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戦
後
批
評
と
ジ
ェ
ン
ダ
ー

中

山

和

子

　
杉
本
良
吉
・
岡
田
嘉
子
の
旧
ソ
連
亡
命
事
件
を
扱
っ
た
平
野
謙

「
ひ
と
つ
の
反
措
定
」
（
『
新
生
活
』
一
九
四
六
・
四
）
が
、
戦
後
初

頭
の
「
政
治
と
文
学
」
論
争
に
刺
激
的
な
呼
び
水
と
な
っ
た
こ
と

は
周
知
で
あ
る
。

　
「
ど
ん
な
セ
リ
フ
で
杉
本
が
岡
田
を
く
ど
き
お
と
し
た
か
に
思

ひ
い
た
れ
ば
、
お
そ
ら
く
男
性
的
駈
け
ひ
き
と
左
翼
的
言
辞
と
に

あ
ざ
な
は
れ
た
そ
の
口
説
の
中
味
が
、
い
か
に
健
全
な
人
性
を
無

視
し
た
奇
怪
至
極
な
も
の
だ
つ
た
か
は
明
ら
か
だ
ら
う
。
」
と

は
、
そ
の
と
き
問
題
と
さ
れ
た
、
平
野
謙
の
特
異
な
臆
断
で
あ

る
。　

一
九
三
八
年
一
月
、
当
代
の
人
気
女
優
を
と
も
な
っ
て
雪
の
樺

太
国
境
を
越
え
、
派
手
に
世
間
を
さ
わ
が
せ
た
演
出
家
・
日
本
共

産
党
員
杉
本
が
、
そ
の
一
年
あ
ま
り
の
ち
（
一
九
三
九
．
一
〇
．

二
〇
）
、
銃
殺
さ
れ
て
い
た
と
は
、
当
時
の
平
野
謙
の
知
る
よ
し

も
な
か
っ
た
。
杉
本
は
中
国
の
鹿
地
亘
ら
と
同
じ
く
、
敗
戦
直
後

の
日
本
へ
ま
も
な
く
帰
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
「
ひ
と
つ
の
反
措
定
」
は
同
じ
時
期
『
近
代
文
学
』
同
人
に
よ

り
開
か
れ
た
座
談
会
「
文
学
者
の
責
務
」
（
『
人
間
』
一
九
四
六
．

四
）
の
な
か
の
発
言
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
、
誰
が
一

番
戦
争
責
任
か
ら
免
れ
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
杉

本
、
鹿
地
の
名
が
出
さ
れ
た
と
い
う
。

　
戦
争
下
の
悪
気
流
に
生
ま
身
を
さ
ら
し
、
何
事
を
か
い
わ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
人
間
の
ひ
と
り
と
し
て
、
平
野
謙
は
国
外
亡
命
者

や
獄
中
組
の
沈
黙
に
、
戦
争
非
協
力
と
い
う
意
味
づ
け
を
す
る
こ

と
に
反
対
し
た
。
「
罪
な
き
も
の
は
無
か
っ
た
」
と
い
う
の
が
、

当
時
の
平
野
謙
の
戦
争
責
任
の
考
え
か
た
で
あ
っ
た
。
杉
本
は
国

内
で
で
き
る
限
り
た
た
か
っ
た
果
の
亡
命
か
、
逃
避
的
亡
命
で
は

な
い
の
か
、
と
い
う
強
い
疑
惑
が
先
の
大
胆
な
臆
断
を
生
ん
だ
ひ

と
つ
の
理
由
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
「
下
司
の
か
ん
ぐ
り
」
と
嘲
罵

し
、
激
し
い
論
駁
を
開
始
し
た
中
野
重
治
を
は
じ
め
、
当
時
の
論
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争
当
時
者
は
、
杉
本
が
す
で
に
こ
の
世
に
亡
い
と
は
誰
も
知
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
亡
命
事
件
以
来
三
十
四
年
ぶ
り
で
帰
国
し
た
岡
田
嘉
子
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
ね

の
談
話
や
手
記
で
、
杉
本
病
死
（
肺
炎
）
の
こ
と
を
伝
え
た
け
れ

ど
も
、
近
年
に
な
っ
て
、
杉
本
は
ス
パ
イ
罪
で
銃
殺
刑
に
処
せ
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
一
九
九
一
年
の
旧
ソ
連
邦
解
体
以

降
、
ロ
シ
ア
指
導
部
は
旧
ソ
連
時
代
の
秘
密
文
書
を
一
般
に
公
開

し
て
い
る
し
、
現
地
の
自
由
な
取
材
活
動
や
報
告
が
可
能
と
な
っ

て
い
る
た
め
、
今
日
で
は
岡
田
嘉
子
が
死
ぬ
ま
で
（
↓
九
九
二
・

二
）
秘
め
て
い
た
事
実
が
、
生
存
者
の
証
言
を
も
と
に
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
ス
タ
ー
リ
ン
大
粛
清
下
の
旧
ソ
連
へ
越
境
し
た
そ

の
直
後
の
拷
問
や
ス
パ
イ
自
白
、
恐
る
べ
き
ラ
ー
ゲ
リ
体
験
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

他
、
衝
撃
的
事
実
が
明
る
み
に
出
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
じ
つ
は
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
戦
後
五
〇
年

の
の
ち
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
う
し
た
歴
史
の
現
実
そ

の
も
の
で
は
な
い
。
先
に
引
用
し
た
と
お
り
、
戦
後
文
学
論
争
の

初
発
に
、
平
野
謙
が
「
女
」
を
く
ど
き
お
と
し
た
「
男
」
の
「
口

説
」
を
問
題
に
し
た
そ
の
こ
と
の
今
日
に
か
か
わ
る
意
味
で
あ

る
。　

「
男
性
的
駈
け
ひ
き
と
左
翼
的
言
辞
と
に
あ
ざ
な
は
れ
た
そ
の

口
説
の
中
味
」
と
い
う
、
あ
た
か
も
目
撃
し
た
か
の
よ
う
な
断
言

を
あ
え
て
す
る
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
だ
が
、
「
疑
ふ
も
の
は
小
林
多
喜
二
の
遺
作
『
党
生
活
者
』
に

描
か
れ
た
『
笠
原
』
と
い
ふ
女
性
の
取
扱
ひ
か
た
を
み
よ
」
（
「
政

治
と
文
学
ω
」
『
新
潮
』
一
九
四
六
二
〇
）
と
弁
明
し
た
よ
う
に
、

そ
れ
は
『
党
生
活
者
」
の
読
み
の
な
か
か
ら
直
観
的
に
類
推
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
と
き
す
で
に
発
表
ず
み
の
長
篇
評
論
「
島
崎
藤

村
ー
『
新
生
』
覚
え
書
」
（
『
近
代
文
学
』
一
九
四
六
・
一
－
二
）
を

み
れ
ば
、
そ
こ
に
『
新
生
』
の
主
人
公
岸
本
捨
吉
と
姪
の
節
子
と

の
関
係
が
重
ね
ら
れ
て
い
た
の
は
明
白
で
あ
っ
て
、
亀
井
秀
雄
が

「
平
野
謙
は
、
言
葉
の
権
力
関
係
に
敏
感
な
、
そ
し
て
、
と
り
わ

け
自
伝
的
な
作
品
に
お
け
る
そ
の
問
題
を
鋭
く
え
ぐ
っ
て
、
戦
後

　
　
　
　
　
　
　
る
　

の
活
動
を
開
始
し
た
」
と
鮮
や
か
に
指
摘
し
た
の
は
、
こ
う
し
た

事
情
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
亀
井
は
「
節
子
の
人

間
性
『
抹
殺
』
、
と
い
う
形
で
『
新
生
』
の
表
現
構
造
の
欠
陥
に

対
し
て
は
正
当
に
発
揮
さ
れ
た
」
平
野
謙
の
「
批
評
能
力
」
が
、

「
現
実
の
事
件
（
杉
本
と
岡
田
の
越
境
事
件
）
に
向
け
ら
れ
た
時
」

に
、
「
根
拠
の
薄
弱
な
『
想
像
」
に
変
質
L
し
て
し
ま
っ
た
、
と

も
述
べ
て
い
る
。

　
文
学
と
現
実
と
を
同
」
次
元
に
扱
い
が
ち
な
平
野
謙
の
批
評
方

法
の
特
色
と
弱
点
と
が
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
る

だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
亀
井
秀
雄
の
い
う
、
平
野
謙
の
「
根
拠
の

薄
弱
な
『
想
像
』
」
と
い
う
も
の
に
は
、
じ
つ
は
「
女
」
の
ス
テ
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レ
オ
タ
イ
プ
化
を
め
ぐ
っ
て
、
今
日
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
に
か

か
わ
る
問
題
性
を
読
み
と
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
ひ
と
つ
の
反
措
定
」
の
な
か
で
岡
田
嘉
子
は
、
杉
本
良
吉
の

「
目
的
達
成
」
の
た
め
「
利
用
」
さ
れ
た
、
ひ
と
り
の
「
小
柄
な

可
愛
げ
な
年
増
女
優
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
「
あ
れ
は
何
年
の
暮

れ
だ
つ
た
ら
う
か
。
私
は
ち
や
う
ど
冨
山
房
の
前
あ
た
り
で
岡
田

嘉
子
と
す
れ
ち
が
つ
た
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、
私
的
に

回
想
的
に
物
語
ら
れ
る
岡
田
嘉
子
は
、
伴
れ
ら
し
い
人
の
い
な

い
、
ほ
と
ん
ど
「
可
愛
ら
し
い
と
い
つ
て
も
い
い
」
印
象
に
よ
っ

て
、
平
野
謙
を
感
心
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
一
方
、
三
十
四
年
ぶ
り
で
帰
国
し
た
岡
田
嘉
子
は
、
村
山
知
義

と
の
斌
誕
の
な
か
で
、
そ
の
頃
の
こ
と
を
さ
ま
ざ
ま
に
語
っ
て
い

る
が
、
当
時
の
彼
女
は
、
松
竹
か
ら
千
円
と
い
う
超
高
額
の
月
給

を
と
る
有
名
女
優
で
あ
っ
た
。
九
段
坂
の
豪
華
な
ア
パ
ー
ト
に
住

ん
で
、
運
転
手
つ
き
の
自
家
用
車
を
乗
り
ま
わ
し
て
お
り
、
杉
本

も
と
き
ど
き
そ
れ
で
ド
ラ
イ
ブ
に
出
か
け
て
い
た
。
結
核
で
寝
て

い
る
杉
本
の
妻
智
恵
子
と
、
そ
の
母
親
と
弟
と
の
一
家
の
生
活
費

と
し
て
、
月
づ
き
十
五
円
を
仕
送
っ
て
援
助
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
が
、
彼
女
の
鏡
台
の
前
に
は
、
一
瓶
三
十
円
の
ク

リ
ー
ム
が
い
く
ら
も
転
が
っ
て
い
る
有
様
で
あ
っ
た
。
地
下
潜
伏

中
の
共
産
党
員
杉
本
の
活
動
と
、
そ
の
家
族
の
生
活
費
と
が
、
女

優
岡
田
の
経
済
力
に
支
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
こ
れ
を
み
る
か
ぎ

り
明
ら
か
で
あ
る
。
岡
田
は
み
ず
か
ら
「
姐
御
み
た
い
な
」
性
分

だ
と
自
分
を
語
っ
て
い
る
。

　
杉
本
の
病
妻
に
た
い
す
る
む
ご
い
裏
切
り
や
、
彼
の
い
い
気
な

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
恋
愛
や
、
岡
田
に
ち
ら
つ
く
優
越
意
識
な
ど
が
こ

こ
で
の
問
題
で
は
な
い
。
ひ
っ
そ
り
と
「
可
愛
ら
し
い
」
岡
田
嘉

子
が
、
「
男
」
の
好
む
ひ
と
つ
の
虚
像
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
、
当
時
の
平
野
謙
が
こ
の
よ
う
な
情
報
を
手
に
し
て
い

な
か
っ
た
と
し
て
も
致
し
か
た
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
る
日

の
偶
然
の
印
象
か
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に
「
可
愛
げ
な
」
女
優
を
想

定
し
「
男
」
の
「
口
説
」
の
「
奇
怪
至
極
」
な
ど
を
一
直
線
に
み

ち
び
き
出
す
の
は
、
平
野
謙
の
「
批
評
能
力
」
の
問
題
で
あ
る
以

上
に
、
男
性
批
評
家
平
野
謙
の
問
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
「
女
」
は

「
可
愛
げ
」
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
「
男
」
の
「
口
説
」
の
あ
ざ
と

さ
は
鮮
明
に
浮
き
上
る
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た
対
比
の
構
造
自
体

に
時
代
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
根
深
さ
を
見
出
し
う
る
の
で
あ

る
。

　
杉
本
を
は
げ
ま
し
援
け
、
雪
の
国
境
を
越
え
ス
タ
ー
リ
ン
大
粛

清
下
の
旧
ソ
連
で
、
し
た
た
か
に
生
き
の
び
た
「
強
い
女
」
岡
田

が
、
こ
う
し
て
「
可
愛
げ
な
」
女
優
と
し
て
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
戦
後
文
学
論
争
の
な
か
の
「
女
」
た
ち
の
特

色
は
ま
ず
現
わ
れ
る
。
以
下
、
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
、
女
党
員
、
母
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親
、
女
房
な
ど
と
し
て
登
場
す
る
彼
女
た
ち
は
、
戦
後
「
民
主
主

義
」
体
制
の
言
説
を
貫
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
支
配
の
構
造
を
、
お
の
ず

と
暴
露
す
る
存
在
と
し
て
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。

＊

　
「
政
治
と
文
学
」
論
争
と
は
、
ひ
と
く
ち
に
い
え
ば
戦
前
の
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
運
動
の
再
検
討
と
、
そ
の
戦
後
民
主
主
義
文
学

運
動
へ
の
批
判
的
か
か
わ
り
か
た
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
の
争
点
は
次
第
に
小
林
多
喜
二
『
党
生
活
者
』
の
評

価
、
と
り
わ
け
主
人
公
「
私
」
と
笠
原
と
い
う
女
性
の
関
係
に
し

ぼ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
平
野
謙
は
杉
本
・
岡
田
の
関
係
と
、
「
私
」
と
笠
原
の
関
係
を

ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
「
マ
ル
ク
ス
主
義
芸
術
運
動
全
体
に
つ
ら
な

る
一
病
根
」
「
不
感
症
的
人
間
侮
蔑
」
を
説
い
て
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

　
（
笠
原
の
扱
い
に
は
）
目
的
の
た
め
に
手
段
を
え
ら
ば
ぬ
人

間
蔑
視
が
「
伊
藤
」
と
い
ふ
女
性
と
の
み
よ
が
し
な
対
比
の

も
と
に
、
運
動
の
名
に
お
い
て
平
然
と
肯
定
さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
こ
に
は
作
者
の
ひ
と
か
け
ら
の
苦
悶
さ
へ
迂
ん
で
ゐ
な

い
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、
虐
殺
さ
れ
た
小
林
多
喜
二
と
い

へ
ど
も
、
『
渥
東
綺
課
』
の
作
者
や

に
憶
死
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

『
縮
図
』
の
作
者
の
前

　
主
人
公
「
私
」
は
軍
需
工
場
に
潜
入
し
た
非
合
法
共
産
党
ロ
貝
の

オ
ル
グ
で
あ
る
が
、
警
察
の
眼
を
ご
ま
か
し
て
日
常
性
を
よ
そ
お

う
た
あ
、
笠
原
と
い
う
タ
イ
ピ
ス
ト
と
同
棲
す
る
。
彼
女
は

「
私
」
の
生
活
費
か
ら
活
動
の
交
通
費
ま
で
、
一
切
の
面
倒
を
み

た
う
え
、
二
人
分
の
炊
事
や
洗
濯
も
し
て
勤
め
に
出
て
い
る
。
今

日
の
感
覚
で
は
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
奉
仕
的
な
女
性
で
あ
る
。

　
「
私
」
の
こ
と
が
も
と
で
彼
女
は
勤
め
先
を
首
に
な
る
が
、
仕

事
は
な
か
な
か
見
つ
か
ら
ず
、
「
私
」
は
最
後
に
カ
フ
ェ
ー
の
女

給
に
で
も
な
っ
た
ら
ど
う
か
と
勧
め
、
彼
女
が
と
う
と
う
ヒ
ス
テ

リ
ッ
ク
に
、
「
女
郎
に
で
も
な
り
ま
す
ノ
」
と
叫
ぶ
場
面
は
周
知

で
あ
る
。
「
女
郎
に
で
も
な
り
ま
す
ノ
」
と
い
う
そ
の
悲
鳴
に
す

ぐ
つ
づ
く
、
次
の
よ
う
な
記
述
は
注
意
し
て
い
い
だ
ろ
う
。

　
笠
原
は
何
時
も
私
に
つ
い
て
来
よ
う
と
し
て
ゐ
な
い
と
こ

ろ
か
ら
、
為
す
こ
と
の
す
べ
て
が
私
の
犠
牲
で
あ
る
と
い
ふ

風
に
し
か
考
へ
ら
れ
な
か
つ
た
。
若
し
も
犠
牲
と
い
ふ
な
ら

ば
、
私
に
し
ろ
自
分
の
殆
ん
ど
全
部
の
生
涯
を
犠
牲
に
し
て

ゐ
る
。
（
略
）
然
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
犠
牲
と
云
つ
て

も
、
幾
百
万
の
労
働
者
や
貧
農
が
日
々
の
生
活
で
行
は
れ
て
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ゐ
る
犠
牲
に
比
ら
べ
た
ら
、
そ
れ
は
も
の
＼
数
で
も
な
い
。

　
さ
ら
に
「
私
」
の
犠
牲
は
す
な
わ
ち
幾
百
万
の
犠
牲
を
解
放
す

る
の
に
「
不
可
欠
な
犠
牲
」
で
あ
っ
て
、
笠
原
は
た
ん
に
個
人
で

あ
る
「
私
の
犠
牲
」
で
は
な
い
。
「
組
織
の
一
メ
ン
バ
ー
」
と
し

て
組
織
を
守
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
解
放
を
あ
く
ま
で
遂
行
す
る
よ

う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
貴
重
」
な
「
私
の
犠
牲
」
な
の
だ
、

と
説
か
れ
て
い
る
。

　
革
命
と
党
の
神
話
の
生
き
て
い
た
一
九
三
〇
年
代
の
青
年
の
夢

が
、
「
私
」
の
規
範
を
絶
対
視
さ
せ
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
悲
惨
と

も
滑
稽
と
も
み
え
る
ほ
ど
に
空
虚
な
「
政
治
」
の
言
葉
が
連
ね
ら

れ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
こ
に
は
、
平
野
謙
が
の
ち
に
い
う
「
組

織
」
の
「
絶
対
化
」
に
よ
る
「
私
」
の
「
絶
対
化
」
が
お
き
て
い

る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
先
に
引
用
し
た
記
述
は
「
私
」
の
モ

ノ
ロ
ー
グ
が
そ
の
ま
ま
笠
原
へ
の
説
得
で
あ
る
か
の
よ
う
に

「
私
」
に
意
識
さ
れ
、
語
り
手
も
そ
の
「
私
」
と
距
離
が
な
い
と

い
う
奇
妙
な
構
造
で
あ
っ
て
、
「
私
」
の
「
絶
対
化
」
と
は
、
言

い
か
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
他
者
の
「
他
者
性
」
の
は
じ
め
か
ら
の

欠
落
を
い
う
の
で
あ
る
。
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
他
者
と
の
対
話
と
同
一

視
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
の
な
か
で
、
「
私
」
と
笠
原
と
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
あ
り
え
な
い
。
「
女
郎
に
で
も
な
り
ま
す
ノ
」

と
い
う
悲
鳴
は
「
私
」
の
面
前
で
発
せ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
「
私
」
の
気
持
が
少
し
も
動
揺
し
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
じ
つ
は
笠
原
は
「
政
治
」
の
言
葉
に
服
従
す
る
だ
け

の
「
可
愛
ら
し
い
」
女
で
は
な
か
っ
た
。
「
私
」
に
反
撃
は
で
き

な
い
け
れ
ど
も
「
あ
な
た
は
偉
い
人
だ
か
ら
、
私
の
や
う
な
馬
鹿

が
犠
牲
に
な
る
の
は
当
り
前
だ
！
」
と
発
言
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
彼
女
の
精
】
杯
の
イ
ヤ
ミ
で
あ
り
抵
抗
で
あ
る
だ
ろ
う
。
近

代
の
知
の
特
権
性
　
　
知
の
権
力
を
行
使
す
る
男
性
の
特
権
が
、

「
政
治
」
の
言
葉
に
お
い
て
無
意
識
的
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

へ
の
鋭
い
抗
議
で
あ
る
。
し
か
し
、
身
近
な
民
衆
の
生
ま
な
言
葉

は
、
無
機
質
な
抽
象
的
な
言
葉
を
語
る
「
私
」
の
胸
に
は
つ
い
に

響
い
て
こ
な
い
。
そ
し
て
、
以
後
彼
女
は
「
私
」
の
説
得
の
言
葉

を
「
黙
つ
て
き
い
て
」
い
る
。
「
そ
れ
か
ら
一
言
も
云
は
ず
に
、

彼
女
は
早
く
寝
て
し
ま
」
う
の
で
あ
る
。

　
「
女
」
の
言
葉
は
封
じ
ら
れ
、
沈
黙
が
強
制
さ
れ
、
つ
い
に
寝

か
さ
れ
意
識
を
は
ぎ
と
ら
れ
る
。
笠
原
を
た
ん
に
「
政
治
」
の

「
人
間
蔑
視
」
の
、
哀
れ
な
犠
牲
と
の
み
見
る
「
男
」
の
視
点
か

ら
は
、
彼
女
の
抵
抗
も
、
強
い
ら
れ
た
沈
黙
も
、
は
な
か
ら
の
他

者
性
の
欠
落
と
い
う
関
係
も
充
分
見
え
て
こ
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
私
」
は
笠
原
に
関
し
て
読
者
に
ほ
と
ん
ど
情
報
を
あ
た
え
な

い
が
、
彼
女
が
断
髪
、
洋
装
の
タ
イ
ピ
ス
ト
だ
と
い
う
こ
と
は
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
っ
て
い
る
。
タ
イ
ピ
ス
ト
は
当
時
ま
っ
た
く
新
し
い
女
の
職
業

で
あ
っ
て
、
タ
イ
ピ
ス
ト
学
校
を
卒
業
し
、
収
入
も
非
常
に
よ
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か
っ
た
。
笠
原
の
表
象
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
じ
つ
は
当
時
の

大
学
出
身
者
の
月
給
よ
り
も
高
給
の
と
れ
る
、
ハ
イ
カ
ラ
な
職
業

女
性
と
し
て
自
立
し
て
い
た
女
性
で
あ
る
。
し
か
も
昭
和
初
年
の

時
代
風
潮
の
な
か
で
左
翼
の
シ
ン
パ
に
な
る
ほ
ど
の
モ
ダ
ン
ガ
ー

ル
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
ボ
ー
イ
と
対
で
呼
ば
れ
た
エ
ン
ゲ
ル
ス

ガ
ー
ル
の
一
人
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
「
私
」
が
突
然
に
一
夜
の
ね
ぐ
ら
を
頼
ん
だ
と
き
も
、
「
君
、
男

だ
か
ら
弱
る
」
な
ど
と
男
言
葉
を
使
っ
て
笑
っ
た
り
、
　
一
晩
中
、

下
宿
の
お
ば
さ
ん
に
気
を
つ
か
っ
た
翌
朝
、
一
歩
外
に
出
た
と
た

ん
「
あ
ー
あ
、
畜
生
め
ノ
」
と
か
「
ク
ソ
ば
ゾ
あ
！
」
な
ど
と
明
る

く
言
っ
て
の
け
る
、
生
き
の
い
い
言
葉
を
も
っ
た
女
性
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
「
私
」
が
「
一
緒
に
な
る
こ
と
」
を
申
し
出
た
と
き

以
来
、
彼
女
は
不
意
に
言
葉
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
「
そ
れ
を
聞

く
と
彼
女
は
又
突
然
あ
の
大
き
な
（
大
き
く
し
た
）
眼
で
私
の
顔

を
見
は
つ
た
。
彼
女
は
然
し
何
も
云
は
な
か
つ
た
。
私
は
し
ば
ら

く
し
て
返
事
を
う
な
が
し
た
。
が
黙
つ
て
ゐ
る
。
彼
女
は
そ
の
日

と
う
く
何
も
云
は
な
い
で
、
帰
つ
て
」
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

　
ま
も
な
く
彼
女
は
「
私
」
の
申
し
出
を
承
諾
す
る
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
非
合
法
共
産
党
員
と
の
同
棲
を
決
意
す
る
こ
と
で
、
ひ

と
り
の
「
女
」
が
こ
の
先
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
危
険
や
犠
牲
を

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
考
え
、
ど
う
や
っ
て
克
服
し
た
の
か
と
い

う
、
そ
の
過
程
、
そ
の
こ
と
に
た
い
す
る
「
私
」
の
配
慮
な
ど
の

記
述
は
皆
無
で
あ
っ
て
、
「
私
」
が
会
っ
た
と
き
、
彼
女
は
今
迄

に
な
く
「
チ
ヨ
コ
ナ
ン
と
坐
つ
て
」
お
り
「
私
」
は
そ
れ
を
「
不

思
議
に
眺
め
た
」
の
み
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
鈍
感
な
デ
ク
ノ
ボ
ー
的
「
私
」
と
、
不
自
然
に
言
葉

を
も
ぎ
と
ら
れ
た
笠
原
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
の
異
様

な
空
白
が
、
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
制
度
と
い
う
も
の
の
奇
怪
さ
を
お

の
ず
と
証
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
「
私
」
の
不
思
議
な
く
ら
い
の
鈍
感
さ
は
、
亀
井
秀
雄
も
指
摘

し
て
い
る
よ
う
に
、
笠
原
と
～
緒
に
な
っ
て
性
的
関
係
が
出
来
て

い
る
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
「
私
」
の
意
識
に
何
の
変
化
も
生
じ
な

い
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
「
私
」
に
は
笠
原
の

身
心
を
収
奪
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
内
省
は
ま
っ
た
く

み
ら
れ
な
い
。

　
喫
茶
店
に
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
笠
原
が
、
一
日
中
立
ち
通
し

の
仕
事
で
立
ち
腫
れ
の
し
た
足
を
「
私
」
に
み
せ
「
私
」
が
め
ず

ら
し
く
そ
れ
を
撫
で
て
や
る
場
面
が
あ
る
が
、
「
私
」
は
若
い
女

に
寄
生
し
献
身
を
強
い
て
い
る
こ
と
へ
の
自
責
で
胸
が
痛
む
よ
り

も
、
ま
ず
紡
績
工
場
の
全
女
性
た
ち
の
立
ち
腫
れ
の
し
た
足
の
つ

ら
さ
を
説
い
て
聞
か
せ
る
、
と
い
う
「
私
」
で
あ
る
。
し
か
し
、

男
の
あ
ぐ
ら
の
中
で
笠
原
は
ひ
と
こ
と
「
本
当
に
ノ
」
と
相
槌
を

打
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
さ
に
「
男
性
的
駈
け
ひ
き
と
左
翼
的
言
辞
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と
に
あ
ざ
な
は
れ
た
L
口
説
と
い
っ
て
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

た
ん
に
「
可
愛
ら
し
い
」
女
で
な
い
「
女
」
笠
原
は
、
不
自
然
に

沈
黙
を
強
い
ら
れ
相
互
交
通
の
失
わ
れ
た
言
語
空
間
で
「
私
」
の

偲
偲
と
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
平
野
謙
は
の
ち
に
「
私
」
と
笠
原
と
の
関
係
を
「
非
日
常
性
と

日
常
性
と
の
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ズ
レ
」
と
も
表
現
し
た
。
し
か

し
、
地
下
活
動
者
で
あ
る
「
私
」
の
、
非
日
常
性
に
よ
る
感
性
の

マ
ヒ
や
自
閉
は
、
相
手
の
「
女
」
の
他
者
性
を
剥
奪
せ
ず
に
は
な

り
た
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
『
党
生
活
者
』
の
言
葉
は
、
非
日
常

性
と
日
常
の
「
ズ
レ
」
を
暴
く
も
の
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
酷
薄
な
生
活
条
件
の
な
か
で
絶
対

的
規
範
に
し
ば
ら
れ
、
異
様
に
抽
象
性
を
お
び
た
人
間
た
ち
の
男

女
そ
れ
ぞ
れ
の
奇
型
化
と
、
革
命
運
動
内
部
に
も
浸
透
し
た
時
代

の
ジ
ェ
ン
ダ
i
構
造
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
点
に
お
い
て
、

『
党
生
活
者
』
は
歴
史
的
意
味
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

＊

　
『
党
生
活
者
』
論
争
に
お
い
て
「
私
」
と
笠
原
と
の
関
係
は
、

「
目
的
」
の
た
め
に
手
段
を
え
ら
ば
ぬ
人
間
の
蔑
視
、
「
政
治
」
の

「
利
用
」
主
義
と
し
て
追
及
さ
れ
た
が
、
そ
の
笠
原
は
、
伊
藤
と

い
う
女
性
活
動
家
と
「
み
よ
が
し
な
対
比
」
に
お
い
て
描
か
れ
て

い
る
と
も
評
さ
れ
て
い
た
。

　
伊
藤
は
「
私
」
と
同
じ
組
織
の
言
葉
（
共
通
の
コ
ー
ド
）
で
話

す
間
柄
で
あ
る
か
ら
、
｝
見
、
笠
原
の
場
合
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
が
な
い
。
彼
女
は
「
人
眼
を
ひ
く
や
う
な
綺
麗

な
顔
」
を
し
て
お
り
、
黙
っ
て
い
て
も
男
た
ち
が
デ
パ
ー
ト
へ
連

れ
出
し
て
、
物
を
買
っ
て
く
れ
る
。
彼
女
は
ま
た
そ
れ
を
「
極
め

て
落
着
い
て
、
よ
く
利
用
し
た
」
。
「
見
込
の
あ
り
さ
う
な
平
職
工

だ
と
誘
は
れ
る
ま
ま
に
出
か
け
て
行
つ
た
し
、
自
分
か
ら
も
誘
ふ

や
う
に
し
て
」
い
た
と
い
う
党
組
織
の
一
員
で
あ
る
。

　
安
く
も
な
い
贈
物
を
も
ら
う
関
係
を
、
伊
藤
は
い
っ
た
い
ど
ん

な
ふ
う
に
「
利
用
」
す
る
の
か
。
化
粧
し
た
彼
女
が
誘
わ
れ
る
ま

ま
に
、
あ
る
い
は
と
き
に
積
極
的
に
誘
い
、
ど
の
よ
う
な
気
持
や

態
度
で
何
を
し
て
い
る
か
、
読
者
に
は
い
っ
さ
い
知
ら
さ
れ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

い
。
「
伊
藤
と
い
う
女
性
の
態
度
は
少
し
奇
怪
に
過
ぎ
る
」
と

い
っ
た
の
は
小
田
切
秀
雄
だ
が
、
明
ら
か
な
の
は
、
一
種
性
的
関

係
を
「
利
用
」
し
た
こ
の
オ
ル
グ
活
動
が
、
組
織
公
認
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
「
女
性
的
駈
け
ひ
き
と
左
翼
的
言
辞
と

に
あ
ざ
な
は
れ
た
そ
の
口
説
」
と
い
っ
て
み
た
く
も
な
る
、
男
女

立
場
を
か
え
た
言
葉
の
権
力
関
係
で
あ
る
だ
ろ
う
。
組
織
の
言
葉

を
使
う
人
間
と
し
て
、
伊
藤
も
ま
た
相
手
の
人
間
性
を
無
視
し
た

「
口
説
」
を
、
意
識
無
意
識
に
操
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
自
身
に
抵
抗
な
し
に
伊
藤
は
こ
の
よ
う
な
行
為
を
し
え
た
の
だ
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ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
組
織
の
必
要
は
す
べ
て
に
優
先
す
る
と
考
え

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
読
者
は
何
も
知
ら
さ
れ
な
い
。

　
「
私
」
は
た
だ
伊
藤
を
そ
の
ま
ま
肯
定
す
る
態
度
を
み
せ
る
。

「
私
」
に
は
「
利
用
」
主
義
と
い
う
共
通
の
コ
ー
ド
が
あ
る
か
ら

に
相
違
な
い
。
し
か
し
、
組
織
の
会
合
の
場
所
へ
「
私
」
が
入
っ

て
行
っ
た
と
き
、
伊
藤
は
「
後
れ
毛
を
掻
き
上
げ
る
や
う
に
し

て
、
下
か
ら
チ
ラ
」
と
「
私
」
を
見
る
。
い
つ
も
は
素
顔
だ
が
、

そ
の
と
き
男
工
を
オ
ル
グ
し
て
の
帰
り
で
、
化
粧
し
た
そ
の
顔
で

「
何
故
か
私
の
顔
を
し
見
た
、
と
さ
れ
て
い
る
。

　
娼
婦
ま
が
い
の
誘
惑
的
オ
ル
グ
を
公
認
、
奨
励
さ
れ
て
い
た
か

に
み
え
る
伊
藤
が
、
こ
の
微
妙
な
態
度
を
同
志
須
山
に
は
示
さ
な

い
。
伊
藤
が
「
私
」
に
好
意
以
上
の
も
の
を
感
じ
て
い
る
ら
し
い

の
は
、
「
私
」
が
ヌ
カ
漬
の
な
す
ば
か
り
の
食
事
な
の
を
知
っ
て

「
チ
リ
紙
に
包
ん
だ
五
円
」
を
渡
し
た
り
「
私
」
の
シ
ャ
ツ
の
汚

れ
を
心
配
し
、
店
に
寄
っ
て
新
し
い
の
を
買
っ
た
り
す
る
心
づ
か

い
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　
「
私
」
が
「
責
任
を
持
つ
て
、
良
い
奴
を
世
話
し
て
や
る
」
と

冗
談
ま
じ
り
に
い
っ
た
と
き
、
伊
藤
は
「
苦
い
顔
を
私
に
向
け

た
…
…
」
と
あ
る
。
点
線
部
は
彼
女
の
言
語
化
し
え
な
い
内
部
で

あ
り
、
そ
し
て
「
私
」
が
言
語
化
し
な
い
こ
と
で
優
越
を
示
す

「
私
」
の
内
部
で
も
あ
る
。

　
誘
惑
的
な
オ
ル
グ
活
動
に
対
し
て
、
相
手
の
男
工
に
う
し
ろ
め

た
さ
を
感
じ
な
い
ら
し
い
伊
藤
が
そ
の
こ
と
で
「
私
」
に
対
し
て

は
負
目
を
感
じ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
差
別
化
を
伊
藤

に
強
い
、
む
し
ろ
そ
こ
に
男
性
的
優
越
を
「
私
」
は
感
じ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

　
伊
藤
が
示
す
微
妙
な
表
情
や
動
作
に
は
、
組
織
の
言
葉
で
語
る

「
私
」
と
の
共
通
規
範
、
共
通
の
コ
ー
ド
を
疑
わ
せ
、
危
う
く
す

る
よ
う
な
も
の
が
た
し
か
に
存
在
す
る
の
だ
が
、
「
私
」
は
伊
藤

の
送
る
サ
イ
ン
の
重
要
性
を
読
め
な
い
だ
け
で
な
く
そ
れ
を
隠
蔽

す
る
役
割
を
は
た
し
て
い
る
。

　
伊
藤
に
は
た
と
え
ば
こ
ん
な
発
言
も
あ
る
。
「
男
の
同
志
た
ち

は
、
結
婚
す
る
と
、
三
千
年
来
の
潜
在
意
識
か
ら
、
マ
ル
キ
ス
ト

に
も
拘
ら
ず
」
女
た
ち
を
「
奴
隷
」
化
す
る
。
須
山
を
通
じ
て
こ

れ
を
聞
い
た
「
私
」
は
た
だ
単
に
「
良
き
同
志
が
目
付
か
ら
な
い

ん
だ
な
」
と
い
う
ふ
う
に
し
か
受
け
と
め
て
い
な
い
。

　
そ
う
い
う
「
私
」
が
笠
原
と
性
的
関
係
に
あ
る
こ
と
を
、
伊
藤

は
受
け
入
れ
／
受
け
入
れ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
し
、
「
私
」
の
表
情

を
気
づ
か
い
な
が
ら
、
「
女
つ
ぼ
く
」
歩
か
さ
れ
て
も
い
る
の
で

あ
る
。

　
平
等
を
か
か
げ
た
前
衛
の
組
織
で
あ
る
ゆ
え
に
い
っ
そ
う
ジ
ェ

ン
ダ
ー
支
配
の
構
図
は
鮮
や
か
に
浮
き
あ
が
る
。
笠
原
と
い
う
ハ

ウ
ス
キ
ー
パ
ー
の
”
使
い
捨
て
”
ら
れ
る
の
と
同
じ
地
平
に
、
女

党
員
伊
藤
も
立
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
女
の
セ
ク
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シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
一
方
的
に
利
用
さ
れ
収
奪
さ
れ
て
い
る
。
二
人

を
「
み
よ
が
し
な
対
比
」
だ
と
解
す
る
の
は
、
戦
後
批
評
に
根
深

い
「
女
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
の
も
た
ら
し
た
理
解
に
す
ぎ
な

い
。　

と
も
に
人
間
解
放
を
た
た
か
う
同
志
た
ち
の
あ
い
だ
で
、
男
女

同
等
が
い
か
に
モ
ン
ダ
イ
で
あ
っ
た
か
は
、
早
く
自
由
民
権
運
動

時
代
の
岸
田
俊
子
「
同
胞
姉
妹
に
告
ぐ
」
（
『
自
由
の
燈
』
一
八
八
四

・
六
）
の
告
発
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
昭
和
の
革
命
期
を

へ
て
百
年
余
を
経
過
し
た
今
日
も
な
お
”
性
の
政
治
学
”
は
依
然

と
し
て
モ
ン
ダ
イ
で
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
。

＊

　
『
党
生
活
者
』
論
争
に
お
け
る
中
野
重
治
は
、
岩
上
順
一
「
小

林
多
喜
二
」
（
『
世
界
評
論
』
一
九
四
六
・
九
）
の
よ
う
な
、
公
式
的

多
喜
二
擁
護
論
の
多
い
な
か
で
は
、
群
を
ぬ
く
存
在
だ
っ
た
。
荒

正
人
・
平
野
謙
ら
が
断
片
的
に
場
面
を
と
ら
え
て
語
っ
た
の
に
対

し
、
中
野
は
小
説
の
全
面
に
わ
た
っ
て
論
じ
こ
れ
に
反
撃
し
た
。

本
多
秋
五
は
当
時
を
回
想
し
て
、
荒
・
平
野
が
も
っ
ぱ
ら
笠
原
へ

の
「
私
」
の
態
度
ば
か
り
を
照
明
し
た
の
に
対
し
、
母
親
を
と
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

あ
げ
た
中
野
は
「
目
も
さ
め
る
ば
か
り
秀
抜
な
論
理
で
あ
っ
た
」

と
評
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
一
節
を
さ
し

て
い
る
。

　
『
党
生
活
者
』
の
主
人
公
が
そ
の
母
親
に
た
い
し
て
と
っ

た
態
度
は
ま
っ
た
く
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
。
御
承
知
の
よ
う

に
、
革
命
家
で
あ
る
息
子
は
、
そ
の
年
と
っ
た
、
や
も
め
で

あ
る
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
教
養
な
ど
の
何
ひ
と
つ
な
い
母
親

を
、
孤
独
、
貧
乏
、
そ
し
て
息
子
が
今
日
に
も
つ
か
ま
る
か

も
知
れ
ぬ
、
そ
し
て
殺
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
、
殺
さ
れ
ぬ
ま

で
も
、
彼
女
が
死
ぬ
と
き
に
も
会
い
に
来
て
は
も
ら
え
ま
い

と
い
う
気
が
か
り
、
心
細
さ
の
な
か
へ
突
き
お
と
す
の
で
あ

る
。
し
か
も
息
子
は
、
革
命
家
で
は
決
し
て
な
い
こ
の
母
親

に
、
息
子
が
逮
捕
さ
れ
て
彼
女
が
取
り
調
べ
ら
れ
る
よ
う
な

場
合
、
息
子
ひ
と
り
を
利
己
的
な
母
親
の
愛
で
守
る
の
で
な

く
、
資
本
家
階
級
に
た
い
す
る
労
働
者
階
級
の
た
た
か
い
の

正
し
さ
、
共
産
主
義
者
の
活
動
の
正
し
さ
を
、
誇
り
を
も
っ

て
一
般
に
守
る
こ
と
で
守
る
よ
う
に
と
要
求
す
る
の
で
あ

る
。
な
ん
と
い
う
一
方
的
、
専
制
的
、
母
親
の
愛
情
を
踏
み

台
に
す
る
的
、
非
人
間
的
な
要
求
だ
ろ
う
と
い
っ
て
こ
の
息

子
を
わ
が
近
代
的
自
我
主
義
者
た
ち
が
非
難
せ
ぬ
の
で
あ
ろ

　
（
思
゜

・
つ
カ

「
私
」
の
組
織
至
上
主
義
が
強
い
た
、
笠
原
の
犠
牲
が
問
題
視
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さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
母
親
と
の
関
係
を
無
視
す
る
の

は
、
た
し
か
に
片
手
落
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
野
ら
し
い

鋭
い
つ
め
寄
り
か
た
に
も
、
あ
き
ら
か
な
盲
点
が
あ
る
。
と
い
う

の
が
今
日
一
般
の
考
え
か
た
で
あ
る
。
「
私
」
と
笠
原
と
「
私
」

と
母
親
と
の
関
係
は
ま
っ
た
く
異
質
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

り
、
本
多
秋
五
も
あ
ら
た
め
て
以
下
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

「
母
親
の
場
合
、
献
身
は
自
発
的
で
あ
っ
て
強
制
で
は
な
か
っ

た
。
だ
か
ら
こ
そ
読
む
も
の
を
感
動
さ
せ
も
す
る
の
で
あ
る
。
笠

原
を
伊
藤
に
見
替
え
た
よ
う
に
、
主
人
公
が
母
親
を
別
の
母
親
と

見
替
え
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
事
柄
の
性
質
上
、
そ
こ
に
あ

り
え
な
か
っ
た
」
と
。

　
「
母
親
の
愛
情
は
い
わ
ば
先
験
的
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
平
野

謙
の
い
う
「
男
性
的
駈
け
ひ
き
と
左
翼
的
言
辞
と
に
あ
ざ
な
は
れ

た
」
「
口
説
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
「
入
り
こ
む
余
地
は
な
い
」

と
い
う
亀
井
秀
雄
も
同
意
見
と
い
っ
て
よ
い
。
と
も
に
母
親
は

「
母
親
」
で
あ
っ
て
、
し
ょ
せ
ん
「
女
」
で
は
な
い
と
い
う
論
理

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
血
縁
の
母
子
の
愛
情
と
、
男
女
の
性
愛
関
係
と
を
混

同
し
た
と
思
わ
れ
そ
う
な
自
身
の
論
理
に
、
中
野
重
治
と
も
あ
ろ

う
人
が
気
づ
か
な
い
と
も
思
え
な
い
。
問
題
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ

る
だ
ろ
う
。

　
『
党
生
活
者
』
の
母
親
は
「
の
ち
の
ち
ま
で
も
新
し
い
世
代
に

新
し
い
感
動
で
読
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
う
た
が
わ
ぬ
L
と
い

う
中
野
の
断
言
が
あ
る
と
お
り
、
異
様
に
奇
型
化
さ
れ
た
人
物
た

ち
の
う
ち
で
は
、
唯
一
生
動
し
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
に
美
し
い
伝
統
的
な
「
母
親
」
像
、
清
ら
か
な
無
私
と

限
り
な
い
受
苦
と
に
み
ち
た
「
母
」
と
い
う
も
の
を
描
い
た
小
林

多
喜
二
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
に
感
動
す
る
中
野
重
治
、
そ
し

て
本
多
秋
五
や
亀
井
秀
雄
も
ま
た
、
男
性
幻
想
と
し
て
の
「
母
性

神
話
」
に
骨
が
ら
み
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
じ
つ
は
同
族
な
の

だ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
『
党
生
活
者
』
の
母
親
は
、
同
時
期
に
か
か
れ
た
小
林
秀
雄

「
X
へ
の
手
紙
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
三
二
・
九
）
の
母
親
を
想
起

さ
せ
る
。
そ
れ
は
「
私
」
を
こ
こ
ち
よ
く
包
む
故
郷
で
あ
り
、
無

限
に
受
容
す
る
も
の
、
本
質
的
に
他
者
性
を
も
た
ぬ
も
の
と
し
て

の
「
母
」
で
あ
る
。

　
利
口
さ
う
な
顔
を
し
た
す
べ
て
の
意
見
が
俺
の
気
に
入
ら

な
い
。
誤
解
に
し
ろ
正
解
に
し
ろ
同
じ
や
う
に
俺
を
苛
立
て

る
。
同
じ
や
う
に
無
意
味
だ
か
ら
だ
。
例
へ
ば
俺
の
母
親
の

理
解
に
一
足
だ
つ
て
近
よ
る
事
は
出
来
な
い
。
母
親
は
俺
の

言
動
の
全
く
の
不
可
解
に
も
か
㌧
は
ら
ず
、
俺
と
い
ふ
男
は

あ
＼
い
ふ
奴
だ
と
い
ふ
眼
を
一
瞬
も
失
つ
た
事
は
な
い
。
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マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
有
力
な
担
い
手
で
あ
る
小
林
多
喜
二
の

「
母
親
」
と
、
そ
れ
に
対
峙
し
た
小
林
秀
雄
の
「
母
親
」
は
ほ
と

ん
ど
瓜
二
つ
で
あ
る
。
わ
が
子
を
無
条
件
に
信
頼
し
許
容
す
る
こ

と
に
お
い
て
、
何
も
の
に
も
ま
さ
る
永
遠
の
母
性
イ
メ
ー
ジ

男
性
の
憧
憬
を
、
二
人
の
小
林
は
描
い
て
い
る
。

　
し
か
し
、
先
に
中
野
が
「
一
方
的
、
専
制
的
、
母
親
の
愛
情
を

踏
み
台
に
す
る
的
、
非
人
間
的
」
と
つ
め
よ
っ
た
と
き
、
思
想
を

超
え
て
男
た
ち
に
共
有
さ
れ
て
い
る
母
胎
回
帰
願
望
ー
そ
の
母

性
神
話
の
も
つ
抑
圧
構
造
に
お
の
ず
か
ら
ふ
れ
て
、
中
野
は
そ
こ

に
亀
裂
を
入
れ
る
役
割
を
果
し
て
い
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
中
野
の
発
言
目
的
は
あ
く
ま
で
論
敵
繊
滅
に
あ
っ
た
た

あ
、
母
親
を
問
題
化
し
て
相
手
の
虚
を
つ
く
と
こ
と
は
し
た
が
、

こ
の
犠
牲
的
母
親
と
主
人
公
の
関
係
は
む
し
ろ
全
面
的
に
肯
定
し

た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
中
野
は
「
私
」
と
と
も
に
母
性
神
話

に
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
は
小
林
多
喜
二
の
女
性
観
を
、
笠
原
、
伊
藤
の
側
か
ら
だ

け
引
き
出
し
、
「
女
の
代
表
と
も
い
う
べ
き
母
親
の
側
」
か
ら
は

引
き
だ
さ
な
い
、
と
い
う
中
野
の
非
難
の
仕
方
に
も
よ
く
あ
ら
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
女
」
を
「
母
親
」
に
よ
っ

て
代
表
さ
せ
、
「
母
親
」
を
特
権
化
す
る
こ
と
で
「
女
」
の
他
者

性
は
排
除
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
党
生
活
者
』
に
お
け
る
「
私
」
と
笠
原
の
関
係
は
「
私
」
と

母
親
の
関
係
の
じ
つ
は
裏
返
し
な
の
だ
、
と
中
野
に
む
か
っ
て
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

瞭
に
反
撃
し
え
な
か
っ
た
戦
後
派
男
性
の
母
親
コ
ン
プ
レ
ク
ス
は

あ
き
ら
か
で
あ
る
。

　
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
な
か
で
、
”
母

性
神
話
”
の
破
壊
は
も
っ
と
も
早
く
掲
げ
ら
れ
た
「
女
」
の
主
張

の
一
つ
で
あ
っ
た
。
男
性
に
強
い
ら
れ
た
母
性
幻
想
に
脅
迫
さ
れ

て
生
き
る
こ
と
で
、
「
女
」
の
自
我
が
い
か
に
ゆ
が
み
、
そ
の
本

来
の
成
長
を
は
ば
ま
れ
て
き
た
か
、
そ
れ
ら
を
洗
い
出
す
仕
事
の

な
か
か
ら
、
「
女
」
た
ち
の
母
性
嫌
悪
、
子
殺
し
の
テ
ー
マ
が
、

た
と
え
ば
高
橋
た
か
子
、
三
枝
和
子
そ
の
他
に
よ
っ
て
鮮
明
に
描

か
れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
。

＊

　
『
党
生
活
者
』
論
争
な
ど
の
平
野
謙
の
意
見
に
は
全
面
的
に

賛
成
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
「
い
さ
さ
か
脇
に
落
ち
な
い
の
は
、

ど
う
し
て
、
か
れ
が
、
利
用
さ
れ
た
修
道
女
た
ち
を
責
め
な
い

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
そ
れ
ら
利
用
さ
れ
っ
ぱ

な
し
の
い
く
じ
の
な
い
修
道
女
た
ち
を
、
断
罪
す
べ
き
で
は
な
い

　
ロ
　

か
」
と
い
っ
た
の
は
花
田
清
輝
で
あ
る
。

　
平
野
謙
に
と
っ
て
思
い
も
よ
ら
ぬ
方
角
か
ら
の
一
矢
で
あ
っ
た

に
相
違
な
い
。
岡
田
嘉
子
は
「
可
愛
ら
し
」
い
女
優
で
あ
り
、
笠
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原
は
「
不
感
症
的
人
間
蔑
視
」
に
さ
ら
さ
れ
た
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー

で
あ
っ
て
、
と
も
に
か
よ
わ
い
「
政
治
」
の
犠
牲
者
で
あ
る
、
と

い
う
平
野
謙
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
、
花
田
清
輝
は
根
本
的
に
問

い
直
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　
花
田
清
輝
は
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
内
部
の
女
性
蔑
視
に
対
し
て

は
む
ろ
ん
、
平
野
ら
そ
の
批
判
者
た
ち
に
対
し
て
も
対
立
し
た
、

今
日
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
思
想
に
通
ず
る
問
題
の
い
ち
早
い
提
供
者

で
あ
っ
た
。

　
か
つ
て
の
同
志
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
、
つ
い
に
途
中
で
脱

落
し
、
い
ま
で
は
敵
の
戦
列
に
参
加
し
て
い
る
が
ー
し
か

し
、
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
ザ
は
、
相
い
変
ら
ず
十
年
一
日
の
ご

と
く
人
民
解
放
の
た
め
に
戦
い
つ
づ
け
て
お
り
、
い
さ
さ
か

も
飽
き
る
模
様
も
な
い
の
だ
。
ど
う
し
て
こ
う
い
う
奇
蹟
が

お
こ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
、
そ
の
大
き
な
原
因

の
一
つ
に
、
か
れ
に
た
い
す
る
テ
レ
ザ
・
パ
ン
ザ
の
協
力
を

あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

　
「
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
ザ
の
旗
」
の
一
節
で
あ
る
。
花
田
に
よ
れ

ば
、
「
家
庭
」
を
栓
楷
と
考
え
惜
し
げ
も
な
く
見
捨
る
こ
と
で
性

急
に
解
放
を
企
て
た
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
没
落
し
た
が
、
あ
と
を

受
け
た
サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
ザ
は
「
家
庭
」
を
か
れ
の
理
想
実
現
の

た
め
の
「
バ
リ
ケ
ー
ド
に
転
化
」
し
た
の
で
あ
る
。
「
奇
蹟
」
の

原
因
は
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
か
れ
の
妻
テ
レ
ザ
・
パ
ン
ザ
は

「
女
房
で
あ
る
と
と
も
に
同
志
で
も
あ
る
、
一
人
の
女
性
」
だ
と

さ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
に
は
、
革
命
の
禁
欲
主
義
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
に
よ
っ

て
、
現
世
を
捨
て
た
「
修
道
僧
」
と
、
一
方
的
に
「
利
用
さ
れ
っ

ぱ
な
し
の
い
く
じ
の
な
い
修
道
女
」
の
関
係
は
な
り
た
た
な
い
。

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
運
動
と
そ
の
批
判
者
た
ち
に
も
通
底
す
る
権

力
構
造
を
洞
察
し
、
反
撃
で
き
る
視
座
は
「
女
房
」
で
あ
っ
て

「
同
志
」
で
も
あ
る
新
し
い
「
女
」
の
も
の
で
あ
る
。
花
田
に
お

け
る
こ
う
し
た
新
し
い
「
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
い
つ
ど
の
よ
う

に
形
成
さ
れ
た
の
か
。
戦
時
下
の
文
章
を
小
林
秀
雄
と
比
較
し
な

が
ら
み
て
み
れ
ば
わ
か
る
。

　
小
林
は
「
歴
史
と
文
学
」
（
『
改
造
』
一
九
四
一
・
三
、
四
）
の
な

か
で
述
べ
て
い
る
。
「
母
親
に
と
つ
て
、
歴
史
的
事
実
と
は
、
子

供
の
死
で
は
な
く
、
寧
ろ
死
ん
だ
子
供
を
意
味
す
る
。
（
中
略
）

母
親
の
愛
情
が
、
何
も
彼
も
の
元
な
の
だ
。
死
ん
だ
子
供
を
、
今

も
な
ほ
愛
し
て
ゐ
る
か
ら
こ
そ
、
子
供
が
死
ん
だ
と
い
ふ
事
実
が

在
る
の
だ
。
（
中
略
）
母
親
の
愛
情
が
、
歴
史
事
実
を
現
実
化
し

旦
ハ
体
化
し
客
観
化
す
る
と
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」

　
あ
き
ら
か
に
「
X
へ
の
手
紙
」
の
延
長
上
に
か
か
れ
た
「
歴
史

主
義
」
批
判
と
い
っ
て
よ
い
。
出
来
事
の
一
回
性
、
非
歴
史
性
、
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主
観
性
を
示
す
「
具
体
」
例
は
、
子
供
に
死
な
れ
た
母
で
あ
っ

て
、
夫
に
死
な
れ
た
妻
で
は
な
い
。

　
同
じ
時
期
の
花
田
清
輝
「
女
の
論
理
　
　
ダ
ン
テ
ー
」
（
『
文

化
組
織
』
↓
九
四
一
・
四
）
は
、
こ
の
対
極
か
ら
発
想
さ
れ
て
い

る
。
か
れ
は
「
女
の
顔
」
を
「
抽
象
」
的
に
描
く
こ
と
で
「
女
の

ほ
ん
と
う
の
顔
」
を
描
き
た
い
と
い
う
。
「
旦
ハ
体
」
的
な
女
の
顔

が
小
林
の
「
母
親
」
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
当
時
、

「
抽
象
的
に
女
を
描
く
」
と
は
、
献
身
的
「
母
性
」
と
し
て
天
皇

制
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
回
収
さ
れ
な
い
「
女
」
の
可
能
性
の
追
求
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
「
女
房
」
で
あ
っ
て
「
同
志
」
で
あ
る
よ

う
な
「
女
」
は
、
じ
つ
は
こ
こ
に
誕
生
す
る
。

　
サ
ン
チ
ョ
の
妻
テ
レ
ザ
は
、
湿
潤
な
日
本
文
学
的
風
土
の
「
詠

嘆
」
調
と
こ
と
な
る
「
砂
漠
的
精
神
」
の
乾
い
た
激
し
さ
を
体
現

し
た
存
在
で
あ
り
、
哀
れ
に
か
よ
わ
い
「
女
」
と
は
無
縁
の
「
抽

象
的
な
女
」
で
あ
る
。
遊
牧
生
活
の
な
か
の
共
同
の
働
き
手
で
あ

り
、
夫
婦
と
し
て
と
同
志
と
し
て
の
愛
情
が
「
絶
え
ず
ま
じ
り

合
っ
て
い
る
」
。
血
縁
に
よ
ら
な
い
、
男
女
と
い
う
人
間
の
基
本

単
位
に
よ
っ
て
、
同
じ
理
想
の
も
と
に
結
合
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
現
実
に
は
最
初
た
し
か
に
恋
人
で
あ
り
同
志
で
あ
っ

た
二
人
が
い
つ
の
間
に
か
気
づ
い
て
み
る
と
「
た
だ
の
亭
主
や
女

房
に
転
化
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
例
は
、
じ
つ
に
枚
挙
す
る
に

　
　
　
　
　
お
　

い
と
ま
が
な
い
」
と
花
田
は
い
う
。
こ
れ
が
宮
本
百
合
子
『
風
知

草
』
（
『
文
芸
春
秋
』
一
九
四
六
・
九
－
二
）
の
重
吉
、
ひ
ろ
子
の
関

係
を
暗
に
調
し
た
も
の
で
あ
る
の
は
明
瞭
だ
ろ
う
。
戦
後
の
日
本

共
産
党
を
先
導
し
た
評
論
に
お
い
て
颯
爽
た
る
百
合
子
も
、
お
よ

そ
古
風
な
男
女
非
対
称
を
し
か
描
け
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
花
田
は
同
じ
文
章
の
な
か
で
、
『
或
る
女
』
の
女

主
人
公
に
「
女
房
的
肉
眼
」
な
ど
を
発
見
す
る
平
野
謙
を
椰
楡
し

て
い
た
。
女
主
人
公
葉
子
は
恋
愛
至
上
主
義
的
な
存
在
で
あ
っ
て

「
女
房
な
ど
と
い
う
世
帯
じ
み
た
シ
ロ
モ
ノ
」
で
は
な
い
と
い
う

の
で
あ
る
。
当
時
、
平
野
謙
は
自
然
主
義
・
私
小
説
と
、
戦
前
マ

ル
ク
ス
主
義
文
学
相
方
の
批
判
的
克
服
の
問
題
を
あ
ぐ
っ
て
「
女

房
的
文
学
論
」
（
『
文
芸
』
一
九
四
七
・
四
）
な
る
刺
激
的
標
題
の
批

評
文
を
か
い
て
い
た
の
で
あ
る
。

＊

　
平
野
謙
は
し
か
し
、
『
或
る
女
』
の
主
人
公
葉
子
が
「
女
房
的

肉
眼
」
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
白
樺

派
」
の
理
想
主
義
者
有
島
武
郎
さ
え
も
「
女
房
的
視
点
」
か
ら
独

歩
の
苦
し
い
恋
愛
を
描
く
こ
と
で
、
文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
を
確
保

し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
注
目
し
た
の
で
あ
る
。
「
『
欺
か
ざ
る
の

記
』
一
巻
の
著
者
が
、
そ
の
『
思
想
史
』
的
側
面
を
捨
象
さ
れ

て
、
こ
の
や
う
な
赤
つ
る
剥
け
の
す
が
た
に
ま
で
単
一
化
さ
れ
た
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点
に
、
自
然
主
義
文
学
の
獲
ち
得
た
い
は
ゆ
る
人
間
真
実
の
保
証

が
あ
る
L
と
い
う
の
で
あ
り
、
「
女
房
的
肉
眼
」
と
は
平
野
謙
に

あ
っ
て
は
自
然
主
義
的
肉
眼
、
な
い
し
そ
の
人
間
観
で
あ
る
。

　
平
野
謙
に
よ
れ
ば
、
近
代
日
本
文
学
独
特
の
レ
ア
リ
ス
ム
に
一

貫
す
る
も
の
は
、
社
会
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
「
封
鎖
的
な
家
族
制
度

の
枠
内
で
、
ひ
た
す
ら
日
常
性
に
偏
執
し
た
自
然
主
義
・
私
小
説

の
作
家
的
眼
光
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
女
房
の
ま
な
ざ
し
と
シ

ノ
ニ
ム
」
で
あ
る
。
藤
村
の
『
家
』
の
手
法
、
構
成
く
ら
い
そ
れ

を
代
表
す
る
も
の
は
な
い
が
、
こ
の
彪
大
な
長
篇
に
は
、
「
社
会

経
済
的
な
眼
く
ば
り
」
が
い
さ
さ
か
も
な
い
。
「
女
房
的
肉
眼
」

を
練
磨
し
そ
れ
に
固
執
し
て
き
た
日
本
の
私
小
説
的
文
学
精
神

は
、
や
が
て
文
壇
に
導
入
さ
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
「
社
会

思
想
」
「
実
証
科
学
的
な
社
会
像
」
の
前
に
な
す
と
こ
ろ
を
知
ら

ず
、
一
方
、
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
は
自
己
の
思
想
を
「
一
個
の
文

芸
思
潮
に
ま
で
晶
化
す
る
困
難
な
作
業
」
を
か
え
り
み
る
い
と
ま

が
な
い
ま
ま
、
「
世
界
観
的
に
は
」
自
然
主
義
的
人
間
観
な
ど
無

視
し
な
が
ら
「
技
法
的
に
は
」
平
然
と
自
然
主
義
的
レ
ア
リ
ズ
ム

を
採
用
し
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
「
奇
妙
な
自
己
矛
盾
」

の
極
限
に
『
党
生
活
者
』
も
ま
た
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
の
な
か

に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
敗
退
も
転
向
文
学
の
氾
濫
も
あ
っ
た
わ

け
で
、
今
日
緊
急
な
課
題
は
「
自
然
主
義
文
学
の
徹
底
的
な
克
服

と
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
大
胆
な
自
己
批
判
と
を
併
せ
行
ふ
」
こ

と
に
あ
る
、
と
い
う
の
が
「
女
房
的
文
学
論
」
の
提
言
で
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
日
本
の
「
『
家
」
の
周
辺
を
内
側
か
ら
鋭
く
ネ
ガ
テ
ィ

ヴ
に
あ
ば
い
た
L
点
に
わ
が
自
然
主
義
文
学
の
最
大
の
功
績
を
認

め
て
い
る
平
野
謙
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
然
主
義
文
学
の
眼

光
と
「
女
房
の
ま
な
ざ
し
」
が
シ
ノ
ニ
ム
で
あ
る
と
い
う
な
ら
、

「
女
房
」
に
も
「
最
大
の
功
績
」
は
認
め
ら
れ
る
道
理
で
あ
る
の

に
、
「
女
房
」
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
随
劣
卑
小
な
特
性
が
列
挙
さ

れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
い
わ
く
「
一
個
ゆ
る
が
ぬ
リ
ア
リ
ス
ト
」

「
卑
近
低
俗
な
唯
物
論
者
」
「
骨
の
髄
か
ら
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
「
生

物
学
的
人
間
観
」
「
衝
動
的
」
「
感
覚
的
」
「
非
論
理
的
」
な
ど
。

　
近
年
に
な
っ
て
こ
の
あ
た
り
の
平
野
謙
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
平
野
謙
は
「
文
学
に
お
け
る
女
房
的
視
点
の
意

義
の
発
掘
か
ら
、
『
女
房
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
『
女
房
的
文
学
』
自
体

の
告
発
へ
L
と
い
う
「
屈
折
な
い
し
矛
盾
」
に
お
い
て
「
み
ず
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　

ら
の
男
性
的
独
善
と
馬
脚
」
を
あ
ら
わ
し
た
の
で
あ
る
と
薮
禎
子

は
述
べ
て
い
る
。

　
平
野
謙
に
お
け
る
矛
盾
の
み
な
も
と
を
尋
ね
る
な
ら
、
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

自
然
主
義
の
「
女
房
」
的
視
点
が
、
自
然
主
義
男
性
作
家
の
方
法

と
し
て
の
み
意
義
を
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

本
物
の
女
房
が
「
女
房
」
的
視
点
を
も
つ
自
然
主
義
作
家
に
な
ろ

う
な
ど
と
は
、
平
野
謙
に
思
い
も
よ
ら
ぬ
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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「
婦
人
解
放
な
ど
と
景
気
は
い
い
が
、
ほ
ん
と
に
解
放
さ
れ
ち

ま
つ
た
ら
、
い
よ
い
よ
度
し
が
た
い
有
閑
マ
ダ
ム
に
な
る
し
か
あ

　
　
　
め
　

る
ま
い
」
な
ど
と
く
ち
ば
し
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
も
そ
れ
は
う

か
が
え
る
。
「
可
愛
ら
し
い
」
女
優
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
平
野
謙

は
、
反
転
し
て
「
窮
鼠
猫
を
噛
む
」
「
女
房
」
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
を
仮
構
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
「
女

房
」
で
あ
っ
て
「
同
志
」
で
も
あ
る
と
い
う
、
テ
レ
ザ
と
サ
ン

チ
ョ
の
よ
う
な
理
想
的
関
係
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
わ

く
哀
れ
な
聖
女
か
、
頑
迷
卑
俗
な
悪
女
か
と
い
う
い
わ
ゆ
る

「
女
」
の
二
分
割
が
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
父
権
制
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
ソ
　
　
ジ
　
　
ニ
　
　

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
「
女
性
嫌
悪
（
恐
怖
）
」
の
二
側
面
と

い
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
女
性
を
「
外
部
」
に
排
除
す
る
こ
と
で
緊
密
な
信
頼
関
係
を
維

持
す
る
男
性
同
志
の
支
え
あ
い
が
、
父
権
制
社
会
の
特
色
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
こ
う
し
て
戦
後
文
学
論
争
に
登
場
す
る
「
女
」
た
ち

に
よ
っ
て
、
戦
後
「
民
主
主
義
」
体
制
の
父
権
的
構
造
は
お
の
ず

と
暴
き
だ
さ
れ
て
い
る
。
『
或
る
女
』
の
主
人
公
は
「
女
房
」
な

ん
か
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
花
田
清
輝
は
、
マ
ト
を
外
し
て
マ
ト

を
射
て
い
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
恋
愛
と
同
志
愛
、
女

房
と
同
志
を
イ
ク
ォ
ー
ル
で
つ
な
ぐ
花
田
の
「
遊
牧
民
的
家
族
」

の
理
念
は
、
や
は
り
当
時
に
あ
っ
て
突
出
し
て
い
た
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
。

　
そ
れ
は
男
女
が
「
性
」
的
「
階
級
」
的
主
体
と
し
て
平
等
に
結

び
つ
く
「
場
」
と
し
て
の
「
家
族
」
の
理
念
で
あ
る
が
、
ま
た
、

男
女
が
「
相
手
の
異
質
性
と
向
き
あ
い
」
な
が
ら
も
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
絶
望
す
る
の
で
な
く
、
「
異
質
性
に
発
す
る
『
対
立
』

　
　
　
　
め
　

を
楽
し
む
」
関
係
な
の
だ
と
い
わ
れ
て
も
い
る
。
そ
こ
に
は
「
階

級
」
の
た
め
、
「
政
治
」
の
た
め
に
「
手
段
」
と
化
さ
れ
た
り
、

無
限
の
献
身
を
強
い
ら
れ
た
り
、
組
織
に
隷
従
し
た
り
す
る

「
女
」
は
存
在
し
な
い
。
性
差
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
i
支
配
を
形
成
す

る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
作
用
す
る
特
権
的
「
場
」
で
も
あ
る
「
家

族
」
が
、
ひ
ら
か
れ
た
対
立
関
係
と
し
て
あ
る
以
上
当
然
の
こ
と

で
あ
る
。

　
「
抑
々
、
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
コ
ス
の
う
ま
れ
た
の
は
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
の
身
辺
に
、
稀
代
の
悪
妻
ク
サ
ン
テ
ィ
ッ
ペ
が
お
り
、
両
者

の
間
に
、
絶
え
ず
猛
烈
な
理
論
闘
争
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
た
め

　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

で
は
な
か
っ
た
か
！
」
と
は
、
花
田
の
思
い
描
く
男
女
関
係
の
ダ

イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
原
像
の
よ
う
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
平
野
謙

「
女
房
的
文
学
論
」
に
お
け
る
夫
婦
相
剋
と
の
あ
い
だ
に
、
そ
れ

ほ
ど
の
径
庭
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
同
じ
イ
メ
ー
ジ

か
ら
、
つ
ね
に
他
者
と
対
関
係
に
あ
る
位
相
、
対
立
す
る
男
女

二
項
の
間
に
優
劣
の
な
い
、
互
に
相
手
を
相
対
化
し
う
る
よ
う
な

積
極
的
関
係
を
抽
出
し
て
い
く
花
田
清
輝
と
、
亭
主
関
白
に
居
直

る
こ
と
で
、
女
房
と
の
闘
争
を
必
然
と
し
常
態
と
す
る
よ
う
な
ぺ
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シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
平
野
謙
と
の
差
異
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
そ
の
平
野
謙
も
「
僕
は
信
じ
て
る
、
夫
婦
と
い
ふ
も
，

の
が
、
必
ず
キ
ン
ヒ
ツ
相
和
す
な
ん
て
こ
と
に
な
つ
た
ら
世
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
進
歩
発
展
は
止
つ
ち
ま
う
」
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
現

実
密
着
派
平
野
謙
も
、
理
念
派
花
田
清
輝
も
、
や
が
て
戦
後
の
経

済
成
長
と
と
も
に
蔓
延
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
近
代
家
族
」
幻
想
か

ら
は
自
由
な
場
所
に
た
た
ず
ん
で
い
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
今
日

の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
側
か
ら
な
お
、
問
題
を
ひ
き
出
し
う

る
、
対
照
的
な
二
人
の
批
評
家
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
知
れ

な
い
。（

1
）
　
『
悔
い
な
き
命
を
』
（
広
済
堂
、
　
一
九
七
三
・
四
）

　
　
　
『
心
に
残
る
人
び
と
』
（
早
川
書
房
、
一
九
八
三
・
七
）
他

（
2
）
　
ウ
ラ
ジ
ー
ミ
ル
・
ボ
ブ
レ
ニ
ョ
フ
　
名
越
健
郎
「
岡
田
嘉
子
　
い

　
　
ま
明
か
さ
れ
た
空
白
の
1
0
年
の
謎
」
（
『
婦
人
公
論
』
一
九
九
四
・

　
　
一
一
）

　
　
　
「
世
界
わ
が
心
の
旅
　
　
ソ
ビ
エ
ト
収
容
所
大
陸
i
岡
田
嘉
子
の
失

　
　
わ
れ
た
十
年
」
（
「
テ
レ
ビ
マ
ン
ユ
ニ
オ
ン
」
現
地
取
材
、
一
九
九

　
　
四
・
八
・
一
四
、
N
H
K
衛
生
第
二
放
送
放
映
）

（
3
）
　
こ
の
背
後
に
若
い
平
野
謙
の
原
体
験
を
み
る
こ
と
は
で
き
る

　
　
が
、
別
に
論
じ
た
の
で
こ
こ
で
は
省
略
す
る
。

（
4
）
　
『
島
崎
藤
村
・
戦
後
文
学
芸
術
評
論
』
解
説
（
冨
山
房
百
科
文

　
　
庫
　
一
九
七
九
・
一
〇
）

（
5
）
　
「
日
本
を
脱
出
し
て
三
十
五
年
」
（
『
中
央
公
論
』
一
九
七
三
・
三
）

（
6
）
　
日
本
に
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
が
出
廻
る
の
は
大
正
期
以
降
で
、
一

　
　
台
ご
と
に
タ
イ
ピ
ス
ト
学
校
出
身
者
一
名
推
薦
す
る
制
度
が
あ
っ

　
　
た
。
大
学
出
の
月
給
が
四
〇
円
位
の
昭
和
初
期
、
英
文
タ
イ
ピ
ス

　
　
ト
六
三
円
、
邦
文
四
〇
円
の
記
録
が
あ
る
。
村
上
信
彦
『
大
正
期

　
　
の
職
業
婦
人
』
（
ド
メ
ス
出
版
、
一
九
八
三
・
一
一
）

（
7
）
　
「
小
林
多
喜
二
問
題
」
（
季
刊
『
芸
術
』
皿
　
一
九
四
七
・
四
）

（
8
）
　
「
『
政
治
と
文
学
』
を
め
ぐ
る
論
争
」
（
『
物
語
戦
後
文
学
史
』
上

　
　
新
潮
社
、
一
九
六
六
・
三
）

（
9
）
　
「
過
去
の
作
家
・
作
品
の
新
し
く
よ
び
か
け
る
も
の
」
（
『
新
日

　
　
本
文
学
』
一
九
四
八
・
六
）
引
用
は
『
中
野
重
治
全
集
』

（
0
1
）
　
森
山
重
雄
「
小
林
多
喜
二
　
　
組
織
内
小
説
に
つ
い
て
　
　
」

　
　
（
『
文
学
』
一
九
六
六
・
一
）
に
「
母
親
へ
の
感
激
と
尊
敬
が
反
転

　
　
す
れ
ば
ハ
ウ
ス
キ
ー
パ
ー
に
犠
牲
と
献
身
を
ふ
り
あ
て
る
」
と
あ

　
　
る
。

（
1
1
×
1
3
）
　
「
同
志
愛
の
悲
劇
」
（
『
婦
人
公
論
』
　
一
九
五
五
・
一
二
）

　
　
原
題
「
失
意
の
政
治
的
性
格
」
引
用
は
『
花
田
清
輝
全
集
』

（
1
2
）
　
初
出
未
詳
、
推
定
一
九
四
七
・
＝
一
『
二
つ
の
世
界
』
所
収
、

　
　
引
用
右
に
同
じ

（
1
4
）
　
「
『
女
房
的
文
学
論
』
私
見
」
（
『
日
本
文
学
』
　
一
九
九
二
・

　
　
一
一
）

（
1
5
）
（
1
8
）
　
全
集
未
収
録
「
女
房
の
限
界
」
（
『
婦
人
公
論
』
　
一
九
四

　
　
七
・
一
〇
）

（
1
6
）
菅
本
康
之
「
花
田
清
輝
の
家
族
論
」
（
『
文
芸
研
究
』
｝
九
九

　
　
〇
・
九
）

（
1
7
）
　
「
犬
も
喰
わ
な
い
話
」
（
『
新
日
本
文
学
』
一
九
四
七
・
一
一
）
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