろ
し
、

こ
こ
に
お
っ
た
方
が
大
丈
夫
な
ん
よ
、
こ
わ
い
こ
と
な
い
」
と
と
め
る
の
を
ふ
り

き
っ
て
と
び
出
し
た
が
、
あ
の
お
ば
さ
ん
も
う
ま
ず
女
や
っ
た
。
あ
の
お
ば
さ
ん

と
同
じ
こ
と
を
、
妻
も
や
っ
と
る
ん
や
と
腑
に
お
ち
る
が
、
暇
を
も
て
あ
ま
し
、

子
供
に
ほ
ん
弄
さ
れ
、
そ
の
す
べ
て
の
う
っ
ぷ
ん
が
、
夫
に
む
け
ら
れ
る
の
で
は

か
な
わ
な
い
。 

 

と
い
う
「
小
学
校
へ
入
る
前
」、
す
な
わ
ち
「
戦
前
」
に
遊
ん
で
も
ら
っ
た
「
う
ま
ず

女
」
の
お
ば
さ
ん
の
こ
と
を
思
い
出
す
。「
妻
」
の
「
予
行
演
習
」
は
「
夫
」
に
と
っ

て
「
う
ま
ず
女
」
の
お
ば
さ
ん
と
「
同
じ
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。 

 

本
作
で
描
か
れ
て
い
る
時
代
は
、
戦
後
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、 

 

 

一
九
四
一(

昭
和
十
六)

年
一
月
、「
人
口
政
策
確
立
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
た
。

総
力
戦
体
制
で
の
人
的
資
源
の
確
保
を
目
的
と
し
て
い
た
が
、
大
東
亜
共
栄
圏
建

設
の
た
め
将
来
人
口
を
一
億
人
と
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
た
。
人
口
増
加
対
策

は
出
生
増
加
、
乳
幼
児
死
亡
減
少
、
結
核
撲
滅
な
ど
で
あ
っ
た
が
、
中
心
課
題
は

出
生
増
加
で
あ
り
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
「
生
め
よ
殖ふ

や

せ
よ
」
だ
っ
た
。「
出
産
力

調
査
」
に
よ
り
、
女
子
の
結
婚
年
齢
を
三
年
早
め
る
こ
と
、
一
夫
婦
平
均
五
子
を

も
う
け
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。「
悪
い
遺
伝
の
な
い
人
を
え
ら
べ
、
な
る
べ
く

早
く
結
婚
せ
よ
、
生
め
よ
育
て
よ
国
の
た
め
」
と
い
う
結
婚
十
訓
が
作
ら
れ
、
結

婚
報
国
の
名
で
早
婚
が
奨
励
さ
れ
た
。
大
日
本
婦
人
会
で
は
、
支
部
に
結
婚
斡
旋

あ
っ
せ
ん

委
員
を
お
い
た
り
、
傷
痍

し
ょ
う
い

軍
人
と
の
結
婚
が
美
談
と
さ
れ
た
り
も
し
た
。 

 

一
九
四
〇(
昭
和
十
五)

年
か
ら
厚
生
省
は
優
良
多
子
家
庭
表
彰
を
行
っ
た
が
、
表 

 
 

彰
の
条
件
は
、
六
歳
以
上
の
子
女
を
一
〇
人
以
上
育
成
し
た
こ
と
、
子
女
中
死
亡
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者
が
い
な
い
こ
と
、
性
行
善
良
に
し
て
家
庭
が
堅
実
な
る
こ
と
等
で
あ
っ
た
。（
５
） 

  

こ
の
よ
う
な
戦
前
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
「
夫
」
は
、「
妻
」
と
彼
女
の
妊
娠
活
動
、「
予

行
演
習
」
を
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

  

（
三
）
「
夫
」
の
捉
え
た
「
妻
」 

  

前
述
し
た
よ
う
に
、
作
品
冒
頭
「
妻
」
が
自
分
を
「
子
供
も
な
い
の
に
」
「
パ
パ
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
「
子
宝
に
憧
れ
」
て
い
る
と
「
夫
」
は
捉
え
る
。
そ
し
て
、
そ

ん
な
「
妻
」
を
「
夫
」
は
「
あ
わ
れ
に
も
思
」
う
の
で
あ
る
。
二
人
が
妊
娠
活
動
を
開

始
し
た
の
は
、「
妻
の
二
十
六
歳
に
な
っ
た
と
た
ん
」
の
こ
と
で
あ
る
。
作
品
冒
頭
で

「
夫
」
は
精
液
検
査
を
受
け
て
い
る
。「
妻
」
が
「
夫
」
に
精
液
検
査
を
促
し
て
い
る

遣
り
取
り
で
彼
女
は
「
あ
た
し
も
う
二
十
八
よ
、
三
十
過
ぎ
て
の
子
供
、
つ
ま
り
高

年
初
産
は
、
母
体
に
も
子
供
に
も
わ
る
い
影
響
を
及
ぼ
す
の
ん
よ
」
と
述
べ
て
い
る
。 

 

「
夫
」
が
「
妻
」
に
対
し
て
「
あ
わ
れ
」
な
感
情
を
持
つ
の
は
、「
子
供
の
な
い
お

ば
は
ん
」
と
、
彼
が
「
小
学
校
へ
入
る
前
」
に
遊
ん
で
く
れ
た
「
近
所
」
の
「
お
琴
の

お
ば
さ
ん
」
と
い
う
二
人
の
「
う
ま
ず
女
」
を
彼
女
に
投
影
し
た
か
ら
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、「
夫
」
は
「
妻
」
を
自
分
の
経
験
に
基
づ
い
た
眼
差
し
の
み
で
彼
女
を
捉
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
夫
」
の
経
験
則
に
よ
る
事
物
の
認
識
は
、
彼
が
子
供

を
所
望
す
る
こ
と
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
は
、
次
の
箇
所
か
ら
窺
わ
れ
る
。 

 

 

妻
は
ま
だ
も
ど
っ
て
な
く
て
、
灯
り
を
つ
け
れ
ば
、
綺
麗
好
き
な
女
だ
か
ら
、

茶
箪
笥
か
ら
水
屋
卓
袱
台
埃
一
つ
と
ど
め
ず
、
ス
テ
ン
レ
ス
の
流
し
に
は
洗
い
桶

が
伏
せ
て
あ
り
、
そ
の
左
側
に
九
時
に
セ
ッ
ト
し
た
目
覚
し
、
ふ
っ
と
こ
の
景
色

は
ど
こ
か
で
眺
め
た
こ
と
が
あ
る
、
い
や
自
分
の
部
屋
な
ん
だ
か
ら
そ
れ
は
当
た

り
前
に
し
て
も
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
得
体
の
知
れ
な
い
荒
涼
と
し
た
印
象
と
考

え
る
う
ち
、
思
い
当
っ
て
、
そ
れ
は
、
夫
が
週
刊
誌
担
当
し
て
い
た
頃
、
警
察
で
み

せ
ら
れ
た
ホ
ス
テ
ス
殺
し
の
、
現
場
写
真
。 

 

死
体
を
中
心
に
し
た
も
の
や
、
犯
人
が
指
紋
を
残
し
た
と
思
わ
れ
る
茶
箪
笥
の

写
真
。
そ
の
水
商
売
に
は
珍
し
く
、
き
ち
ん
と
整
頓
さ
れ
た
室
内
が
、
か
え
っ
て

あ
わ
れ
で
、
そ
う
、
た
し
か
に
台
所
に
目
覚
し
が
置
い
て
あ
っ
た
、
と
な
る
と
、
鉄

筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
密
室
、
物
音
一
つ
き
こ
え
ぬ
わ
が
部
屋
が
無
気
味
に
み
え
、

「
こ
ら
、
こ
っ
ち
も
、
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
り
そ
う
や
」
子
供
が
あ
れ
ば
、
妻
も
家
に
い

る
、
そ
う
す
り
ゃ
、
暗
い
室
内
手
さ
ぐ
り
で
ス
イ
ッ
チ
押
し
、
酔
い
覚
め
の
牛
乳

を
冷
蔵
庫
か
ら
と
り
出
し
、
ラ
ッ
パ
飲
み
す
る
こ
と
も
な
い
。 

  

「
ホ
ス
テ
ス
殺
し
」
の
「
現
場
写
真
」
と
「
妻
」
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
「
わ
が
部

屋
」
の
様
子
を
関
連
さ
せ
て
捉
え
た
上
で
、「
夫
」
は
自
分
の
精
神
が
不
安
定
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
。
そ
し
て
、「
子
供
が
あ
れ
ば
、
妻
」
が
在
宅
せ
ざ
る
を
得

な
い
の
で
、
自
分
の
精
神
の
安
定
が
保
た
れ
る
と
「
夫
」
は
考
え
る
の
だ
。「
夫
」
は

自
分
の
精
神
安
定
の
為
に
、「
妻
」
の
在
宅
を
必
要
と
す
る
。 

 

そ
し
て
、「
妻
」
が
仕
事
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
回
避
の
為
に
「
勤
め
を
辞
め
て
、
３
Ⅾ

Ｋ
の
ア
パ
ー
ト
」
に
在
宅
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、「
夫
」
は
「
矢
も
楯
も
た
ま
ら

ず
子
供
を
欲
し
が
る
気
持
あ
と
か
た
も
な
く
失
せ
」
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
、
「
夫
」

は
「
妻
」
の
為
で
は
な
く
、
自
分
の
勝
手
な
想
像
に
怯
え
、
精
神
安
定
の
為
に
子
供
を

欲
す
る
の
で
あ
る
。 

 

「
夫
」
は
感
性
豊
か
で
気
遣
い
症
で
あ
る
一
方
で
、
自
分
の
捉
え
た
事
物
を
絶
対

の
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
、
自
分
の
保
全
を
第
一
と
す
る
人
間
な
の
で
あ

る
。 
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三 

呼
応
す
る
二
つ
の
本
文
異
同 

  

本
作
は
初
出
と
初
刊
で
大
き
な
本
文
異
同
が
二
箇
所
、
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち

一
つ
目
の
改
変
は
、「
妻
」
と
「
夫
」
が
受
胎
旅
行
先
に
お
け
る
隠
岐
神
社
の
桜
の
根

元
で
の
会
話
に
見
ら
れ
る
。
初
出
で
は
、 

 

 

「
こ
わ
い
み
た
い
な
桜
や
な
」
「
こ
わ
い
？
き
れ
い
や
な
い
の
」
「
敷
島
の
大
和

心
を
人
問
わ
ば
い
う
歌
わ
か
る
気
ィ
す
る
わ
」「
も
う
か
え
り
ま
し
ょ
、
あ
た
し
お

な
か
減
っ
た
」（
６
） 

  

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
刊
で
は 

 

 

「
こ
わ
い
み
た
い
な
桜
や
な
あ
」
「
こ
わ
い
？
き
れ
い
や
な
い
の
」
「
ね
が
わ
く

ば
花
の
も
と
に
て
わ
れ
死
な
ん
い
う
歌
あ
る
や
ろ
」
「
西
行
法
師
？
」
「
あ
れ
、
い

や
ら
し
い
歌
お
も
と
っ
た
け
ど
、
こ
の
桜
の
下
や
っ
た
ら
、
そ
ら
死
ね
る
な
あ
」

妻
は
こ
た
え
ず
、「
も
う
か
え
り
ま
し
ょ
、
あ
た
し
お
な
か
減
っ
た
」 

 

と
改
変
さ
れ
て
い
る
。
初
出
の
歌
は
、
本
居
宣
長
に
よ
る
「
し
き
島
の
や
ま
と
ご
ゝ

ろ
を
人
と
は
ゞ
朝
日
に
ゝ
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
花
」
の
短
歌
に
お
け
る
上
の
句
で
あ
る
。

こ
の
歌
は
本
居
宣
長
が
「
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
八
月
、
六
十
一
歳
の
と
き
自
画
像

一
幅
を
描
」
い
た
と
き
に
「
書
き
添
え
た
」
も
の
で
あ
る
（
７
）
。 

 

こ
の
歌
に
つ
い
て
城
福
勇
氏
は
、「
宣
長
は
『
古
事
記
伝
』
の
述
作
を
通
し
て
、
朝

日
に
に
お
う
山
桜
花
の
ご
と
く
美
し
い
「
や
ま
と
ご
ゝ
ろ
」
の
解
明
に
従
事
し
て
お

り
、
今
や
そ
の
第
一
人
者
と
し
て
、
み
ず
か
ら
も
こ
の
心
の
保
有
者
で
あ
る
と
い
う

自
信
と
自
覚
」（
８
）

の
顕
れ
と
し
て
解
説
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「「
敷
島
の
大
和
心
を

人
問
は
ば
朝
日
に
匂
ふ
山
桜
花
」
は
宣
長
の
自
讃
歌
と
し
て
知
ら
れ
、
国
学
を
象
徴

す
る
歌
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
た
」（
９
）

と
田
中
康
二
氏
は
解
説
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
歌
は
本
居
宣
長
の
自
画
自
賛
を
表
し
て
い
る
と
一
般
的
に
捉
え
ら
れ
て
い

る
。
更
に
、
こ
の
歌
の
「
大
和
心
」
を
「「
武
士
道
」
と
」「
大
和
魂
」「
と
を
同
一
範

疇
の
も
の
と
し
て
扱
」
い
、「
敷
島
歌
」
は
「
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
十
一
月
二

十
日
に
『
愛
国
百
人
一
首
』
が
発
表
さ
れ
た
」
そ
の
中
の
一
つ
に
取
り
上
げ
ら
れ
た

（
10
）
。
す
な
わ
ち
、「
敷
島
歌
」
は
太
平
洋
戦
争
中
に
国
威
発
揚
の
材
料
と
し
て
扱
わ

れ
た
過
去
を
持
つ
。 

 

一
方
で
、
初
刊
の
歌
は
下
五
で
「
春
死
な
ん
」
と
「
わ
れ
死
な
ん
」
と
い
う
相
違
が

認
め
ら
れ
る
が
、「
願
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
ん
そ
の
如
月
の
望
月
の
こ
ろ
」
と

い
う
西
行
の
歌
の
上
の
句
と
考
え
ら
れ
る
。
橋
本
美
香
氏
は
、
こ
の
西
行
の
歌
を 

 

 

こ
の
歌
は
『
山
家
集
』
の
「
花
の
歌
を
あ
ま
た
詠
み
け
る
に
」
と
題
さ
れ
る
一
群

の
中
に
あ
り
、
こ
れ
に
続
き
、「
仏
に
は
桜
の
花
を
奉
れ
わ
が
後
の
世
を
人
と
ぶ
ら

は
ば
」
と
あ
る
。
西
行
に
と
っ
て
桜
は
、
彼
の
生
涯
だ
け
で
な
く
、
死
後
も
ま
た
自

分
自
身
に
繋
が
る
縁
を
持
つ
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
（
中
略
） 

 

西
行
に
と
っ
て
桜
は
、
単
な
る
鑑
賞
の
対
象
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
死
を
思

い
描
く
時
に
も
来
世
を
思
い
描
く
時
に
も
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
桜
は
西
行
の
歌
を

経
て
、
や
が
て
日
本
人
の
心
と
強
く
結
び
付
く
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
と
も
言
え

よ
う
。（
11
） 

 

と
解
説
し
て
い
る
。
ま
た
、
上
田
三
四
二
氏
も
こ
の
歌
を
「
月
と
花
を
一
所
に
集
め

て
」「
花
月
へ
の
憧
憬
の
き
わ
ま
る
と
こ
ろ
と
し
て
描
」
か
れ
て
お
り
、「
死
の
悲
哀
」

を
「
美
的
歓
喜
と
し
て
掬
い
取
」
っ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る(

12)

。
す
な
わ
ち
、
こ
の

歌
は
西
行
が
死
に
臨
む
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
理
想
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、「
夫
」
が
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言
う
よ
う
な
「
い
や
ら
し
い
歌
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
西
行
に
よ
る

歌
の
中
七
の
「
花
」
を
女
性
と
捉
え
て
読
ん
だ
場
合
、「
夫
」
が
言
う
「
い
や
ら
し
い
」

と
は
卑
猥
な
意
味
を
帯
び
る
。
ま
た
、「
花
」
を
女
性
と
捉
え
な
い
場
合
は
西
行
の
傲

慢
さ
に
対
す
る
批
判
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。 

 

初
出
と
初
刊
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
夫
」
が
桜
の
花
に
感
動
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
本
居
宣
長
の
歌
が
西
行
の
歌
に
改
変
さ
れ
、
そ
れ
に

続
く
「
夫
」
の
言
葉
が
変
容
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
居
宣
長
の
歌
を
西

行
の
歌
に
改
変
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
述
し
た
「
夫
」
の
戦
前
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を

覆
い
隠
す
こ
と
で
あ
る
。
戦
前
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
「
妻
」
を
捉
え
て
い
る
「
夫
」
よ
り

も
、
彼
の
性
質
に
つ
い
て
重
要
な
こ
と
を
提
示
す
る
た
め
に
こ
の
改
変
は
行
わ
れ
た
。

初
出
で
は
本
居
宣
長
の
歌
に
対
し
て
「
わ
か
る
気
ィ
す
る
わ
」
と
述
べ
、「
夫
」
は
理

解
を
示
す
。
一
方
で
、
初
刊
で
「
夫
」
は
「
こ
の
桜
の
下
や
っ
た
ら
、
そ
ら
死
ね
る
な

あ
」
と
西
行
の
感
動
を
我
が
物
と
し
て
内
面
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
夫
」
の
西
行

の
歌
に
対
す
る
共
鳴
は
、「
妻
」
と
彼
女
が
捉
え
て
い
る
受
胎
旅
行
の
意
義
を
彼
の
内

側
か
ら
放
逐
す
る
。 

 

も
う
一
つ
の
大
き
な
本
文
異
同
は
、
作
品
末
で
「
妻
」
が
落
水
す
る
と
き
の
言
葉

で
あ
る
。
初
出
で
は
、 

  
 

急
に
表
が
さ
わ
が
し
く
な
り
、「
と
び
こ
ん
だ
」
と
き
こ
え
た
か
ら(

13) 

 

と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
初
刊
で
は 

  
 

急
に
表
が
さ
わ
が
し
く
な
り
、「
お
ち
た
」
と
き
こ
え
た
か
ら 

 

と
改
変
さ
れ
て
い
る
。
「
と
び
こ
ん
だ
」
か
ら
「
お
ち
た
」
へ
改
変
さ
れ
る
こ
と
は
、

「
妻
」
の
落
水
が
自
主
的
な
も
の
だ
っ
た
か
、
事
故
だ
っ
た
か
、
そ
の
他
の
要
因
だ

っ
た
か
、
を
曖
昧
に
し
て
読
者
に
想
像
を
促
す
。
し
か
し
、
明
確
な
こ
と
は
「
妻
」
の

落
水
が
彼
女
の
最
終
意
思
決
定
だ
っ
た
こ
と
を
否
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
妻
」
が
海
を
目
の
前
に
し
て
投
身
の
意
思
が
な
い
と
す
れ
ば
、
彼
女
が
落
水
す
る

の
は
誰
か
に
突
き
落
と
さ
れ
た
か
、
足
を
滑
ら
せ
て
落
ち
た
事
故
と
い
う
こ
と
に
な

る
。 

 

誰
か
が
突
き
落
と
し
た
と
す
れ
ば
、
「
お
ち
た
」
と
い
う
言
葉
は
発
せ
ら
れ
な
い
。

突
き
落
と
し
た
本
人
が
「
お
ち
た
」
と
「
夫
」
に
聞
こ
え
る
声
量
で
発
声
す
る
の
も
不

自
然
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
妻
」
の
落
水
は
偶
発
的
な
事
故
で
あ
り
、
彼
女
が
予
想

す
る
埒
外
の
出
来
事
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
落
水
は
「
妻
」
が
望
ん
だ
も
の
で

は
な
か
っ
た
。 

 

ま
た
、
こ
の
本
文
異
同
は
本
居
宣
長
の
歌
が
西
行
の
歌
に
改
変
さ
れ
た
こ
と
に
も

関
連
す
る
。
そ
れ
は
、〈
覚
悟
の
死
〉
と
〈
偶
然
の
死
〉
と
い
う
対
比
で
あ
る
。 

 

前
述
し
た
西
行
の
歌
は
、 

 

 

文
治
三
年
（
一
一
八
七
）
に
自
撰
さ
れ
た
『
御
裳
濯
河
歌
合

み
も
す
そ
が
わ
う
た
あ
わ
せ

』
に
こ
の
一
首
が
み

え
る
。
西
行
数
え
年
七
十
三
歳
の
命
終
は
文
治
六
年
（
一
一
九
〇
）
二
月
十
六
日

（
午
後
二
時
ご
ろ
）、
そ
の
場
所
は
南
河
内
の
弘
川
寺
で
あ
っ
た
。
現
実
の
死
が
遠

い
日
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
の
一
首
の
願
望
ど
お
り
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
時
の
歌
人

た
ち
は
西
行
の
人
間
性
に
大
き
な
衝
撃
を
う
け
た
。 

 
釈
迦
牟
尼
仏
の
入
滅
が
二
月
十
五
日
で
あ
っ
た
と
『
涅
槃
経
』
に
説
か
れ
て
い

る
。
こ
の
日
を
期
し
て
涅
槃
会
、
す
な
わ
ち
釈
尊
を
追
慕
す
る
練
供
養
な
ど
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
た
。
一
首
の
意
を
涅
槃
会
に
散
布
さ
れ
る
花
葩
を
う
け
な
が
ら
往

生
し
た
い
と
追
求
し
て
い
る
と
も
み
な
し
う
る
。
だ
か
ら
、
西
行
は
ほ
ぼ
そ
の
所

願
を
成
就
し
た
で
は
な
い
か
と
人
び
と
は
み
た
。 
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し
か
し
、
歌
人
た
ち
の
多
く
は
、
涅
槃
会
と
の
か
か
わ
り
も
さ
り
な
が
ら
、
二

月
十
六
日
の
命
終
に
、
生
涯
を
と
お
し
て
花
と
月
と
に
心
を
尽
く
し
つ
づ
け
た
西

行
の
、
数
奇
と
い
う
志
の
果
遂
を
汲
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。（
14
） 

 

と
し
て
、
彼
が
「
生
命
が
尽
き
る
日
を
前
も
っ
て
告
知
し
て
、
ほ
ぼ
そ
の
と
お
り
に

生
涯
を
と
じ
」
る
「
告
知
命
終
を
果
遂
」（
15
）

し
た
こ
と
を
表
象
す
る
歌
と
し
て
解
釈

さ
れ
て
い
る
。
西
行
は
自
分
の
死
を
眼
差
し
つ
つ
、
そ
の
理
想
の
姿
を
前
述
の
「
ね

が
わ
く
は
」
の
歌
に
込
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
西
行
が
自
分
の
死
を
覚
悟
し
て

い
た
こ
と
を
表
す
。 

 

「
妻
」
が
落
水
し
て
、「
ピ
ン
ク
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
」
を
残
し
て
そ
の
姿
を
現
さ
な
か

っ
た
こ
と
を
彼
女
が
死
ん
だ
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
海
に
「
と
び
こ
ん
だ
」
の
で
は
な

く
、「
お
ち
た
」
彼
女
の
死
は
〈
偶
然
の
死
〉
で
あ
り
、
西
行
の
〈
覚
悟
の
死
〉
と
対

置
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。 

 

「
と
び
こ
ん
だ
」
か
ら
「
お
ち
た
」
へ
の
改
変
は
、
読
者
に
解
釈
の
幅
を
与
え
る
た

め
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
本
居
宣
長
の
歌
か
ら
西
行
の
歌
へ
の
改
変
に
呼
応

し
た
も
の
で
あ
り
、〈
覚
悟
の
死
〉
と
〈
偶
然
の
死
〉
の
対
置
構
造
を
浮
き
彫
り
に
す

る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 

六 

お
わ
り
に 

  

「
妻
」
は
「
夫
」
と
築
く
家
庭
を
希
求
し
て
い
た
。「
妻
」
の
内
面
の
瓦
解
は
、
誰

で
も
な
く
「
夫
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
証
左
で
あ
る
。
し
か
し
、「
妻
」

の
妊
娠
活
動
は
「
夫
」
に
抑
圧
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。「
科
学
的
な
こ
と
の
好
き
な
」

自
分
の
「
排
卵
期
以
外
の
時
」
に
「
も
っ
た
い
な
い
か
ら
と
っ
と
て
け
い
う
て
、
い
ら

わ
」
せ
な
い
こ
と
、「
オ
ル
ガ
ス
ム
ス
に
な
」
る
よ
う
に
「
今
日
は
早
い
、
今
日
は
長

か
っ
た
」
と
い
っ
た
タ
イ
ム
計
測
、「
夫
」
を
子
供
が
い
な
い
の
に
「
パ
パ
」
と
呼
ぶ

こ
と
で
〈
彼
そ
の
も
の
〉
を
眼
差
さ
な
い
こ
と
、
以
上
の
よ
う
な
一
つ
一
つ
の
行
動

が
彼
を
「
種
つ
け
馬
」
に
仕
立
て
、
彼
の
内
面
に
蠢
く
憤
り
に
「
妻
」
は
気
付
か
な

い
。 

 

「
夫
」
は
「
妻
」
の
妊
娠
活
動
に
よ
る
抑
圧
の
ス
ト
レ
ス
を
、
受
胎
旅
行
で
慰
安
し

よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
隠
岐
神
社
の
桜
は
「
夫
」
に
「
男
性
的
な
響
き
を
」
与
え
る
。

「
夫
」
に
去
来
し
た
「
男
性
的
な
響
き
」
は
、
心
の
慰
安
を
超
え
て
彼
に
「
妻
」
の
妊

娠
活
動
か
ら
の
解
放
を
決
心
さ
せ
る
。
「
夫
」
が
「
妻
」
に
「
思
わ
ず
き
つ
い
言
葉
」

を
「
吐
い
て
」
し
ま
う
の
は
、
彼
が
隠
岐
神
社
の
桜
が
帯
び
て
い
る
「
き
び
し
さ
」
に

打
た
れ
、
彼
女
の
妊
娠
活
動
か
ら
脱
却
せ
ん
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
夫
」

は
そ
の
「
き
び
し
さ
を
帯
び
」
た
桜
と
同
化
す
る
た
め
に
「
顔
に
も
胸
に
も
降
り
か

か
る
花
片
を
、
口
を
あ
け
て
子
供
が
雪
を
食
べ
る
よ
う
に
う
け
」
る
の
で
あ
る
。 

 

本
作
を
「
夫
」
が
隠
岐
神
社
の
桜
と
同
化
し
、「
き
び
し
さ
を
帯
び
」
て
「
妻
」
の

妊
娠
活
動
か
ら
脱
却
を
果
し
た
物
語
と
す
る
な
ら
ば
、
初
出
の
本
居
宣
長
「
敷
島
歌
」

の
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
作
で
は
「
敷
島
歌
」
が
西
行
の
歌
に
改
変
さ
れ

て
い
る
。
西
行
の
歌
に
改
変
さ
れ
た
の
は
、
作
品
末
で
「
妻
」
が
落
水
し
、
彼
女
の

「
ピ
ン
ク
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
が
た
だ
よ
っ
て
」
い
る
様
子
を
「
夫
は
、
妻
の
姿
が
、
あ
の

隠
岐
神
社
の
桜
の
花
片
の
一
片
の
よ
う
に
み
え
」
た
こ
と
に
照
応
さ
せ
る
た
め
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
海
に
漂
う
「
妻
」
の
「
ピ
ン
ク
の
ネ
グ
リ
ジ
ェ
」
は
、
彼
女
の
死
を

意
味
し
て
い
る
。「
妻
」
の
望
ま
な
か
っ
た
〈
死
〉
を
西
行
が
自
ら
の
〈
死
〉
に
お
け

る
理
想
の
歌
と
照
応
さ
せ
て
語
る
こ
と
は
、
彼
女
の
〈
死
〉
を
皮
肉
と
し
て
扱
う
。
そ

し
て
、〈
覚
悟
の
死
〉
と
〈
偶
然
の
死
〉
の
対
置
構
造
に
よ
っ
て
、「
妻
」
の
死
は
二
重

の
皮
肉
に
晒
さ
れ
る
。「
夫
」
の
「
男
性
的
な
」「
き
び
し
さ
」
の
回
復
は
、「
妻
」
と

の
訣
別
に
よ
っ
て
購
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
夫
」
の
自
己
回
復
は
「
妻
」
か
ら
の
独
立

と
同
時
に
孤
独
と
の
闘
争
の
始
ま
り
も
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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○
○
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さ
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