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二
一

１
は
じ
め
に

　

吉
田
知
子
の
「
無
明
長
夜
」
は
、
彼
女
が
主
宰
す
る
同
人
誌
、『
ゴ
ム
』
九
号
（
一
九
七
〇
頃
）
に
発
表
後
、『
新
潮
』
七
八
〇
号
（
一
九
七
〇
・
四
）
に
再
掲
さ
れ
た
こ

と
で
多
く
の
人
の
目
に
留
ま
り
、
そ
の
年
の
芥
川
賞
（
第
六
十
三
回
）
に
選
ば
れ
た
。
吉
田
に
と
っ
て
の
出
世
作
だ
。
当
時
、
賞
の
選
考
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
三
島
由
紀

夫
は
、吉
田
の
「
異
常
な
才
能
」
を
認
め
、「
無
明
長
夜
」
を
「
実
存
的
作
品
」
と
し
て
高
く
評
価
し
た
（
１
）。
同
年
九
月
に
は
、彼
女
に
と
っ
て
の
初
の
単
行
本
、『
無
明
長
夜
』

（
新
潮
社
、
一
九
七
〇
・
九
）
が
発
行
さ
れ
た
が
、
本
稿
が
取
り
上
げ
る
「
豊
原
」（『
ゴ
ム
』
七
号
、
一
九
六
七
・
一
初
出
）
は
、
そ
こ
に
所
収
さ
れ
た
短
編
作
品
で
あ
る
。

　

タ
イ
ト
ル
に
あ
る
豊
原
と
は
、
南
樺
太
南
東
部
に
位
置
し
た
都
市
の
名
だ
。
一
九
三
四
年
、
静
岡
に
生
ま
れ
た
吉
田
は
、
軍
人
で
あ
る
父
の
転
勤
に
従
い
、
幼
時
よ
り
満

州
に
移
住
の
経
験
を
持
つ
。
日
本
と
満
州
を
何
度
か
行
き
来
し
た
後
、
一
九
四
五
年
四
月
か
ら
は
樺
太
に
移
り
、
豊
原
で
終
戦
を
迎
え
た
。
敗
戦
直
後
の
南
樺
太
は
ソ
連
軍

の
侵
攻
と
爆
撃
を
受
け
、
吉
田
が
い
た
豊
原
は
同
年
八
月
二
十
五
日
に
ソ
連
軍
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
た
。
翌
月
に
は
、
樺
太
特
務
機
関
長
で
あ
っ
た
吉
田
の
父
が
ソ
連
軍
に

連
行
さ
れ
た
。
以
降
、
二
度
と
父
の
姿
を
見
る
こ
と
は
な
く
、
吉
田
は
一
九
四
七
年
三
月
に
母
と
と
も
に
静
岡
に
引
揚
げ
た
。
小
学
生
で
あ
っ
た
吉
田
の
〈
戦
後
〉
は
そ
の

よ
う
に
、
住
む
場
所
や
家
族
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
、〈
喪
失
〉
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

短
編
「
豊
原
」
は
、
終
戦
前
後
の
作
者
の
外
地
移
住
と
敗
戦
・
引
揚
げ
の
経
験
に
基
づ
い
て
、
叙
述
さ
れ
た
作
品
（
２
）
だ
。
文
壇
評
価
が
高
い
作
品
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

吉
田
知
子
「
豊
原
」
論　
―
エ
グ
ザ
イ
ル
の
文
学
と
し
て
読
み
拓
く
―
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二

ま
た
、
芥
川
賞
受
賞
前
、
す
な
わ
ち
、
作
家
と
し
て
人
々
に
認
め
ら
れ
る
前
の
作
品
で
も
あ
る
た
め
、
従
来
の
吉
田
の
作
家
略
歴
や
主
な
作
品
歴
で
は
本
作
品
は
省
略
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
確
か
に
、
文
壇
評
価
の
高
い
作
品
を
並
べ
る
こ
と
で
捉
え
ら
れ
る
吉
田
文
学
の
像
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
文
壇
評
価
と
い
う
観
点
で
は

見
過
ご
さ
れ
る
作
品
か
ら
見
出
さ
れ
る
、
吉
田
文
学
の
新
た
な
一
面
も
あ
る
は
ず
だ
。
例
え
ば
、
本
作
品
で
語
ら
れ
る
敗
戦
、
お
よ
び
引
揚
げ
の
記
憶
、
そ
し
て
家
族
観
は
、

そ
の
後
の
吉
田
作
品
に
お
い
て
も
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
吉
田
の
文
学
を
語
る
上
で
本
作
品
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

　

本
作
品
が
も
つ
可
能
性
に
深
く
言
及
す
る
前
に
、
現
在
ま
で
に
見
出
さ
れ
た
吉
田
の
文
学
の
特
徴
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
曽
根
博
義
は
、「
豊
原
」
を
含
む
複
数
の
吉
田

作
品
（
３
）
を
分
析
し
た
上
で
、
吉
田
の
作
品
は
、
作
者
の
「
実
存
的
な
眼
」（「『
無
明
長
夜
』
吉
田
知
子
」『
国
文
学
解
釈
と
観
賞
』
四
八
〇
号
、
一
九
七
三
・
五
）
を
通
し
て

叙
述
さ
れ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
先
述
し
た
三
島
も
「
無
明
長
夜
」
を
「
実
存
的
作
品
」
と
分
析
し
た
が
、
サ
ル
ト
ル
の
実
存
主
義
文
学
が
戦
後
の
日

本
で
も
流
行
し
、
日
本
国
内
で
も
安
部
公
房
や
埴
谷
雄
高
と
い
っ
た
作
家
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
吉
田
の
文
学
に
お
け
る
〈
実
存
的
〉
な
も
の
の
見
方
は
同
時

代
性
か
ら
外
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
戦
後
の
日
本
文
学
が
も
つ
特
徴
の
一
つ
と
一
致
す
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
れ
と
は
別
に
、
久
保
田
裕
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
幼
少
期
よ
り
満
州
や
樺
太
と
い
っ
た
外
地
で
過
ご
し
た
吉
田
の
移
住
歴
に
着
目
す
る
と
、
吉
田
の
文
学
は
、「
国
境

や
国
籍
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
か
ら
解
き
放
た
れ
た
」（『
女
性
作
家
シ
リ
ー
ズ
十
六　

吉
田
知
子
／
森
万
紀
子
／
吉
行
理
恵
／
加
藤
幸
子
』
河
野
多
恵
子
他
監
修
、

角
川
書
店
、
一
九
九
八
・
十
、p.441

）
文
学
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
久
保
田
い
わ
く
、
吉
田
の
文
学
は
、「
国
家
や
家
族
と
い
っ
た
人
間
を
社
会
的
に
規
定
す
る
も
の
を
取

り
払
っ
た
後
の
、
人
間
の
原
初
の
本
質
」（
同
前p.440
）
の
描
出
を
目
指
す
文
学
で
あ
る
と
い
う
（
４
）。〈
外
地
で
の
移
住
経
験
〉
か
ら
得
た
も
の
と
し
て
は
、
大
い
に
納
得

で
き
る
指
摘
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
先
の
〈
実
存
的
〉
な
も
の
の
見
方
に
看
取
さ
れ
る
、
存
在
そ
の
も
の
に
対
す
る
不
安
や
、
喪
失
感
と
の
繋
が
り
は
見
え
て
こ
な
い
。

む
し
ろ
、
吉
田
の
〈
外
地
と
内
地
間
の
移
動
の
経
験
〉
の
う
ち
、〈
戦
後
の
引
揚
げ
経
験
〉
に
絞
り
込
む
方
が
、
曽
根
と
久
保
田
が
見
出
し
た
吉
田
の
文
学
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特

徴
は
強
固
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
通
り
に
考
え
て
み
る
と
、
短
編
「
豊
原
」
は
従
来
、
別
々
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
吉
田
の
文
学
の
特
徴
の
結
節
点
を

考
察
す
る
の
に
適
し
た
作
品
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

結
論
を
先
取
り
し
て
お
く
と
、結
節
点
を
考
え
る
上
で
鍵
に
な
る
の
は
、本
作
品
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
〈
捨
て
る
〉
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
本
作
品
冒
頭
に
お
い
て
、「
母
」

を
捨
て
た
と
述
べ
る
主
人
公
、「
僕
」
は
、
物
語
後
半
で
、「
僕
は
も
う
子
供
で
は
な
い
ん
だ
」（p.588

）（
５
）
と
決
意
す
る
が
、
そ
の
直
後
に
は
次
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
。

朝
の
光
の
中
の
母
の
顔
は
何
だ
か
変
だ
っ
た
。
昨
夜
の
母
と
は
ち
が
う
人
の
よ
う
だ
っ
た
。
今
ま
で
の
母
と
も
別
人
み
た
い
で
、
見
た
こ
と
も
な
い
知
ら
な
い
人
に
見

え
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

　
　

  （
同
前
）

　

誰
よ
り
も
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
は
ず
の
「
母
」
が
、「
見
た
こ
と
も
な
い
知
ら
な
い
人
に
見
え
た
」
と
「
僕
」
は
言
う
が
、実
際
に
変
化
し
た
の
は
「
母
」
で
は
な
く
、「
僕
」

の
意
識
だ
。
本
作
品
を
素
直
に
読
む
な
ら
ば
、
親
を
も
捨
て
る
覚
悟
で
大
人
へ
と
成
長
し
て
い
く
少
年
の
自
立
の
物
語
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
母
を
捨
て
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た
少
年
が
遂
行
せ
ん
と
す
る
行
為
が
、
敗
戦
後
、
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
居
場
所
を
捨
て
た
、
引
揚
げ
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
本
作
品
は
異
な
る
物
語

と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
次
第
で
、
本
稿
で
は
戦
後
引
揚
者
の
心
的
特
徴
（
６
）
で
あ
る
〈
故
国
イ
コ
ー
ルhom

e

（
ホ
ー
ム
）〉
の
喪
失
と
い
う
視
座
か
ら
短

編
「
豊
原
」
を
眺
め
直
す
こ
と
に
よ
り
、
エ
グ
ザ
イ
ル
（
７
）
の
文
学
（
８
）
と
し
て
の
吉
田
文
学
の
可
能
性
を
切
り
拓
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２
親
捨
て
の
物
語

①
引
揚
げ
の
記
憶
と
し
て
の
「
母
」
の
死

　

本
作
品
は
、
戦
後
引
揚
経
験
者
の
「
僕
」
の
視
点
で
、
引
揚
げ
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
辿
る
一
人
称
小
説
だ
。
本
章
で
は
、
ま
ず
、「
僕
」
の
語
り
に
光
を
当
て
、
親
捨
て
を

語
る
「
僕
」
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
本
作
品
に
お
け
る
〈
捨
て
る
〉
と
い
う
言
語
表
現
の
意
義
を
考
察
し
て
い
く
。

　

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
本
作
品
の
冒
頭
は
、
以
下
の
通
り
の
親
捨
て
の
叙
述
か
ら
始
ま
る
。

僕
は
樺
太
へ
母
を
捨
て
て
き
た
。
母
の
死
体
を
、
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
僕
は
母
の
死
顔
を
ま
だ
覚
え
て
い
る
。

あ
の
朝
、
昭
和
二
十
二
年
の
三
月
末
の
凍
っ
た
朝
、
母
は
寝
床
で
死
ん
で
い
た
。 

 
 

 
 

 

　
（p.559

・
傍
線
引
用
者
）

　
「
僕
」
が
引
揚
げ
を
決
行
し
た
「
昭
和
二
十
二
年
の
三
月
末
の
凍
っ
た
朝
」
が
、「
あ
の
朝
」
と
い
う
表
現
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
語
る
「
僕
」
に
と
っ
て
、
引
揚

げ
は
、
語
る
現
在

4

4

4

4

と
は
一
定
の
距
離
を
取
っ
た
過
去
の

4

4

4

出
来
事
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
で
、「
母
を
捨
て
て
き
た
」
こ
と
も
同
日
に
起
き
た
過
去
の

4

4

4

出
来
事
で
は
あ
る
の
だ
が
、「
母
の
死
顔
を
ま
だ
覚
え
て
い
る
」
と
叙
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
語
り
手
「
僕
」
は
「
母
」
の
死
を
、
現
在
4

4

と
同
居
す
る

継
続
す
る
過
去

4

4

4

4

4

4

と
し
て
認
識
し
て
い
る
。
先
ほ
ど
、
本
作
品
は
引
揚
げ
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
物
語
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
作
品
本
文
中
の
現
在
4

4

と
の
距
離
感
に
表
れ
て
い
る

よ
う
に
、「
僕
」
の
引
揚
げ
に
ま
つ
わ
る
記
憶
の
う
ち
、
ウ
エ
イ
ト
を
占
め
る
の
は
、「
母
」
の
死
だ
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、「
僕
」
に
と
っ
て
、「
母
」
の
死
を
語
る
こ
と
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
語
り
手
「
僕
」
は
、「
母
」
の
死
を
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

ど
う
し
て
死
ん
だ
の
か
わ
か
ら
な
い
。
朝
起
き
て
、
母
が
完
全
に
死
ん
で
い
る
の
を
知
っ
た
と
き
、
僕
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら
憤
ろ
し
か
っ
た
。
わ
ざ
と
そ
の
日
を
選
ん

だ
の
だ
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

　
　

 （p.560

）

　

物
語
の
後
半
で
「
僕
」
は
再
度
、「
母
」
が
死
ん
だ
「
あ
の
朝
」
の
前
後
を
語
る
。
語
り
の
繰
り
返
し
に
は
、
語
る
内
容
自
体
の
重
大
性
の
示
唆
以
外
に
、
語
り
手
が
語
り

の
中
で
独
自
に
意
味
づ
け
を
施
す
こ
と
で
、自
身
の
過
去
に
お
け
る
未
消
化
な
も
の
の
解
決
を
図
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
場
合
も
あ
る
。
右
の
引
用
に
あ
る
通
り
、「
僕
」
に
は
、

「
母
」
が
「
ど
う
し
て
死
ん
だ
の
か
わ
か
ら
」
ず
、
ま
た
、
死
に
直
面
し
た
際
も
、「
わ
ざ
と
そ
の
日
を
選
ん
だ
の
だ
と
し
か
思
わ
れ
な
」
い
・「
た
だ
ひ
た
す
ら
憤
ろ
し
」
い



― 129 ―

愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
篇
―　

第
四
十
七
号

二
四

感
情
が
「
僕
」
の
内
に
湧
き
あ
が
っ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、「
僕
」
に
と
っ
て
、「
母
」
の
死
は
怒
り
の
感
情
を
伴
う
、
不
可
解
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
以
上
の
事
柄
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
語
り
手
「
僕
」
が
「
母
」
の
死
を
改
め
て
語
り
始
め
た
の
は
、
継
続
す
る
過
去

4

4

4

4

4

4

に
関
す
る
解
決
の
糸
口
を
模
索
す
る
た
め
だ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、「
僕
」
の
憤
懣
の
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
親
に
見
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
想
い
だ
け
な
ら
ば
、「
わ
ざ
と
そ
の
日
（
引
揚
げ
の
決
行
日
・
引
用
者
注
）

を
選
ん
だ
」
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。「
十
四
歳
だ
っ
た
」（p.559

）
当
時
の
「
僕
」
は
、「
母
」
が
用
意
し
た
荷
物
も
「
少
し
し
か
持
て
な
い
」（
同
前
）
ほ
ど
に
「
体
が
小
さ
」

（
同
前
）
か
っ
た
。
で
は
、
そ
の
「
僕
」
が
「
そ
の
日
」
に
「
母
」
に
死
な
れ
て
困
る
こ
と
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
体
の
小
さ
な
「
僕
」
で
は
「
母
」
を
担
い
で
行
く
こ
と
も
、

出
発
ま
で
の
短
時
間
で
墓
を
掘
っ
て
埋
葬
す
る
こ
と
も
叶
わ
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
換
言
す
れ
ば
、「
そ
の
日
」
に
「
母
」
に
死
な
れ
る
と
、「
母
」
の
亡
骸
を
そ
の
場
に
残

し
て
引
揚
げ
る
し
か
選
択
肢
が
な
く
な
る
た
め
、「
僕
」
は
困
る
の
だ
。
西
川
祐
子
が
、「
引
揚
げ
物
語
に
は
同
胞
の
死
が
語
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
」（「「
八
木
秋
子
日
記
」

に
幻
の
引
揚
げ
小
説
を
さ
が
し
て
―
―
追
放
と
再
追
放
の
物
語
」『「
帰
郷
」
の
物
語
／
「
移
動
」
の
語
り　

戦
後
日
本
に
お
け
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
想
像
力
』
平
凡
社
、

二
〇
一
四
・
一
、p.126

）
と
説
明
す
る
よ
う
に
、
引
揚
げ
を
描
く
文
学
作
品
で
は
、
引
揚
げ
の
際
に
経
験
さ
れ
る
家
族
や
同
胞
と
の
別
れ
が
、
後
悔
や
悲
嘆
・
罪
悪
感
と
い
っ

た
心
情
と
と
も
に
多
く
叙
述
さ
れ
る
。
本
作
品
で
も
、
語
り
手
「
僕
」
は
引
揚
げ
時
に
「
母
を
捨
て
て
き
た
」
こ
と
の
自
責
の
念
を
吐
露
す
る
か
の
よ
う
に
冒
頭
で
語
り
、

引
揚
げ
と
「
母
」
の
死
が
切
り
離
せ
な
い
出
来
事
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
。
従
っ
て
、「
僕
」
の
激
し
い
憤
り
は
、「
母
」
の
亡
骸
を
そ
の
場
に
残
し
て
引
揚
げ
る
、
と
い

う
〈
捨
て
る
〉
選
択
肢
し
か
な
い
状
況
に
「
僕
」
を
追
い
や
っ
た
「
母
」
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
た
と
え
亡
骸
で
あ
っ
た
と
し
て
も
「
母
」

を
捨
て
て
一
人
だ
け
生
き
延
び
る
こ
と
を
選
び
取
る
、
引
揚
者
の
「
僕
」
が
抱
い
た
罪
悪
感
の
反
映
で
も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
作
品
に
お
け
る
親
捨

て
の
語
り
に
は
、
引
揚
者
特
有
の
複
雑
な
心
の
内
を
描
き
出
す
、
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
（
９
）。

　

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
を
喚
起
す
る
必
要
が
あ
る
。「
僕
」
は
、
物
語
の
後
半
で
改
め
て
「
母
」
の
死
を
語
る
際
に
、「
母
を
捨
て
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
ず
、「
荷
物
を

捨
て
る
」
と
い
う
表
現
を
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
。
な
ぜ
「
母4

を
捨
て
る
」
で
は
な
く
、「
荷
物
4

4

を
捨
て
る
」
な
の
か
。
結
論
か
ら
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
、
言
葉
の
言
い
換
え

に
よ
っ
て
、
引
揚
げ
、
及
び
「
母
」
の
死
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
再
検
討
し
よ
う
と
す
る
「
僕
」
の
意
志
が
働
い
た
た
め
だ
。
こ
の
語
り
直
し
の
結
果
、「
僕
」
が
得
る
成
果
と

は
何
か
。
次
節
以
降
、
再
検
討
を
企
図
し
た
動
機
と
と
も
に
順
を
追
っ
て
説
明
す
る
。

②
「
死
に
真
似
遊
び
」

　

本
節
で
は
、
前
節
で
言
及
し
た
「
僕
」
の
怒
り
や
罪
悪
感
が
、
同
じ
く
引
揚
者
特
有
の
内
的
心
情
で
あ
る
喪
失
感
と
強
く
結
び
つ
く
こ
と
を
確
認
し
つ
つ
、「
母
」
の
死
に

ま
つ
わ
る
記
憶
の
再
検
討
を
企
図
し
た
動
機
を
分
析
し
て
い
く
。
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一
度
目
の
「
母
」
の
死
に
つ
い
て
の
語
り
の
際
、
語
り
手
「
僕
」
は
、「
今
、
考
え
て
み
る
」
と
「
そ
う
い
う
こ
と
（「
母
」
が
死
ぬ
こ
と
・
引
用
者
注
）
に
な
る
の
を
、

も
う
ず
っ
と
前
か
ら
知
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
気
が
す
る
」（p.560

）
と
述
べ
、
そ
の
後
に
、「
母
」
と
の
関
係
性
を
順
に
思
い
起
こ
し
つ
つ
自
身
の
過
去
の
説
明
を
始
め
て

い
る
。「
僕
」
い
わ
く
、
十
八
歳
で
「
僕
」
を
産
ん
だ
「
母
」
は
、
出
産
当
時
、「
僕
と
二
人
き
り
に
な
る
と
心
細
く
て
恐
ろ
し
く
て
逃
げ
だ
し
た
」
い
・「
自
分
の
産
ん
だ
赤

ん
ぼ
う
が
気
味
が
悪
」（
同
前
）
い
と
い
っ
た
、排
他
的
な
感
情
を
「
僕
」
に
抱
い
て
い
た
と
い
う
。
し
か
も
、そ
の
心
情
を
、幼
い
「
僕
」
に
直
接
話
し
て
聞
か
せ
た
（
同
前
）

と
い
う
の
だ
。
で
は
、「
母
」
は
そ
の
後
も
冷
淡
に
「
僕
」
を
避
け
続
け
た
の
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
。「
母
」
は
そ
れ
と
は
対
照
的
な
態
度
を
「
僕
」
に
と
る
時
も
あ
っ

た
。

　

例
え
ば
、「
母
」
は
「
僕
」
が
小
学
校
か
ら
帰
宅
す
る
と
、
学
校
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
文
字
通
り
一
部
始
終
、
説
明
さ
せ
た
。
ま
た
、
家
で
の
「
僕
」
の
勉
強
に
も
「
母
」

は
付
き
合
い
、宿
題
が
あ
る
時
な
ど
は
、む
し
ろ
「
母
」
が
自
ら
全
て
を
こ
な
し
、「
僕
」
に
は
取
り
組
ま
せ
な
か
っ
た
。
極
め
つ
け
に
、友
人
が
「
僕
」
を
誘
い
に
来
た
際
も
、

「
母
」
は
そ
の
誘
い
を
「
僕
」
の
意
思
と
は
関
係
な
く
断
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
10
）
か
ら
察
せ
ら
れ
る
通
り
、「
母
」
は
「
僕
」
を
執
拗
に
管
理
し
よ

う
と
も
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
な
ら
ば
当
然
の
こ
と
だ
が
、
当
時
の
「
僕
」
に
は
「
親
し
い
友
人
は
一
人
も
で
き
」（p.561

）
な
か
っ
た
。
豊
原
に
移
住

し
、「
母
」
が
「
僕
に
無
関
心
に
な
っ
」（p.568
）
て
、「
初
め
て
仲
の
よ
い
友
達
が
で
き
た
」（
同
前
）
の
だ
。　

　

以
上
の
ご
と
き
親
子
関
係
は
、
幼
い
「
僕
」
に
と
っ
て
、
疎
外
さ
れ
る
と
同
時
に
、
過
剰
な
支
配
を
強
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
安
心
で
き
る
・
心
地
良
い
間
柄

で
は
な
か
っ
た
。
不
安
定
な
「
母
」
の
言
動
に
振
り
回
さ
れ
、
顔
色
を
う
か
が
い
な
が
ら
過
ご
す
う
ち
に
、
幼
い
「
僕
」
の
心
は
「
母
」
が
与
え
た
〈
呪
縛
〉
に
囚
わ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
最
た
る
例
が
、幼
時
に
繰
り
返
さ
れ
た
「
母
」
の
「
死
に
真
似
遊
び
」（p.583

）
だ
。
当
時
、「
母
」
が
不
機
嫌
な
時
、そ
れ
は
「
ほ
と
ん
ど
毎
日
」（
同

前
）
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
時
に
彼
女
は
「
も
う
死
ん
で
し
ま
う
か
ら
」（
同
前
）
と
言
っ
て
、「
僕
」
の
前
で
死
ん
だ
ふ
り
を
し
て
見
せ
た
。「
母
」
は
こ
の
行
為
を
、

悪
意
を
も
っ
て
や
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
彼
女
な
り
の
や
り
き
れ
な
さ
の
発
散
方
法
が
こ
の
遊
び
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
当
時
の
「
僕
」

に
は
、「
死
と
い
う
こ
と
の
意
味
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
何
か
と
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
恐
ろ
し
い
こ
と
」（
同
前
）
だ
と
い
う
認
識
は
あ
り
、
目
の
前
の
「
母
」
の
〈
死
〉

が
「
み
ん
な
僕
の
せ
い
」（
同
前
）
で
起
き
た
こ
と
だ
と
感
じ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
幼
い
「
僕
」
に
と
っ
て
「
母
」
の
「
死
に
真
似
遊
び
」
は
、「
遊
び
に
し
て
は
、
あ
ま
り

に
も
長
す
ぎ
る
時
間
」（p.584

）
で
あ
り
、「
今
日
で
お
し
ま
い
な
の
だ
、
今
度
こ
そ
本
当
な
の
だ
、
と
い
う
感
じ
」
と
「
そ
れ
が
全
部
僕
の
せ
い
な
の
だ
」（
同
前
）
と
い
う

思
い
に
駆
ら
れ
て
、
自
身
を
徹
底
的
に
責
め
立
て
る
よ
う
な
、
罪
悪
感
と
後
悔
、
そ
し
て
「
母
」
を
失
う
喪
失
感
ば
か
り
を
覚
え
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

そ
う
し
た
自
責
的
な
感
情
を
、「
僕
」
は
後
年
、
全
く
異
な
る
場
面
で
味
わ
う
。
豊
原
で
の
冬
の
あ
る
日
、「
僕
」
は
「
母
が
二
、
三
人
の
ソ
連
人
と
自
動
車
に
乗
り
こ
ん

で
い
る
の
を
見
た
」（p.581

）。
こ
の
時
、「
母
」
が
「
父
」
の
よ
う
に
ソ
連
人
に
連
行
さ
れ
、
最
悪
の
場
合
、
殺
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
思
っ
た
「
僕
」
は
激
し
く
動
揺
す
る
。

す
ぐ
さ
ま
追
い
か
け
る
も
の
の
、子
ど
も
の
足
で
追
い
つ
く
は
ず
も
な
く
、「
僕
」
は
車
を
見
失
う
。
結
局
、こ
の
件
は
「
僕
」
の
杞
憂
に
終
わ
り
、「
母
」
は
何
事
も
な
く
帰
っ
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て
来
る
が
、
語
り
手
「
僕
」
は
「
自
動
車
を
見
失
っ
た
と
き
の
感
じ
」（p.584

）
が
、
幼
時
の
「
死
に
真
似
遊
び
」
で
抱
い
た
罪
悪
感
・
後
悔
・
喪
失
感
と
い
っ
た
心
情
と
、「
全

く
同
じ
だ
っ
た
」（
同
前
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
上
、「
同
じ
よ
う
な
経
験
が
三
度
か
四
度
あ
る
」（p.582

）
と
語
る
通
り
、「
僕
」
は
「
母
」
と
ソ
連
人
が
乗
る
車
を
見
失

う
体
験
を
幾
度
も
繰
り
返
し
、
そ
の
度
に
、「
今
度
こ
そ
も
う
最
後
だ
、
と
不
吉
な
予
感
に
お
び
え
、
母
に
注
意
し
な
か
っ
た
の
を
心
か
ら
悔
」
み
、「
人
気
の
な
い
道
を
後

悔
し
な
が
ら
歩
い
」（p.583

）
て
い
る
。

　
「
死
に
真
似
遊
び
」
に
繋
が
る
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
幼
時
の
「
死
に
真
似
遊
び
」
に
よ
っ
て
、「
僕
」
は
、「
母
」
の
〈
死
〉
が
連
想
さ
れ
る

場
面
に
お
い
て
、
罪
悪
感
と
後
悔
と
喪
失
感
と
い
っ
た
強
烈
な
自
責
的
感
情
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
心
理
面
で
の
癖
が
つ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
節
で
、

「
母
」
の
死
に
直
面
し
た
「
僕
」
の
憤
懣
に
言
及
し
た
が
、「
母
」
の
亡
骸
を
捨
て
置
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
た
め
に
湧
き
あ
が
る
怒
り
も
、
幼
時
の
「
死
に
真
似
遊
び
」
を

発
端
に
植
え
付
け
ら
れ
た
連
想
に
よ
り
引
き
出
さ
れ
た
、
罪
悪
感
・
後
悔
・
喪
失
感
を
内
包
し
た
も
の
だ
っ
た
と
指
摘
で
き
る
の
だ
。
以
上
の
事
柄
を
勘
案
す
る
と
、
引
揚
げ
、

及
び
「
母
」
の
死
を
語
り
直
す
「
僕
」
の
目
的
は
、
幼
時
よ
り
抱
え
、「
母
」
の
死
に
よ
っ
て
改
め
て
刺
激
さ
れ
た
、
罪
悪
感
・
後
悔
・
喪
失
感
の
克
服
に
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

動
機
を
明
ら
か
に
し
た
所
で
、
次
節
で
は
、「
母
」
の
死
に
ま
つ
わ
る
記
憶
を
語
り
直
す
こ
と
で
得
た
成
果
を
検
討
し
て
い
く
。

③
「
母
を
捨
て
る
」
か
ら
「
荷
物
を
捨
て
る
」
へ
の
語
り
直
し

　
「
母
」
と
の
関
係
性
や
豊
原
で
の
生
活
を
語
り
終
え
た
語
り
手
「
僕
」
は
、
物
語
終
盤
に
、「
母
」
の
死
を
以
下
の
通
り
に
語
り
直
す
。

朝
、
僕
は
母
の
不
機
嫌
な
死
顔
を
ず
っ
と
見
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
、
時
間
が
き
た
の
で
駅
へ
出
発
し
た
。
母
の
詰
め
て
く
れ
た
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
い
、
両
手
に
風
呂
敷

包
み
を
さ
げ
た
。
し
ば
ら
く
雪
が
降
ら
な
か
っ
た
の
で
道
は
白
く
凍
っ
て
い
た
。
僕
は
一
歩
一
歩
ゆ
っ
く
り
歩
い
た
。
す
ぐ
に
片
手
の
荷
物
は
持
て
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
ら
捨
て
た
ら
よ
い
。
も
う
一
つ
の
風
呂
敷
包
み
も
、
や
が
て
重
く
な
る
だ
ろ
う
。
重
く
な
っ
た
ら
捨
て
よ
う
。
一
つ
ず
つ
捨
て
て
い
く
の
だ
、
と
僕
は
考
え

な
が
ら
、
す
べ
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
慎
重
に
歩
い
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

　

 　
（p.590

）

　

本
稿
第
一
章
に
お
い
て
、「
僕
」
の
意
識
に
変
革
が
起
き
、
大
人
へ
と
一
段
階
、
成
長
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
場
面
を
示
し
た
が
、
そ
れ
は
右
の
引
用
場
面
よ
り
も
前
、

引
揚
げ
を
決
意
し
た
日
の
「
僕
」
の
様
子
で
あ
る
。
右
の
引
用
場
面
の
時
点
で
既
に
、
語
る
・
語
ら
れ
る
双
方
の
「
僕
」
の
意
識
が
変
化
し
た
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
右
の

引
用
に
、「
母
を
捨
て
る
」
と
い
う
自
責
の
念
を
示
唆
す
る
表
現
は
無
い
。
代
わ
り
に
あ
る
の
は
、「
荷
物
」
に
ま
つ
わ
る
叙
述
。
す
な
わ
ち
、「
僕
」
が
「
母
の
詰
め
て
く
れ

た
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
い
、
両
手
に
風
呂
敷
包
み
を
さ
げ
」
て
出
発
し
た
叙
述
と
、
体
の
小
さ
な
「
僕
」
で
は
「
す
ぐ
に
片
手
の
荷
物
は
持
て
な
く
な
」
り
、「
も
う
一
つ
の
風

呂
敷
包
み
も
、
や
が
て
重
く
な
る
だ
ろ
う
」
か
ら
「
重
く
な
っ
た
ら
」「
一
つ
ず
つ
捨
て
て
い
く
」
と
「
僕
」
が
考
え
な
が
ら
歩
を
進
め
た
と
い
う
叙
述
だ
。
ど
れ
ほ
ど
語
り
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手
本
位
に
語
り
直
し
た
と
し
て
も
、「
母
」
の
亡
骸
を
残
し
て
「
僕
」
が
引
揚
げ
た
事
実
は
変
わ
ら
な
い
。
あ
ま
つ
さ
え
、「
母
」
が
「
詰
め
て
く
れ
た
」「
荷
物
」
を
も
手
放

す
心
積
も
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
、「
僕
」
は
こ
こ
で
新
た
に
告
白
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
引
用
場
面
か
ら
は
、
語
り
手
の
「
僕
」
が
、「
母
」
の
死
、
及
び
、
彼
女
の
亡
骸

を
残
し
て
去
る
し
か
な
か
っ
た
過
去
を
受
動
的
な
体
験
と
し
て
嘆
く
様
子
は
見
て
取
れ
な
い
。
む
し
ろ
、亡
骸
を
残
し
た
選
択
自
体
は
自
身
の
主
体
的
な
判
断
に
基
づ
い
て「
捨

て
た
」
と
解
釈
し
直
し
、
引
揚
げ
、
及
び
「
母
」
の
死
に
つ
い
て
は
、
作
品
冒
頭
に
あ
る
通
り
、
継
続
す
る
過
去

4

4

4

4

4

4

と
し
て
記
憶
す
る
も
の
の
、
新
た
な
視
点
を
獲
得
し
た
契

機
と
し
て
前
向
き
に
捉
え
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
、
叙
述
か
ら
は
読
み
取
れ
る
（
11
）。

　

以
上
、
本
章
で
は
、「
僕
」
の
語
り
に
焦
点
を
合
わ
せ
、「
僕
」
が
語
る
親
捨
て
の
物
語
が
、
引
揚
者
特
有
の
心
情
を
吐
露
す
る
引
揚
げ
の
物
語
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の

記
憶
を
語
り
直
す
こ
と
で
過
去
の
捉
え
直
し
を
図
る
物
語
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
語
る
こ
と
で
捉
え
直
し
た
過
去

4

4

の
扱
い
方
で
あ
る
。

「
母
」
の
亡
骸
を
、
手
提
げ
や
リ
ュ
ッ
ク
と
い
っ
た
「
荷
物
」
と
同
列
に
扱
い
、
主
体
的
に
〈
捨
て
る
〉
こ
と
を
選
び
取
り
つ
つ
も
、
同
時
に
「
母
」
の
死
を
継
続
す
る
過
去

4

4

4

4

4

4

と
し
て
記
憶
し
続
け
る
「
僕
」
の
考
え
方
は
、戦
争
な
ど
に
よ
っ
て
故
郷
か
ら
追
い
出
さ
れ
、帰
る
場
所
を
失
い
彷
徨
い
続
け
る
エ
グ
ザ
イ
ル
の
人
々
の
考
え
方
と
符
合
す
る
。

エ
グ
ザ
イ
ル
文
学
と
の
接
点
に
言
い
及
ん
だ
所
で
、
次
章
で
は
、〈
故
国
＝
ホ
ー
ム
〉
の
喪
失
と
い
う
視
座
か
ら
、
本
作
品
を
エ
グ
ザ
イ
ル
の
文
学
と
し
て
捉
え
直
し
て
い
こ

う
と
思
う
。

３
「
家
」
が
表
象
す
る
も
の

①
「
家
」

　

本
節
で
は
ま
ず
、
本
作
品
に
お
け
る
「
家
」
に
ま
つ
わ
る
叙
述
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
本
作
品
に
お
け
る
「
家
」
が
表
象
す
る
も
の
を
確
認
す
る
。

　

豊
原
に
移
る
前
、「
母
」
が
「
僕
」
の
宿
題
に
取
り
組
む
間
は
「
す
る
こ
と
が
な
い
」「
僕
」
は
、「
い
つ
も
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
い
た
」（p.561

）。「
僕
」
の
生
家
は
「
富

士
山
の
近
く
の
小
都
市
」（
同
前
）
に
あ
っ
た
が
、「
僕
の
部
屋
か
ら
は
富
士
は
見
え
」
ず
「
木
立
ち
ご
し
に
低
い
山
々
が
見
え
」（
同
前
）
る
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
。
こ
の

よ
う
に
本
作
品
に
は
、
度
々
、「
僕
」
が
窓
か
ら
眺
め
る
叙
述
が
差
し
挟
ま
れ
る
（
12
）。
豊
原
に
移
っ
た
際
も
生
家
と
同
様
に
、「
僕
」
は
家
の
窓
か
ら
外
を
眺
め
る
が
、
そ

こ
で
も
、「
本
当
に
何
も
見
え
な
か
っ
た
」（p.564

）
と
述
べ
て
い
る
。
豊
原
に
見
る
べ
き
景
色
が
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。「
外
へ
出
れ
ば
広
い
街
路
の
端
に
雪
の
つ
も
っ
た

山
々
が
鮮
明
に
見
え
」、「
そ
の
山
の
整
然
と
植
樹
さ
れ
た
斜
面
や
、
山
ひ
だ
の
濃
紺
の
陰
翳
ま
で
澄
ん
だ
空
気
に
、
は
っ
き
り
と
見
て
と
れ
る
」（
同
前
）
の
だ
が
、「
僕
」

の
「
家
の
中
か
ら
で
は
何
も
見
え
な
い
」（
同
前
）
の
だ
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、本
来
な
ら
ば
「
家
」
の
外
に
は
様
々
な
美
し
い
景
色
が
広
が
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
僕
」

の
「
家
」
か
ら
は
そ
う
し
た
も
の
が
何
一
つ
見
え
な
い
と
い
う
共
通
点
が
導
き
出
さ
れ
る
。
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「
僕
」
の
「
家
」
と
、
外
界
の
差
異
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
豊
原
に
移
っ
て
自
宅
を
初
め
て
見
た
際
に
、「
僕
」
は
、「
お
か
し
な
建
て
方
の
陰
気
な
家
」（p.563

）

で
あ
り
、
日
の
光
が
入
り
づ
ら
く
薄
暗
い
点
に
注
目
す
る
。
そ
の
一
方
で
、
豊
原
と
い
う
土
地
自
体
に
つ
い
て
は
、「
清
潔
な
街
」・「
陰
険
な
と
こ
ろ
の
少
し
も
な
い
明
る
い
街
」

（p.584
）
だ
と
所
感
を
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
対
照
性
と
、
先
述
し
た
、「
僕
」
の
「
家
」
か
ら
は
決
し
て
見
え
な
い
外
の
景
色
の
美
し
さ
と
を
考
え
合
わ
る
と
、「
僕
」
が

自
身
の
「
家
」
に
対
し
て
抱
く
不
信
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

唯
一
、「
家
」
に
対
す
る
「
僕
」
の
評
価
が
上
が
る
の
は
、「
父
が
い
る
と
家
の
中
は
明
る
く
て
暖
か
だ
」（p.565

）
と
語
る
瞬
間
だ
。
豊
原
に
移
住
し
て
以
来
、
普
段
は
ほ

と
ん
ど
何
も
せ
ず
に
過
ご
す
（pp.563

〜564

）「
母
」
が
、「
父
」
が
帰
る
時
刻
に
な
る
と
、「
急
い
で
部
屋
を
暖
か
く
し
、
生
き
か
え
っ
た
よ
う
に
勢
い
よ
く
夕
飯
の
支
度

を
始
め
」（p.564

）
る
の
だ
。「
母
」
は
、「
僕
」
が
半
ば
家
出
を
決
意
し
て
友
人
の
鎌
田
の
家
に
行
っ
た
日
も
、
明
か
り
を
点
け
ず
、「
暗
闇
」（p.577

）
の
中
で
、「
僕
が
出

て
い
っ
た
時
と
同
じ
姿
勢
」（
同
前
）
の
ま
ま
「
僕
」
を
待
つ
よ
う
な
人
物
だ
。「
父
」
の
存
在
が
「
母
」
に
お
い
て
は
、ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
も
つ
か
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

異
な
る
例
も
挙
げ
て
お
こ
う
。「
僕
」
い
わ
く
、
原
田
さ
ん
一
家
が
同
居
し
て
い
た
頃
は
、「
彼
ら
（
原
田
さ
ん
一
家
・
引
用
者
注
）
の
部
屋
で
ス
ト
ー
ブ
を
た
い
て
い
る

の
で
母
が
寝
て
い
て
こ
ち
ら
で
は
何
も
し
な
く
て
も
家
（「
僕
」
が
住
ま
う
家
・
引
用
者
注
）
の
中
は
か
な
り
暖
か
か
っ
た
」（p.580

）
と
い
う
。「
僕
」
は
続
け
て
、「
原
田

さ
ん
の
小
父
さ
ん
は
声
の
大
き
な
陽
気
な
人
な
の
で
い
つ
も
話
し
声
が
聞
え
て
い
た
」（
同
前
）
と
も
述
べ
、
壁
を
隔
て
て
も
伝
わ
る
、
原
田
家
の
空
間
の
明
る
さ
と
暖
か
さ

に
言
及
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
家
」
の
様
子
に
差
異
が
生
ま
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
住
む
者
達
に
依
る
所
が
大
き
く
、
ま
た
、「
家
」
の
様
子
は
、
そ
こ
に
住
ま
う
家
族
の
精

神
状
態
を
も
映
し
出
す
と
い
え
る
。
本
作
品
に
お
け
る
「
家
」
は
、〈
家
族
〉
を
表
象
す
る
言
葉
で
あ
る
、
と
ま
ず
は
そ
の
よ
う
に
定
義
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

実
際
に
、
本
作
品
で
は
、「
家
」
の
叙
述
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
同
時
に
、「
食
べ
ら
れ
さ
え
す
り
ゃ
、（
住
む
場
所
は
・
引
用
者
注
）
ど
こ
だ
っ
て
同
じ
」（p.579

）
と
話
す

原
田
家
の
例
の
他
、「
僕
」
の
気
持
ち
に
寄
り
添
い
な
が
ら
「
引
揚
げ
た
っ
て
十
二
人
も
住
む
所
な
ん
か
あ
る
も
の
か
。（
中
略
）
お
や
じ
が
一
人
で
決
め
ち
ま
っ
た
」（p.585

）

と
告
げ
る
鎌
田
の
例
、
そ
し
て
、「
妻
子
だ
け
先
に
帰
し
て
一
人
き
り
で
暮
ら
し
て
い
た
」
は
ず
が
首
を
吊
っ
て
亡
く
な
っ
た
「
魚
屋
の
主
人
」（p.589

）
の
よ
う
に
、〈
家
族
〉

と
住
む
場
所
の
関
係
性
に
言
及
す
る
叙
述
が
複
数
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
例
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
本
作
品
で
は
、
周
囲
の
人
々
に
よ
っ
て
、
住
む
「
家
」
自
体
よ
り
も
〈
家

族
〉
の
一
体
感
が
重
要
で
あ
り
、
む
し
ろ
、〈
家
族
〉
が
い
る
場
所
こ
そ
が
〈
家
〉
で
あ
る
と
認
識
す
る
と
い
う
一
つ
の
価
値
観
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
こ
と
と

合
わ
せ
る
と
、〈
家
〉
と
〈
家
族
〉
は
相
互
に
表
象
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
の
だ
。

　

な
お
か
つ
、
本
作
品
に
お
け
る
「
家
」
が
示
唆
す
る
も
の
は
〈
家
族
〉
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
。
ソ
連
機
か
ら
の
不
意
の
爆
撃
が
あ
っ
た
際
に
、「
僕
」
は
鎌
田
と
共
に
窓

か
ら
街
を
確
認
し
た
。
こ
の
日
以
降
、
豊
原
の
街
は
ソ
連
兵
の
侵
略
を
受
け
、「
街
に
は
赤
兵
が
め
だ
ち
始
め
、
若
い
女
は
決
し
て
姿
を
見
せ
な
く
な
」（p.571

）
る
の
だ
が
、

爆
撃
の
直
後
、「
あ
ち
ら
こ
ち
ら
の
家
」（p.570

）
に
掲
げ
ら
れ
た
「
お
び
た
だ
し
い
白
旗
」（
同
前
）
を
見
て
「
僕
」
が
敗
戦
を
悟
っ
た
よ
う
に
、
本
作
品
の
「
家
」
は
、〈
家

族
〉
の
み
な
ら
ず
、〈
日
本
人
〉
あ
る
い
は
、
日
本
と
い
う
〈
国
〉
そ
の
も
の
を
表
し
も
す
る
。
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同
様
の
叙
述
は
他
に
も
あ
る
。
爆
撃
の
後
に
は
、「
僕
」
の
周
囲
で
、「
ソ
連
兵
が
酔
っ
て
民
家
へ
入
っ
て
乱
暴
し
た
と
い
う
噂
」
が
流
れ
た
。「
少
し
で
も
大
き
い
家
は
次
々

と
接
収
さ
れ
て
い
た
」（p.574

）
た
め
に
、「
な
る
べ
く
大
勢
で
い
た
方
が
安
全
」（
同
前
）
だ
と
い
う
理
由
で
、「
僕
」
の
「
家
」
も
「
半
ば
強
制
さ
れ
て
」
他
の
「
家
族
が

同
居
す
る
よ
う
に
な
」（
同
前
）
る
。
そ
し
て
日
が
経
つ
に
つ
れ
て
、「
僕
」
の
「
家
」
の
周
り
は
「
前
も
隣
り
も
裏
も
ソ
連
人
に
な
っ
て
い
た
」（p.580

）
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
叙
述
か
ら
も
、
先
の
例
と
同
じ
く
、〈
日
本
人
〉
同
士
で
手
を
取
り
合
い
同
じ
「
家
」
に
住
ま
う
「
僕
」
達
と
、
そ
こ
に
侵
入
し
、
収
奪
す
る
〈
ソ
連
人
〉
の
構
図
に
、
一

九
四
五
年
八
月
以
降
の
、豊
原
と
い
う
領
土
を
巡
る
日
本
と
ソ
連
の
間
柄
を
透
か
し
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
上
の
考
察
を
ま
と
め
る
と
、本
作
品
に
お
け
る
「
家
」
は
、個
々

の
〈
家
族
〉
を
表
す
と
同
時
に
、〈
民
族
〉
や
〈
国
〉
を
も
表
す
と
指
摘
で
き
る
。

②
〈
ホ
ー
ム
〉
を
も
た
な
い
「
僕
」

　

前
節
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
品
の
「
家
」
は
、
住
む
場
所
ば
か
り
で
は
な
く
、〈
家
族
〉
や
〈
民
族
〉・〈
国
〉
と
い
っ
た
、
己
が
帰
属
す
る
〈
場
〉、
す
な
わ
ち
〈
ホ
ー

ム
〉
を
表
す
と
い
え
る
。
本
作
品
で
は
、「
僕
」
達
の
〈
ホ
ー
ム
〉
は
、
ソ
連
兵
に
侵
さ
れ
、
収
奪
さ
れ
、
解
体
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
原
田
家
や
鎌
田
は
住
ん
で
い
た
家
を
出

て
行
っ
た
。「
僕
」
は
、「
父
」
を
奪
わ
れ
、「
母
」
を
失
い
、
住
む
家
も
放
棄
し
た
。
特
に
「
僕
」
の
場
合
は
、
住
む
家
と
家
族
の
双
方
を
失
っ
た
。
そ
の
上
、
今
後
も
引
き

続
き
孤
独
な
立
場
に
置
か
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
一
般
的
に
、
戦
後
引
揚
者
は
、
引
揚
げ
た
後
に
、
同
じ
民
族
・
国
民
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

内
地
の
人
々
か
ら
は
〈
他
者
〉
と
し
て
扱
わ
れ
る
（
13
）。
な
ぜ
な
ら
、
敗
戦
直
後
の
混
乱
期
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
内
地
も
食
糧
・
物
資
に
乏
し
い
状
態
に
あ
り
、
見
知
ら
ぬ

土
地
か
ら
帰
還
し
た
引
揚
者
に
対
し
て
、
内
地
の
人
々
も
寛
容
な
態
度
を
取
る
こ
と
が
難
し
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
他
に
、
言
語
と
い
う
問
題
も
あ
っ
た
。
引
揚
者
の
多
く
が

帰
還
す
る
場
所
が
地
方
で
あ
っ
た
た
め
、
た
と
え
日
本
語
が
話
せ
た
と
し
て
も
、
引
揚
者
が
話
す
言
葉
と
内
地
の
人
々
が
話
す
方
言
と
で
は
、
響
き
や
言
葉
の
選
び
方
が
異

な
る
。
そ
の
た
め
、引
揚
者
は
異
な
る
言
語
を
扱
う
〈
他
者
〉
と
見
な
さ
れ
た
。
以
上
の
事
柄
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、「
僕
」
は
本
作
品
に
お
い
て
住
む
家
と
家
族
を
失
っ
た
が
、

内
地
に
引
揚
げ
た
後
も
、
日
本
と
い
う
自
身
が
所
属
し
て
い
た
は
ず
の
場
所
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
引
き
続
き
〈
ホ
ー
ム
〉
を
喪
失
し
た
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

　

サ
イ
ー
ド
い
わ
く
、「
追
放
／
亡
命
の
身
に
な
る
こ
と
は
、
生
ま
れ
故
郷
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
、
絶
縁
状
態
と
な
る
こ
と
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
ま
ち
が
っ
た
考
え
か
た
」
だ
と
い
う
。
そ
う
で
は
な
く
、「
故
郷
を
遠
く
離
れ
て
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
今
日
の
世
界
で
は
、

自
分
が
追
放
／
亡
命
の
身
で
あ
る
こ
と
を
、
い
や
で
も
思
い
知
ら
さ
れ
る
お
お
く
の
も
の
に
囲
ま
れ
て
暮
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
」、「
故
郷
は
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど

遠
く
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
現
代
の
せ
わ
し
な
い
日
常
生
活
の
な
か
で
、
い
つ
も
故
国
を
思
わ
せ
る
も
の
と
接
触
す
る
と
い
う
、
じ
ら
さ
れ
る
だ
け
で
満
た
さ
れ
な
い
苦
い
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思
い
が
つ
い
て
ま
わ
る
」
と
い
う
「
中
間
的
状
況
」
に
置
か
れ
る
こ
と
こ
そ
が
、
エ
グ
ザ
イ
ル
の
特
徴
だ
と
い
う
（
14
）。

　

サ
イ
ー
ド
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
エ
グ
ザ
イ
ル
の
「
中
間
的
状
況
」
は
、
正
に
「
僕
」
が
置
か
れ
た
社
会
的
立
場
と
一
致
す
る
。
以
上
の
事
か
ら
、「
僕
」
が
エ
グ
ザ
イ
ル
の

立
場
に
置
か
れ
る
者
で
あ
り
、
本
作
品
が
エ
グ
ザ
イ
ル
の
立
場
に
立
つ
者
の
視
点
で
語
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
を
、
本
稿
は
指
摘
す
る
。

　
　
　

４
お
わ
り
に

　
　
　
　
　

　

第
二
章
の
最
後
に
、「
母
」
の
亡
骸
を
「
荷
物
」
と
同
列
に
扱
い
、
主
体
的
に
〈
捨
て
る
〉
こ
と
を
選
び
取
り
つ
つ
も
、
同
時
に
、「
母
」
の
死
を
継
続
す
る
過
去

4

4

4

4

4

4

と
し
て

記
憶
し
続
け
る
「
僕
」
の
考
え
方
が
、
エ
グ
ザ
イ
ル
の
考
え
方
と
符
合
す
る
と
述
べ
た
。
実
際
、
サ
イ
ー
ド
は
、
エ
グ
ザ
イ
ル
が
、「
過
去
を
―
―
忘
れ
ら
れ
た
こ
と
、
失
わ

れ
た
こ
と
を
―
―
脱
ぎ
捨
て
な
が
ら
進
」
み
、「
喪
失
の
物
語
―
―
本
国
へ
の
帰
還
、
故
郷
に
帰
り
た
い
と
い
う
考
え
は
基
本
的
に
あ
り
え
な
い
と
い
う
物
語
―
―
を
語
り
、

そ
し
て
語
り
直
す
」（
15
）
と
述
べ
て
い
る
。
彼
ら
は
〈
ホ
ー
ム
〉
を
失
っ
た
者
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
な
る
が
、
ど
こ
に
い
て
も
異
質
な
〈
他
者
〉
と
し
て
扱
わ
れ
、
自
身

も
そ
の
よ
う
に
自
身
を
認
識
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
で
他
と
の
関
係
を
断
絶
せ
ず
、〈
集
団
〉
の
周
縁
に
立
っ
て
中
心
を
眺
め
る
か
ら
こ
そ
、「
出
来
合
い
の
鋳
型
に
は
め
ら
れ
、

あ
ら
か
じ
め
規
格
化
さ
れ
た
「
故ホ

ー

ム

郷
＝
家
庭
」」（
16
）
に
縛
ら
れ
た
生
活
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
も
の
と
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
、
と
自
身
の
経
験
に
照
ら
し
て
疑
義
を

呈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

前
章
第
一
節
で
原
田
家
、
鎌
田
、「
魚
屋
の
主
人
」
を
例
に
挙
げ
、
彼
ら
が
、
住
む
「
家
」
自
体
よ
り
も
〈
家
族
〉
を
重
視
し
、〈
家
族
〉
が
い
る
場
所
を
〈
家
〉
と
認
識

す
る
と
い
う
一
つ
の
価
値
観
を
提
示
し
た
と
述
べ
た
。〈
家
族
〉
で
動
く
こ
と
を
重
視
し
て
引
揚
げ
た
原
田
家
と
、
鎌
田
に
つ
い
て
は
、
そ
の
後
の
不
安
を
煽
る
叙
述
が
一
切

な
く
、む
し
ろ
「
僕
」
と
「
母
」
の
不
安
定
な
状
況
と
は
対
照
的
で
、模
範
的
に
も
見
え
る
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
魚
屋
の
主
人
」
は
、住
む
「
家
」
は
あ
っ

て
も
、
な
ぜ
か
〈
家
族
〉
か
ら
一
人
離
れ
て
生
活
す
る
こ
と
を
選
び
、
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
か
は
不
明
瞭
だ
が
、
自
ら
死
を
選
ん
だ
と
叙
述
さ
れ
る
。「
僕
」
の
周
囲

の
人
々
に
光
を
当
て
て
み
る
と
、〈
家
族
〉
を
重
視
す
る
か
否
か
で
分
か
れ
る
明
暗
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
あ
た
か
も
〈
家
族
〉
中
心
に
行
動
す
る
こ
と
が
正

し
い
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
な
暗
示
を
読
者
は
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
僕
」
も
、「
母
」
の
死
に
直
面
す
る
ま
で
は
、
家
出
を
し
て
も
鎌
田
と
い
う
別
の
〈
家
族
〉
に
合
流
し
、
そ
れ
以
外
の
場
合
も
、「
学
校
に
い
る
と
き
も
、
他
の
場
所
で
遊

ん
で
い
る
と
き
も
、
い
つ
で
も
母
の
こ
と
が
心
配
だ
っ
た
」（p.581

）
と
語
っ
て
い
た
点
か
ら
、
彼
ら
と
同
様
に
〈
家
族
〉
中
心
の
価
値
観
で
生
き
て
い
た
と
い
え
る
。
だ
が
、

「
母
」
の
死
と
引
揚
げ
を
経
験
し
た
語
り
手
「
僕
」
は
、
そ
れ
ら
の
記
憶
を
語
り
直
す
中
で
、「
母
」
の
死
に
対
す
る
自
責
的
感
情
を
克
服
し
、「
母
」
の
亡
骸
を
特
別
視
す
る

こ
と
な
く
、「
リ
ュ
ッ
ク
」
や
「
風
呂
敷
包
み
」
と
い
っ
た
「
荷
物
」
と
同
列
に
見
な
し
て
捨
て
て
い
る
。
こ
の
行
動
に
は
、
通
常
、
社
会
に
お
い
て
規
範
化
さ
れ
て
い
た
は



― 122 ―

三
一

吉
田
知
子
「
豊
原
」
論
（
中
村
佑
衣
）

ず
の〈
家
族
〉中
心
の
価
値
観
か
ら
脱
却
し
た
様
子
が
見
て
取
れ
る
。「
重
く
な
っ
た
ら
捨
て
よ
う
。
一
つ
ず
つ
捨
て
て
い
く
の
だ
」（p.591

）と
、収
容
所
に
向
か
う
際
に「
僕
」

は
考
え
る
が
、
既
に
「
家
」
も
「
母
」
の
亡
骸
も
「
捨
て
て
き
た
」「
僕
」
に
と
っ
て
、
捨
て
る
対
象
に
な
り
得
る
の
は
「
リ
ュ
ッ
ク
」
や
「
風
呂
敷
包
み
」
と
い
っ
た
物
ば

か
り
で
は
な
い
。
彼
が
捨
て
る
「
荷
物
」
と
は
、〈
ホ
ー
ム
〉
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
。
内
地
へ
と
引
揚
げ
る
「
僕
」
は
、〈
ホ
ー
ム
〉
を
失
っ
た
戦
後
引
揚
者
、

す
な
わ
ち
、内
地
の
人
々
に
と
っ
て
の
異
質
な
〈
他
者
〉
と
し
て
周
縁
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
で
、人
々
が
信
じ
る
〈
常
識
〉
や
価
値
観
を
揺
る
が
す
力
を
も
つ
。「
僕
」
は
〈
捨

て
る
〉
と
い
う
表
現
を
獲
得
し
た
こ
と
で
、
内
地
の
者
と
し
て
生
き
る
と
同
時
に
、
外
地
で
の
記
憶
を
持
ち
続
け
る
こ
と
で
、〈
他
者
〉
と
し
て
も
振
る
舞
う
術
を
身
に
つ
け

た
と
い
え
る
。
そ
の
よ
う
に
本
作
品
は
、
周
縁
的
立
場
に
立
つ
引
揚
者
の
語
り
が
、〈
中
心
〉
に
立
つ
私
達
を
照
ら
し
返
す
、
エ
グ
ザ
イ
ル
の
文
学
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。

　

豊
原
、
及
び
樺
太
を
描
い
た
文
学
作
品
群
を
眺
め
る
と
、
一
、
戦
前
期
の
オ
リ
エ
ン
ト
的
な
〈
樺
太
〉
像
を
描
い
た
も
の
、
二
、
そ
の
土
地
に
住
ま
う
多
種
多
様
な
人
種
・

民
族
間
の
間
柄
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
も
の
、
三
、
敗
戦
と
引
揚
経
験
に
基
づ
く
、
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
〈
ホ
ー
ム
〉
と
い
う
観
点
に
重
き
を
置
い
た
も
の
な
ど
の
特
徴
を
見
出

す
こ
と
が
で
き
る
（
17
）。 

そ
れ
ら
の
特
徴
は
、
一
作
品
に
一
項
目
と
は
限
ら
ず
、
一
作
品
が
全
て
の
特
徴
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
本
作
品
の
場
合
、
三
つ
目
の
特
徴
が
色
濃

く
出
て
お
り
、
吉
田
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
外
地
を
描
こ
う
と
し
た
か
が
察
せ
ら
れ
る
。
本
稿
の
は
じ
め
に
述
べ
た
よ
う
に
、
現
時
点
で
は
、
短
編
「
豊
原
」

は
吉
田
の
文
学
に
お
け
る
重
要
な
作
品
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
吉
田
は
本
作
品
以
降
も
、「
満
州
は
知
ら
な
い
」（『
新
潮
』
一
九
八
三
・
十
一
）
な
ど
（
18
）
で

引
揚
げ
と
い
う
事
象
を
繰
り
返
し
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
吉
田
の
文
学
に
お
け
る
引
揚
げ
と
い
う
事
象
の
重
要
性
は
明
白
だ
。
本
稿
は
、
吉
田
知
子
の
短
編
、「
豊

原
」
を
エ
グ
ザ
イ
ル
文
学
と
し
て
読
み
直
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
新
た
な
属
性
を
見
出
す
こ
と
に
主
眼
を
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
エ
グ
ザ
イ
ル
文
学
と
し
て
捉

え
直
す
こ
と
で
、
本
作
品
、
及
び
吉
田
の
文
学
は
、
日
本
の
戦
後
文
学
や
引
揚
文
学
と
は
異
な
る
枠
組
み
で
読
み
拓
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
今
後
、
本
作
品

を
起
点
と
す
る
、
引
揚
げ
に
ま
つ
わ
る
吉
田
の
作
品
群
の
読
み
を
開
拓
す
る
こ
と
で
、
吉
田
の
文
学
の
新
た
な
一
面
が
見
出
さ
れ
る
と
本
稿
は
予
想
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

注（
１
）
三
島
は
「
無
明
長
夜
」
に
つ
い
て
、「
す
ば
ら
し
い
断
片
の
集
積
で
あ
り
、
現
実
感
覚
の
剥
落
感
が
精
密
周
到
に
組
み
立
て
ら
れ
、
現
実
に
接
す
る
皮
膚
が
だ
ん
だ
ん
ゴ

ハ
ゴ
ハ
と
固
く
な
つ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
夢
と
現
実
が
等
価
の
も
の
に
な
る
分
裂
症
の
病
理
学
的
分
析
も
た
し
か
な
ら
、
文
章
も
た
し
か
で
、
詩
が
横
溢
し
て
ゐ
る
」「
実

存
的
作
品
」
で
あ
る
と
分
析
し
、
評
価
し
た
。
以
上
の
「
無
明
長
夜
」
評
は
、「
甲
乙
つ
け
が
た
く
―
―
芥
川
賞
選
評
」（『
文
芸
春
秋
』
一
九
七
〇
・
九
初
出
、『
三
島
由

紀
夫
全
集
三
十
六
巻
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
三
・
十
一
、p.317

）
に
拠
っ
た
。

（
２
）
吉
田
の
父
の
消
息
は
長
い
間
不
明
で
あ
っ
た
が
、一
九
九
二
年
、ロ
シ
ア
大
使
館
よ
り
、父
が
一
九
四
七
年
に
銃
殺
さ
れ
て
い
た
と
の
報
告
が
な
さ
れ
た
。
そ
の
報
告
以
前
、
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父
の
生
死
が
定
か
で
は
な
か
っ
た
時
期
に
、
吉
田
は
父
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
取
材
に
答
え
て
い
る
。

父
が
突
然
、
ソ
連
兵
に
連
行
さ
れ
る
。
す
ぐ
帰
る
と
、
腕
時
計
だ
け
母
に
渡
し
て
行
っ
た
き
り
、
帰
ら
な
か
っ
た
。
夜
中
に
取
り
調
べ
が
あ
っ
て
、
朝
、
顔
を
洗
い

に
出
て
く
る
と
き
い
て
、
暗
い
う
ち
か
ら
警
察
署
の
外
で
待
ち
、
チ
ラ
ッ
と
父
の
顔
を
見
た
の
が
最
後
だ
っ
た
。
以
後
、
消
息
は
何
も
な
い
。「
生
き
て
い
れ
ば
七

十
い
く
つ
か
な
あ
」
母
は
引
き
揚
げ
た
く
な
い
と
い
っ
た
が
、「
私
が
泣
い
て
反
対
し
た
ん
で
す
。
愛
国
少
女
だ
っ
た
か
ら
」
と
吉
田
は
笑
っ
た
。

（「
新
人
国
記

‘82
祖
父
母
ら
眠
る
樺
太
」『
朝
日
新
聞
』
一
九
八
二
・
九
・
二
十
九
・
夕
刊
）

短
編
「
豊
原
」
に
は
主
人
公
「
僕
」
の
父
が
ソ
連
軍
に
連
行
さ
れ
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
右
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
作
者
の
父

の
身
に
実
際
に
起
き
た
出
来
事
を
基
に
し
て
い
る
。

（
３
）
曽
根
は
、「
豊
原
」
を
含
む
、「
終
り
の
な
い
夜
」（『
文
学
界
』
二
十
二
巻
七
号
、
一
九
六
八
・
七
再
掲
、『
ゴ
ム
』
十
号
初
出
年
月
日
不
明
）、「
冬
」（『
新
潮
』
七
八
六
号
、

一
九
七
〇
・
十
）
な
ど
の
吉
田
作
品
を
対
象
に
、
分
析
を
行
な
っ
た
。

（
４
）
そ
の
他
、
本
作
品
を
含
む
吉
田
作
品
に
登
場
す
る
子
ど
も
達
の
「
表
現
主
体
の
複
雑
に
屈
折
し
た
外
的
世
界
を
み
つ
め
る
」〈
眼
〉
に
注
目
し
た
折
金
紀
男
（「
関
係
憎
悪

の
論
理　

―
―
吉
田
知
子
論
」『
吉
田
知
子
作
品
選
』
深
夜
叢
書
社
、
一
九
七
一
・
四
、p.242

）、
折
金
と
同
様
に
、
子
ど
も
の
〈
眼
〉
に
注
目
し
、「
実
存
的
な
眼
」
の

前
提
に
〈
関
係
〉
の
断
絶
を
見
た
庄
司
肇
（『
吉
田
知
子
論
』
沖
積
舎
、
一
九
九
四
・
十
、p.75

）、
新
潮
文
庫
版
の
『
無
明
長
夜
』（
一
九
七
五
・
三
）
の
作
品
解
説
で
、

多
く
の
吉
田
作
品
の
根
源
に
あ
る
〈
捨
て
る
〉
意
識
を
指
摘
し
た
白
川
正
芳
が
い
る
。

（
５
）
本
稿
に
お
け
る
本
文
引
用
は
、『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
戦
争
と
文
学
十
七　

帝
国
日
本
と
朝
鮮
・
樺
太
：
哭
』（
浅
田
次
郎
他
編
、
集
英
社
、
二
〇
一
二
・
九
）
に
拠
り
、「
」（p.

〇
）

の
よ
う
に
表
記
す
る
。

（
６
）
敗
戦
後
に
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
た
者
の
心
的
特
徴
に
つ
い
て
、
五
木
寛
之
（「
長
い
旅
の
始
ま
り
（
下
）
外
地
引
揚
派
の
発
想
」『
毎
日
新
聞
』
一
九
六
九
・
一
・
二
十
二
・

夕
刊
）
は
自
身
の
経
験
に
照
ら
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
植
民
地
か
ら
追
放
さ
れ
て
帰
っ
て
き
た
人
間
に
は
、
い
く
つ
か
の
共
通
し
た
傾
向
が
目
立
つ
よ
う
に
思
う
。
一
つ
は
外
国
、
お
よ
び
民
族
・
人
種
の
関
係
に

対
す
る
強
い
関
心
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
内
地
、
ま
た
は
日
本
的
な
る
も
の
に
対
す
る
反
発
と
、
強
い
関
心
。
ま
た
、
地
理
的
放
浪
性
と
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

傾
向
。
さ
ら
に
つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
故
郷
を
も
た
ぬ
事
か
ら
く
る
デ
ラ
シ
ネ
意
識
。
こ
れ
ら
す
べ
て
が
〈
原
体
験
〉
と
し
て
の
植
民
地
と
強
国
に
対
す
る
警
戒
意

識
と
し
て
根
強
く
私
た
ち
の
中
に
居
す
わ
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。　
　
　
　

五
木
が
指
摘
し
た
右
の
よ
う
な
心
的
特
徴
を
前
提
に
、
尾
崎
秀
樹
は
、「「
外
地
引
揚
派
」
の
発
言
」（『
旧
植
民
地
文
学
の
研
究
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
一
・
六
、『
週
刊

読
書
人
』
一
九
六
九
・
二
・
十
七
初
出
）
で
次
の
よ
う
に
分
析
す
る
。
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三
三

吉
田
知
子
「
豊
原
」
論
（
中
村
佑
衣
）

彼
（
五
木
・
引
用
者
注
）
の
い
う
植
民
地
体
験
は
、
た
だ
日
本
の
旧
植
民
地
で
、
生
れ
、
あ
る
い
は
育
ち
、
そ
こ
で
敗
戦
を
迎
え
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
土
地
で
何
を
実
感
し
た
か
に
か
か
っ
て
く
る
。
世
代
体
験
が
ク
ロ
ス
す
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
点
に
関
し
て
だ
。
旧
植
民
地
で
育
っ
た
と
い
う
だ
け
な
ら
、
台

湾
の
新
竹
で
生
れ
、
中
学
一
年
ま
で
外
地
で
す
ご
し
た
埴
谷
雄
高
で
も
、
大
連
で
生
れ
、
学
校
を
卒
業
し
た
の
ち
ふ
た
た
び
植
民
地
へ
も
ど
り
、
東
部
ソ
満
国
境
で

敗
戦
を
む
か
え
た
五
味
川
純
平
の
場
合
に
も
、
同
じ
体
験
は
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
五
木
の
発
想
は
、
あ
く
ま
で
も
大
正
末
か
ら
昭
和
一
ケ
タ
に
お
よ
ぶ

世
代
の
も
の
で
、
そ
こ
に
は
祖
国
喪
失
の
意
識
が
も
う
一
つ
重
な
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

 
 

 
 

　
（p.324

・
傍
線
引
用
者
）

こ
こ
で
い
う
「
世
代
」
と
は
、
外
地
で
子
ど
も
時
代
を
過
ご
し
、
敗
戦
を
契
機
に
居
場
所
を
追
わ
れ
、
引
揚
げ
た
経
験
を
も
つ
者
達
を
指
す
。
つ
ま
り
、
外
地
で
の
移
住

経
験
者
の
中
で
も
、
敗
戦
後
の
引
揚
げ
経
験
を
も
つ
者
に
の
み
存
在
す
る
、〈
故
国
＝
ホ
ー
ム
〉
の
喪
失
の
意
識
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
７
）「
エ
グ
ザ
イ
ル
（exile

）」
は
、「
国
外
追
放
」「
亡
命
者
」「
流
浪
者
」
を
示
す
語
で
あ
る
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
こ
の
言
葉
に
新
た
な
意
味
を
付
与
し
た
。
パ

レ
ス
チ
ナ
出
身
で
あ
る
サ
イ
ー
ド
は
、
自
身
も
、
常
に
所
在
な
さ
や
、「
自
分
の
人
生
の
起
源
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
」「
故
郷
喪
失
者
」（
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
「
帰

還
の
権
利
（
二
〇
〇
〇
年
に
行
な
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
）」
田
村
理
香
訳
『
現
代
思
想
』
三
十
一
巻
十
四
号
青
土
社
、
二
〇
〇
三
・
十
一
）
と
し
て
の
意
識
を
抱
え
て

い
た
と
い
う
。
国
を
追
わ
れ
、
生
ま
れ
育
っ
た
〈
ホ
ー
ム
〉
に
戻
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
に
生
じ
る
、「
帰
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（
同
前
）
と
い
う
思
い
は
そ
の
者
の

心
の
大
部
分
を
占
め
る
ほ
ど
の
強
い
感
情
で
あ
る
。
サ
イ
ー
ド
は
そ
の
感
情
を
以
下
の
通
り
に
説
明
す
る
が
、
こ
の
感
情
は
注
（
６
）
の
戦
後
引
揚
者
の
心
的
特
徴
と
符

合
す
る
こ
と
を
留
意
さ
れ
た
い
。

わ
た
し
の
人
生
を
表
現
す
る
な
ら
、
出
発
と
帰
還
の
連
続
で
す
。
し
か
し
出
発
は
常
に
不
安
で
す
。
帰
り
は
い
つ
も
不
確
か
で
す
。
当
て
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
で

す
か
ら
短
い
旅
に
出
か
け
る
と
き
で
さ
え
も
、
戻
っ
て
来
ら
れ
な
い
可
能
性
を
想
定
し
、
荷
物
を
詰
め
込
み
す
ぎ
て
し
ま
う
の
で
す
。
ど
こ
に
も
属
し
て
い
な
い
と

い
う
感
情
を
、
わ
た
し
は
い
つ
も
抱
い
て
い
る
の
で
す
。
本
当
に
ど
こ
に
も
属
し
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ

し
て
、
わ
た
し
が
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
と
は
、
だ
れ
か
べ
つ
の
人
が
、
わ
た
し
の
で
は
な
く
そ
の
人
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
場
所
な
の
で
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
、
出

身
が
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
に
さ
え
、
常
に
疑
問
符
が
付
き
ま
と
っ
て
い
る
の
で
す
。  

 
 

 
 

 

　
　

  （
同
前
）

わ
た
し
は
自
分
自
身
を
、
放
浪
者
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
ま
す
。
わ
た
し
の
姿
勢
は
旅
行
者
の
そ
れ
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
人
物
は
土
地
の
所
有
に
は
関
心
が
あ
り

ま
せ
ん
し
、
保
護
す
る
領
域
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

　
　

  （
同
前
）

（
８
）
既
に
、
大
江
健
三
郎
と
リ
ー
ビ
英
雄
の
対
談
（「
異
言
語
に
身
を
晒
す　

新
し
い
文
学
の
モ
デ
ル
を
め
ぐ
っ
て
」『
世
界
』
七
五
六
号
、
二
〇
〇
六
・
九
）
に
お
い
て
、
吉

田
と
同
様
に
、
幼
少
期
を
満
州
で
過
ご
し
、
敗
戦
直
後
の
満
州
の
混
乱
を
目
の
当
た
り
し
、
引
揚
げ
た
経
歴
を
も
ち
、
そ
の
経
験
を
反
映
し
た
作
品
を
生
み
出
し
た
安
部

公
房
の
文
学
が
、「
エ
グ
ザ
イ
ル
の
文
学
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
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愛
知
淑
徳
大
学
論
集
―
文
学
部
篇
―　

第
四
十
七
号

三
四

（
９
）
引
揚
文
学
に
お
い
て
、
引
揚
げ
の
際
に
や
む
を
得
ず
現
地
に
家
族
を
残
し
た
こ
と
を
、〈
捨
て
た
〉
と
叙
述
し
、
引
揚
者
の
罪
悪
感
の
表
れ
と
し
た
作
品
は
他
に
も
あ
る
。

例
え
ば
、樺
太
の
真
岡
に
生
ま
れ
、一
九
四
七
年
五
月
に
家
族
と
共
に
樺
太
を
引
揚
げ
て
日
本
に
移
っ
た
作
家
、李
恢
成
の
「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」（『
群
像
』
一
九
六
九
・

六
）
に
も
、
義
姉
を
外
地
に
残
し
て
引
揚
げ
た
李
自
身
の
実
体
験
に
基
づ
く
、
家
族
と
の
別
れ
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

悪
い
こ
と
を
し
た
疼
き
と
悲
し
み
が
哲
午
の
心
に
熱
っ
ぽ
く
こ
み
あ
げ
て
い
た
。
豊
子
は
棄
て
ら
れ
た
の
だ
。
み
ん
な
か
ら
と
う
と
う
棄
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

哲チ
ョ
ル
オ午
は
、
自
分
の
心
の
奥
に
も
、
き
っ
と
や
ま
し
い
気
持
が
あ
っ
た
の
だ
と
考
え
る
と
、
取
り
返
し
の
つ
か
ぬ
こ
と
を
し
た
気
が
し
て
く
る
の
だ
っ
た
。

（「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」『
李
恢
成
集
』
河
出
書
房
新
社
、
一
九
七
二
・
二
、p.39

・
傍
線
引
用
者
）

　

 

右
の
作
品
に
つ
い
て
、
李
は
あ
と
が
き
で
、「
分
裂
し
た
祖
国
の
統
一
と
い
う
朝
鮮
人
に
切
実
な
テ
ー
マ
を
背
景
に
、
そ
の
光
を
も
と
め
て
い
る
一
朝
鮮
人
家
庭
の
姿
を
そ

の
内
側
か
ら
捉
え
よ
う
と
心
か
け
た
」（
同
前p.213

）
と
、解
説
を
し
て
い
る
。
右
の
「
ま
た
ふ
た
た
び
の
道
」
の
引
用
に
お
い
て
、外
地
に
残
さ
れ
た
「
豊
子
」
を
「
棄

て
ら
れ
た
」
と
表
現
す
る
の
は
、「
統
一
」
イ
コ
ー
ル
〈
集
合
〉
を
目
指
し
な
が
ら
同
胞
を
外
地
に
残
し
、
自
分
た
ち
だ
け
が
引
き
揚
げ
た
と
い
う
引
揚
者
の
自
責
の
念

を
示
す
た
め
だ
。
自
身
が
属
す
る
民
族
や
一
族
の
〈
集
合
〉
を
目
指
す
李
の
作
品
と
、
吉
田
の
「
豊
原
」
と
で
は
、
同
じ
引
揚
げ
と
い
う
現
象
を
扱
う
も
の
の
、
主
人
公

の
立
場
や
目
指
す
も
の
が
大
き
く
異
な
る
。
だ
が
立
場
は
異
な
れ
ど
も
、
家
族
を
そ
の
場
に
残
し
て
引
揚
げ
た
者
が
同
様
に
、「
捨
て
た
」（「
棄
て
た
」）
と
い
う
表
現
を

用
い
て
、
別
れ
を
叙
述
し
た
点
に
注
意
を
促
し
た
い
。
な
お
、
李
恢
成
に
関
し
て
は
、『〈
在
日
〉
文
学
全
集
第
４
巻
李
恢
成
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
・
六
）
の
年
譜
、

中
里
喜
昭
の
解
説
（「
橋
を
め
ざ
す
〈
在
日
〉
文
学
」）
も
参
照
し
た
。

（
10
）「
豊
原
」（p.560

）。

（
11
）
語
り
手
の
「
僕
」
が
作
品
冒
頭
で
、「
母
を
捨
て
て
き
た
」（p.559
）
と
語
る
と
同
時
に
、「
母
の
死
体
を
、
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
」・「
僕
は
母
の
死
顔
を
ま
だ
覚

え
て
い
る
」（
同
前
）
と
も
語
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
。
そ
れ
ら
の
叙
述
が
示
す
通
り
、
語
り
手
で
あ
る
現
在
の
「
僕
」
が
「
捨
て
」
た
の
は
、
あ
く
ま
で
亡

骸
で
あ
り
、「
母
」
と
の
関
係
性
や
記
憶
の
全
て
を
不
要
の
も
の
と
し
て
「
捨
て
」
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
12
）
本
論
で
示
し
た
例
以
外
に
も
、
医
学
部
の
建
物
の
窓
の
割
れ
目
か
ら
中
を
覗
き
見
る
場
面
（p.568

）
や
、
豊
原
が
ソ
連
機
の
爆
撃
を
受
け
た
際
に
、
大
学
の
窓
か
ら
外

の
様
子
を
う
か
が
う
場
面
（p.570

）
が
あ
る
。

（
13
）
作
中
で
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
作
品
発
表
時
の
世
間
一
般
の
捉
え
方
と
し
て
、
戦
後
引
揚
者
は
、
言
語
感
覚
な
ど
が
異
な
る
異
質
な
〈
他
者
〉
と
内
地
の
者
か
ら

見
な
さ
れ
た
。
吉
田
知
子
も
そ
う
し
た
差
別
的
な
目
を
知
る
一
人
で
あ
り
、「
女
の
戦
後
史
第
一
回
引
揚
げ
」（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
二
十
五
巻
十
三
号
、
一
九
八
三
・
三
）

に
お
い
て
、
知
人
が
引
揚
者
を
指
し
て
、「
あ
い
つ
ら
、
虱
だ
ら
け
だ
っ
た
。
お
か
げ
で
町
中
に
虱
が
う
つ
っ
た
」
と
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
と
語
っ
て
い
る
。
敗
戦

直
後
は
例
え
内
地
で
あ
っ
て
も
食
料
や
物
資
の
不
足
で
苦
難
に
喘
ぐ
者
が
多
か
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
下
で
外
地
の
人
々
が
引
揚
げ
て
き
て
も
、
温
か
く
迎
え
入
れ
ら
れ
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三
五

吉
田
知
子
「
豊
原
」
論
（
中
村
佑
衣
）

る
こ
と
は
な
く
、
身
内
以
外
に
は
む
し
ろ
厄
介
な
部
外
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
の
だ
。
特
に
、『
ぼ
く
ら
が
出
合
っ
た
戦
争
―
―
漫
画
家
の
中
国
引
揚

げ
行
』（
石
子
順
他
、
新
日
本
出
版
社
、
二
〇
一
二
・
八
、p.32

）
に
は
、「
い
の
ち
か
ら
が
ら
日
本
に
帰
っ
て
き
て
も
引
揚
者
だ
か
ら
田
舎
に
行
く
と
日
本
人
扱
い
し
て

も
ら
え
」
ず
、「
中
国
人
の
よ
う
な
扱
い
で
差
別
さ
れ
た
」
戦
後
引
揚
者
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
あ
り
、
戦
後
引
揚
者
が
内
地
の
人
々
か
ら
、
同
じ
日
本
人
と
し
て
は
扱
わ
れ
ず
、

〈
他
者
〉
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
明
瞭
に
わ
か
る
。
従
っ
て
、「
僕
」
が
内
地
に
到
着
し
て
も
、
安
住
で
き
る
新
た
な
〈
ホ
ー
ム
〉
は
容
易
に
は
見
つ
か
ら
な
い
と
予
想
さ

れ
る
。

（
14
）
以
上
、
こ
こ
ま
で
の
引
用
は
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
「
第
三
章
知
的
亡
命
―
―
故
国
喪
失
者
と
周
辺
的
存
在
」（
大
橋
洋
一
訳
『
知
識
人
と
は
何
か
』
平
凡
社
、
一

九
九
八
・
三
、
一
九
九
四
年
原
著
、p.87

）
に
拠
っ
た
。

（
15
）「
帰
還
の
権
利
」（
前
掲
、p.190
）。

（
16
）「
帰
還
の
権
利
」（
同
前
）。

（
17
）
樺
太
文
学
史
に
関
し
て
は
、
荒
澤
勝
太
郎
の
『
樺
太
文
学
史
』
第
一
〜
四
巻
（
艸
人
舎
、
一
九
八
六
・
三
、
八
、
一
九
八
七
・
二
、
七
）
に
多
く
の
教
示
を
得
た
。
そ

の
他
、
川
村
湊
の
『
南
洋
・
樺
太
の
日
本
文
学
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
四
・
十
二
）
も
参
考
に
し
た
。

（
18
）
管
見
の
限
り
で
は
、
引
揚
げ
に
ま
つ
わ
る
吉
田
作
品
と
し
て
、
本
作
品
以
外
に
、「
海
へ
」（『
紅
炉
』
一
九
六
七
・
四
）、「
九
月
」（『
吉
田
知
子
作
品
選
』
深
夜
叢
書
社
、

一
九
七
一
・
四
）、「
凍
雲
の
下
」（『
文
学
界
』
一
九
七
一
・
七
）、「
引
揚
者
収
容
所
」（『
文
芸
』
一
九
七
二
・
八
）、「
父
の
墓
」（『
新
潮
』
一
九
七
五
・
一
）、「
帰
国
」（『
海

燕
』
一
九
八
二
・
四
）、「
満
州
は
知
ら
な
い
」（『
新
潮
』
一
九
八
三
・
十
一
）、「
海
へ
」（『
三
田
文
学
』
一
九
八
五
・
八
）
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

＊
終
戦
後
の
様
子
に
関
し
て
は
、
工
藤
信
彦
の
『
わ
が
内
な
る
樺
太　

外
地
で
あ
り
内
地
で
あ
っ
た
「
植
民
地
」
を
め
ぐ
っ
て
』（
石
風
社
、
二
〇
〇
八
・
十
一
）
も
参
考
に

し
た
。
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