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向
田
邦
子
（
一
九
二
九
～
一
九
八
一
）
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
を
め
ぐ
る
議
論
に
お

い
て
指
摘
さ
れ
る
点
に
、
向
田
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
は
事
実
に
即
し
た
テ
ク
ス
ト
と

し
て
読
ま
れ
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
一
人
称
で
語
ら
れ
る
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ

で
あ
っ
て
も
向
田
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
シ
ナ
リ
オ
等
の
延
長
上
に
置
き
、
語
り
手
で
あ

る
「
私
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
設
定
さ
れ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
テ
ク
ス
ト
と

し
て
読
む
べ
き
も
の
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
向
田
に
は
書
簡
や
日
記
等
の

資
料
が
少
な
い
た
め
、
実
際
の
向
田
を
知
る
た
め
の
資
料
の
ひ
と
つ
と
し
て
多
く
の

自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
が
参
照
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
、
向
田
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
事
実
と

大
き
く
異
な
る
記
述
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
関
係
者
の
証
言
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ

て
い
る
。
向
田
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
に
は
、
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
相
反
す
る
解

釈
が
共
存
し
て
き
た
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
本
稿
で
は
「
手
袋
を
さ
が
す
」（『
Ｐ
Ｈ

Ｐ
増
刊
』
一
九
七
六
年
七
月
）
及
び
「
青
い
目
脂
」（『
週
刊
文
春
』
一
九
七
九
年
五

月
）
を
通
じ
て
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
が
向
田
本
人
の
体
験
を
忠
実
に
反
映
し
た
も

の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
証
し
、
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
が
向
田
の
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
上

で
ど
う
い
う
働
き
を
し
て
い
る
か
、
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。 

 

一
章
で
は
、
上
記
の
よ
う
な
本
論
文
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
述
べ
、
対
象
と
す
る

二
作
は
、
向
田
が
シ
ナ
リ
オ
作
家
と
し
て
立
つ
以
前
、
具
体
的
に
は
向
田
が
二
二
歳

か
ら
九
年
ほ
ど
在
籍
し
た
雄
鶏
社
の
『
映
画
ス
ト
ー
リ
ー
』
編
集
者
時
代
に
つ
い
て

書
か
れ
た
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。 

 

二
章
で
は
、
ま
ず
「
手
袋
を
さ
が
す
」
の
構
造
を
整
理
し
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
若

き
日
の
向
田
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
た
。ま
た
、

向
田
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
に
関
し
て
は
、
多
く
の
読
者
が
、
そ
れ
を
向
田
の
生
き
方

を
示
し
た
叙
述
と
捉
え
読
者
が
自
分
の
た
め
の
指
針
と
し
て
座
右
に
置
く
と
い
う
捉

え
方
を
し
て
き
た
こ
と
を
示
し
た
。 

 

三
章
で
は
、
実
際
に
「
手
袋
を
さ
が
す
」
を
作
者
の
実
人
生
と
比
較
し
な
が
ら
読

む
こ
と
を
試
み
た
。
ま
ず
、
エ
ッ
セ
イ
に
描
か
れ
て
い
る
朝
日
新
聞
の
求
人
広
告
が

一
九
五
二
年
五
月
三
〇
日
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
向
田
の
転
職
は
エ

ッ
セ
イ
に
描
か
れ
た
冬
の
晩
か
ら
す
ぐ
に
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
半
年
以
上
の

期
間
を
要
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、「
手
袋
を
さ
が
す
」
が
読
者
を

ミ
ス
リ
ー
ド
す
る
作
り
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
、
転
職
先
で
あ
る
雄

鶏
社
の
入
社
試
験
の
実
際
に
つ
い
て
、
本
人
直
筆
の
答
案
を
分
析
し
た
。
関
係
者
の

証
言
に
よ
る
向
田
の
好
成
績
の
証
言
に
対
し
て
、
実
際
の
答
案
は
、
得
意
分
野
の
バ

ラ
ツ
キ
や
設
問
に
対
し
て
的
確
に
解
答
し
て
い
な
い
な
ど
の
苦
闘
の
跡
が
見
え
る
も

の
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
雄
鶏
社
採
用
後
に
向
田
が
配
属
さ
れ
た
『
映
画
ス
ト
ー
リ

ー
』
の
発
売
日
を
新
聞
広
告
等
か
ら
割
り
出
す
こ
と
に
よ
り
、
全
集
等
に
記
載
さ
れ

て
い
る
入
社
日
「
五
月
二
一
日
」
は
誤
り
で
あ
り
、
実
際
は
六
月
で
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。
ま
た
執
筆
時
の
一
九
七
六
年
は
、
向
田
は
前
年
の
乳
癌
摘
出
手
術
の
副
作
用

等
に
よ
る
体
調
不
良
を
抱
え
て
お
り
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
界
で
は
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
転

換
期
に
差
し
掛
か
っ
て
い
た
。
し
か
し
「
手
袋
を
さ
が
す
」
で
は
、
現
在
の
「
私
」

に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
事
情
は
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
示
し
た
。 

 
四
章
で
は
、
向
田
の
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
作
劇
論
で
あ
る
「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
嘘
」（『
女

の
人
差
し
指
』
文
藝
春
秋
、
一
九
八
二
年
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
参
照
し
、「
手
袋
を
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さ
が
す
」
が
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
「
省
略
」「
誇
張
」「
飛
躍
」「
戯
画
化
」
と
い

う
手
法
に
則
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
テ
ク
ス
ト
に
基
い
て
示
し
た
。
向
田
は
こ

れ
ら
の
手
法
を
「
少
し
ぐ
ら
い
の
嘘
」
と
ま
と
め
、
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
ホ
ー
ム
ド

ラ
マ
の
冗
長
さ
を
引
き
締
め
る
ス
パ
イ
ス
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

五
章
で
は
、「
手
袋
を
さ
が
す
」
が
、「
少
し
ば
か
り
の
嘘
」
を
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し

て
使
用
し
た
虚
構
性
の
高
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
検
討
し
た
上
で
、
向
田
の
エ

ッ
セ
イ
を
伝
記
研
究
の
資
料
と
し
て
利
用
す
る
際
に
は
、「
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
嘘
」
の

手
法
が
エ
ッ
セ
イ
に
も
応
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
提
言

し
た
。 

 

六
章
で
は
、「
青
い
目
脂
」
の
中
で
向
田
が
触
れ
て
い
る
、
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
の
代
作

と
い
う
件
に
つ
い
て
、
実
際
の
誌
面
を
も
と
に
『
映
画
ス
ト
ー
リ
ー
』
の
懸
賞
企
画

と
し
て
、
向
田
が
「
青
山
道
子
」
名
義
で
ジ
ャ
ン
・
マ
レ
エ
宛
て
の
フ
ァ
ン
レ
タ
ー

を
代
作
し
た
事
実
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
。「
青
い
目
脂
」
に
は
、
後
日
譚
と
し
て
、

そ
の
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
が
ジ
ャ
ン
・
マ
レ
エ
に
酷
評
を
受
け
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
酷
評
の
理
由
の
一
つ
が
、「
青
山
道
子
」
が
想
定
し
て
い
た
だ
ろ
う
〝
ジ

ャ
ン
・
マ
レ
エ
出
演
映
画
の
日
本
公
開
年
〟
の
間
違
い
に
あ
っ
た
可
能
性
を
指
摘
し

た
。
こ
れ
は
向
田
の
手
に
な
る
フ
ァ
ン
レ
タ
ー
の
表
現
力
へ
の
評
価
に
終
始
し
た
先

行
研
究
の
影
に
隠
れ
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
次
大
戦
中
及

び
戦
後
す
ぐ
の
洋
画
公
開
状
況
や
日
仏
映
画
界
の
状
況
な
ど
を
確
認
す
る
と
、
フ
ラ

ン
ス
の
俳
優
を
怒
ら
せ
る
だ
け
の
事
実
誤
認
が
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

 

七
章
で
は
、「
青
い
目
脂
」
で
本
件
が
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検

討
を
し
た
。「
青
い
目
脂
」
は
三
つ
の
節
で
出
来
て
お
り
、
ジ
ャ
ン
・
マ
レ
エ
に
関
し

て
の
節
に
は
、代
作
の
顛
末
と
そ
の
後
取
材
で
偶
然
ジ
ャ
ン
・
マ
レ
エ
に
会
っ
た
際
、

本
人
に
「
青
い
目
脂
」
が
付
い
て
い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
注
目
し
た
の
は
、「
青
い
目
脂
」
の
初
出
で
あ
る
『
週
刊
文
春
』
の
編
集
者
の
言

と
、「
か
ご
し
ま
近
代
文
学
館 

向
田
邦
子
寄
贈
資
料
」
の
中
の
、
手
書
き
原
稿
で
あ

る
。
編
集
者
は
こ
の
「
青
い
目
脂
」
の
原
稿
に
つ
い
て
、
向
田
が
「
出
来
が
気
に
入

ら
な
い
の
で
も
う
一
日
だ
け
く
だ
さ
い
」
と
締
め
切
り
を
延
ば
し
た
と
証
言
し
て
お

り
、
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
よ
う
な
推
敲
だ
ら
け
の
原
稿
用
紙
の
中
で
、
ジ
ャ
ン
・

マ
レ
エ
の
苦
言
と
さ
れ
る
台
詞
部
分
に
は
修
正
の
跡
が
見
当
た
ら
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。こ
れ
は
、二
十
年
も
経
っ
て
エ
ッ
セ
イ
の
題
材
と
し
て
振
り
返
っ
た
際
に
さ
え
、

こ
の
言
葉
が
向
田
の
胸
に
深
く
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
も
の
で
あ
る
。 

 

八
章
で
は
、「
青
い
目
脂
」
全
体
の
中
で
、
若
き
日
の
向
田
を
描
く
に
あ
た
り
、
執

筆
時
現
在
の
向
田
自
身
を
並
列
さ
せ
て
描
い
て
い
る
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
。「
青
い

目
脂
」
は
、
テ
レ
ビ
に
出
演
し
た
向
田
を
自
身
が
語
る
再
帰
的
な
節
で
締
め
ら
れ
て

お
り
、
向
田
は
テ
レ
ビ
の
中
の
自
分
も
目
脂
を
取
る
仕
草
を
し
て
い
た
と
い
い
、
そ

れ
は
、
ジ
ャ
ン
・
マ
レ
エ
と
同
じ
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
本
稿
前
半
で

言
及
し
た
「
少
し
ぐ
ら
い
の
嘘
」
の
中
の
「
戯
画
化
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
向
田
は
、
執
筆
期
限
を
過
ぎ
て
編
集
部
に
断
り
を
入
れ
て
再
考
す
る
に
あ

た
り
、
自
身
の
自
虐
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
入
れ
る
こ
と
で
オ
チ
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。 
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九
章
で
は
、
こ
の
「
戯
画
化
」
と
向
田
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る
セ
ル
フ
プ

ロ
デ
ュ
ー
ス
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。向
田
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
に
関
し
て
は
、

事
実
に
即
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
本
人
も
含
め
た
証
言
と
、
虚
構
で
あ
る
と

い
う
関
係
者
の
証
言
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
反
す
る
証
言
は
共
に
存
在
し
て
お
り
、

だ
か
ら
と
言
っ
て
向
田
の
エ
ッ
セ
イ
を
虚
構
だ
と
も
事
実
だ
と
も
決
め
つ
け
る
も
の

で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
証
言
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
に
、
向
田
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る

セ
ル
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
の
特
徴
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
セ
ル
フ
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
演

出
す
る
の
が
「
戯
画
化
」
と
い
う
手
法
な
の
で
あ
る
。 

 

終
章
で
は
、
本
論
文
で
示
し
て
き
た
よ
う
な
、
向
田
の
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
の
特
徴

と
時
代
の
要
請
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
向
田
が
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
て
い

た
一
九
七
〇
年
代
後
半
は
、
ウ
ー
マ
ン
リ
ブ
に
端
を
発
す
る
第
三
次
女
性
誌
ブ
ー
ム

が
到
来
し
、
向
田
は
そ
れ
ら
の
雑
誌
で
〝
自
立
し
た
女
性
文
化
人
〟
の
ア
イ
コ
ン
と

し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
反
面
、
現
実
の
向
田
は
病
気
を
抱
え
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の

世
界
で
も
方
向
転
換
を
迫
ら
れ
て
い
た
。
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
に
あ
た
り
、
こ

の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
手
法
と
し
て
、
向
田
は
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
作
劇
法
と
し
て
馴

染
ん
だ
「
少
し
ぐ
ら
い
の
噓
」
を
取
り
入
れ
た
。「
少
し
ぐ
ら
い
の
嘘
」
は
、
向
田
邦

子
と
い
う
作
家
の
自
伝
を
、メ
デ
ィ
ア
の
思
惑
か
ら
作
家
自
身
の
も
の
へ
取
り
返
し
、

説
得
力
あ
る
も
の
に
す
る
方
法
論
だ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
向
田
の
伝
記
的

研
究
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
の
重
要
性
を
改
め
て
提
示
し
て
締
め
く

く
り
と
し
た
。 


