
は
じ
め
に
│
│
安
部
公
房
に
お
け
る
皮
膚
と
変
形
譚

（
�
）

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
は
、「
お
れ
」
の
身
体
が
絹
糸
に
な
り
繭
へ
と
変

形
す
る
物
語
で
あ
る
。「
休
む
た
め
に
は
家
が
い
る
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

帰
る
家
が
な
い
「
お
れ
」
は
休
む
こ
と
も
で
き
ず
に
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
歩
き
疲
れ
た
「
お
れ
」
の
足
は
ほ
こ
ろ
び
て
ほ
ぐ
れ
て
糸
に
な

り
、
最
終
的
に
は
完
全
に
繭
へ
と
変
形
し
て
し
ま
う
。

こ
の
よ
う
な
安
部
公
房
に
お
け
る
変
形
譚
は
特
に
初
期
作
品
に
多
く
見
ら

れ
る
小
説
の
傾
向
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
登
場
人
物
の
身
体
は
、
繭
や
、
水

や
、
壁
、
植
物
、
ロ
ボ
ッ
ト
、
動
物
な
ど
に
変
形
す
る
。
変
形
の
定
義
に
よ

っ
て
は
死
ぬ
過
程
す
ら
も
変
形
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
仮
面
を
か

（
�
）

ぶ
る
こ
と
も
身
体
変
工
の
一
種
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
う
し
た
安
部
の
描
く
変
形
を
「
肉
体
の
部
分
な
い
し
表
層
の
、
表
層
か

ら
の
「
変
身
」
で
あ
る
」
と
、
皮
膚
と
の
関
わ
り
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
の

（
�
）

は
谷
川
渥
で
あ
る
。
谷
川
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
身
体
の
特
に
表
層
が
変
形

す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
身
体
の
範
囲
が
変
化
す
る
と
い
う
意
味

に
お
い
て
、
変
形
譚
は
皮
膚
の
変
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
、
安
部
は
初
期
か
ら
皮
膚
の
持
つ
問
題
性
に
つ
い
て
極
め

て
意
図
的
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」（『
表
現
』
一
九
四
九
年
八
月
）
は
主
人

公
コ
モ
ン
君
が
植
物
に
変
形
す
る
物
語
だ
が
、
そ
の
発
端
は
顔
と
い
う
皮
膚

が
裏
返
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
飢
え
た
皮
膚
」（『
文
学
界
』
一
九
五
一

年
一
〇
月
）
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
が
示
す
通
り
皮
膚
に
つ
い
て
の
物
語
で
あ

る
。
そ
し
て
本
稿
で
論
じ
る
「
赤
い
繭
」
は
「
お
れ
」
の
身
体
の
、
特
に
皮

膚
が
絹
糸
に
な
り
繭
へ
と
変
形
す
る
物
語
で
あ
る
。
本
稿
の
試
み
は
こ
う
し

た
変
形
を
皮
膚
の
問
題
性
に
注
目
し
て
読
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
安
部
の
変
形
譚
に
関
し
て
先
行
論
は
概
ね
二
つ
の
立
場
を
と
っ
て

い
る
。
身
体
が
変
形
す
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
意
識
と
し
て
、
岡
庭
昇
は
ア

ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
芸
術
運
動
や
花
田
清
輝
の
理
論
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
変

形
は
「
じ
つ
は
生
活
者
が
自
然
な
日
常
性
と
い
う
み
せ
か
け
の
下
で
つ
ね
に

（
�
）

し
い
ら
れ
て
い
る
か
た
ち
の
、
直
接
の
表
出
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論

│
│
変
形
を
続
け
る
皮
膚
と
身
体
認
識
│
│

岩
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る
。
小
林
治
も
岡
庭
の
論
を
引
き
継
い
だ
形
で
、
変
形
の
描
写
を
「
凄
ま
じ

い
ま
で
に
疎
外
さ
れ
た
人
間
の
身
体
感
」
が
描
か
れ
て
い
る
と
言
い
、「
花

田
清
輝
が
提
唱
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
物
質
と
し
て
の
人
間
と
い
う
把
握
」
が

（
�
）

な
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。
つ
ま
り
変
形
は
変
質
で
は
な
く
、
元
来
の
身
体

の
在
り
方
が
顕
在
化
／
可
視
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
で
あ

る
。
こ
の
両
者
は
「
物
質
」「
も
の
」
へ
の
変
形
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
、

変
形
を
「
物
自
体
」「
あ
る
が
ま
ま
」
の
姿
の
自
覚
と
し
て
位
置
づ
け
て
い

る
。こ

う
し
た
論
に
対
し
て
、「
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
〈
身
体
〉
が
強
調
さ
れ
ね

（
�
）

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
す
る
の
は
田
中
裕
之
の
論
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
田
中
が
直
接
批
判
し
た
い
の
は
「
身
体
」
の
強
調
で
は
な

く
、
変
形
を
総
じ
て
疎
外
さ
れ
た
者
の
身
体
性
と
し
て
捉
え
る
一
面
性
に
対

し
て
で
あ
り
、
彼
は
変
形
す
る
も
の
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
に
着
目
す
る
こ
と
の

重
要
性
を
強
調
す
る
。
そ
し
て
そ
の
際
に
提
案
す
る
の
が
「
比
喩
」
の
関
係

で
あ
る
。
田
中
が
主
張
す
る
の
は
「
安
部
公
房
の
変
形
譚
に
お
い
て
は
、
こ

の
よ
う
に
、
通
常
は
比
喩
を
形
成
す
べ
き
も
の
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
次
元
を
超

え
て
実
際
に
形
象
化
さ
れ
て
し
ま
う
」
た
め
、「
変
形
後
の
姿
は
、
変
形
し

（
�
）

た
人
間
の
ト
ー
タ
ル
な
存
在
の
形
を
表
象
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。以

上
の
よ
う
に
、
身
体
の
重
要
性
と
変
形
後
の
姿
へ
の
注
目
の
必
要
性
が

先
行
論
で
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
読
解
を
踏
ま
え
て
今
一
度
考

え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
何
故
身
体
が
変
形
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
も
、
身
体
と
そ
の
表
面
で
あ
る
皮
膚
は
、
意
味
が
書
き
込
ま

（
�
）

れ
る
こ
と
で
主
体
化
が
な
さ
れ
る
権
力
の
働
く
場
で
あ
る
か
ら
だ
。
故
に
、

「
あ
る
が
ま
ま
の
身
体
性
」
と
い
う
、
身
体
を
本
質
化
し
て
し
ま
う
読
解
か

ら
は
距
離
を
お
く
必
要
が
あ
る
。
身
体
は
決
し
て
所
与
の
も
の
と
し
て
あ
る

（
�
）

の
で
は
な
く
、
言
説
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

な
ら
ば
む
し
ろ
、
身
体
の
変
形
へ
の
比
喩
的
な
言
葉
の
関
わ
り
は
、
レ
ト

リ
ッ
ク
や
慣
用
句
に
よ
っ
て
如
実
に
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
身
体
が
言
説
に
よ

っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
場
面
と
し
て
読
み
取
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
身
体
に
書
き
込
ま
れ
る
言
説
が
比
喩
を
介
し
て
意
図
せ
ぬ
身
体
を

生
み
出
し
て
い
く
場
面
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
比
喩

が
身
体
に
変
形
と
い
う
形
で
表
れ
る
と
い
う
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
比

喩
や
レ
ト
リ
ッ
ク
が
身
体
認
識
や
自
己
認
識
に
い
か
に
影
響
を
与
え
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
認
識
の
変
容
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
変
形
は
主
人
公
に
と
っ
て
は
決
し
て
比
喩
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
に
知

覚
さ
れ
る
身
体
の
在
り
方
そ
の
も
の
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

身
体
認
識
を
規
定
す
る
象
徴
的
な
場
所
が
、
身
体
の
境
界
た
る
皮
膚
で
あ

る
。
身
体
の
変
形
は
身
体
の
拡
張
及
び
縮
小
を
伴
い
、
身
体
範
囲
の
変
化
が

起
こ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
変
形
は
皮
膚
と
い
う
身
体
境
界
と
、
身
体
境
界
が

規
定
す
る
身
体
認
識
の
変
形
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
身
体
に
お

（

）

け
る
権
力
の
作
用
の
変
形
で
も
あ
る
。

皮
膚
は
身
体
の
境
界
で
あ
る
が
故
に
、
多
数
の
意
味
が
呼
び
込
ま
れ
る
場

所
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
ベ
ン
テ
ィ
ー
ン
は
、「
皮
膚
」
と
し
て
定
義

さ
れ
て
い
る
も
の
が
所
与
の
も
の
で
は
な
く
、
歴
史
的
・
文
化
的
に
規
定
さ

れ
、
言
説
に
よ
っ
て
様
々
に
変
遷
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

一
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（

）

て
、
皮
膚
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
て
い
る
。

彼
は
皮
膚
を
取
り
巻
く
言
説
が
、
様
々
な
位
相
や
比
喩
を
持
つ
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、「
二
つ
の
対
立
す
る
思
考
形
態
」
を
常
に
背
後
に
保
持
し
て
い
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
二
つ
の
対
立
す
る
思
考
形
態
」
と
は
す
な
わ
ち

「
皮
膚
と
し
て
の
自
己
と
、
皮
膚
の
中
の
自
己
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
。「
皮

膚
と
し
て
の
自
己
」
は
、
皮
膚
は
自
己
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
こ

と
で
あ
り
、
一
方
、「
皮
膚
の
中
の
自
己
」
と
は
、
皮
膚
は
「
私
」
を
閉
じ

込
め
る
牢
獄
や
被
い
で
あ
り
、
自
己
に
と
っ
て
の
他
者
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
指
す
。
つ
ま
り
、
皮
膚
は
歴
史
や
文
化
に
よ
っ
て
相
反
す
る
対
立
的
な
価

値
観
を
持
つ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

皮
膚
表
象
の
両
義
性
は
、
ベ
ン
テ
ィ
ー
ン
に
お
い
て
は
対
極
的
な
モ
デ
ル

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
両
者
は
対
極
に
あ
る
価
値
観
な

の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
皮
膚
と
い
う
場
所
が
象
徴
的
に
境
界
と
い
う
内
部

と
外
部
の
界
面
で
あ
る
た
め
に
、
あ
る
時
は
外
部
で
あ
り
、
あ
る
時
は
内
部

で
あ
る
と
い
う
性
質
を
持
つ
こ
と
に
依
拠
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い

か
。
つ
ま
り
、
皮
膚
に
関
す
る
両
義
的
な
認
識
は
、
あ
る
文
化
や
あ
る
個
人

に
お
い
て
固
定
的
に
作
用
し
て
い
る
類
の
も
の
で
は
な
く
、
皮
膚
と
い
う
場

所
が
様
々
な
状
況
に
お
い
て
、
あ
る
時
は
外
部
と
し
て
、
あ
る
時
は
内
部
と

し
て
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。な

ら
ば
、
身
体
境
界
で
あ
る
皮
膚
と
い
う
場
所
を
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て

内
部
と
外
部
が
入
れ
替
わ
る
両
義
的
な
場
所
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
故
に
状
況

に
よ
っ
て
様
々
に
自
己
を
変
容
さ
せ
様
々
な
感
覚
や
感
情
や
イ
メ
ー
ジ
を
呼

び
起
こ
す
流
動
的
な
場
所
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し

た
観
点
か
ら
安
部
の
変
形
譚
を
読
解
す
る
こ
と
は
、
安
部
の
変
形
譚
解
釈
、

ひ
い
て
は
安
部
作
品
に
描
か
れ
る
身
体
描
写
の
解
釈
に
、
単
な
る
比
喩
を
超

え
た
読
解
の
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
と
な
る
。

そ
う
考
え
た
と
き
、
安
部
の
変
形
譚
の
中
で
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
は

「
赤
い
繭
」
と
い
う
「
お
れ
」
の
身
体
が
絹
糸
に
な
り
繭
へ
と
変
形
す
る
物

語
で
あ
る
。
繭
へ
の
変
形
は
皮
膚
／
身
体
境
界
の
変
形
で
あ
り
、「
お
れ
」

自
身
が
「
お
れ
」
を
覆
い
包
む
「
家
」
に
な
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
外
と

内
の
反
転
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
繭
自
体
が
外
部
と
内
部
を
隔
て
る
皮
膚

／
身
体
境
界
で
す
ら
あ
る
。

本
稿
で
は
、
変
形
譚
を
と
り
わ
け
「
皮
膚
の
変
形
」
と
し
て
読
ん
だ
時
に

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
か
、
身
体
の
変
形
と
い
う
問
題
を
通
し
て
考

え
る
こ
と
を
試
み
る
。
そ
れ
は
身
体
の
変
形
を
経
験
す
る
主
人
公
に
と
っ
て

変
形
は
単
な
る
比
喩
で
は
な
く
、
身
体
認
識
の
変
容
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

と
繋
が
る
。
一
体
何
が
「
お
れ
」
の
変
形
を
誘
発
し
た
の
か
、
変
形
を
介
し

て
獲
得
す
る
認
識
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
身
体
の
違
和
感
に
着
目
す

る
こ
と
で
分
析
し
た
い
。

一
、
国
民
把
握
の
単
位
と
し
て
の
「
家
」

「
赤
い
繭
」
に
お
け
る
身
体
の
変
形
は
「
お
れ
」
が
繭
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
家
が
な
い
た
め
に
休
む
こ
と
の
で
き
な
い
「
お
れ
」
に
と
っ
て
、
変
形

に
よ
っ
て
で
き
た
繭
と
は
「
お
れ
の
家
」
だ
と
捉
え
ら
れ
る
。
自
身
の
身
体

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論

一
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を
休
ま
せ
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
自
分
の
も
の
を
探
し
て
い
た
「
お
れ
」
に

と
っ
て
、
自
身
の
身
体
が
家
に
変
形
す
る
こ
と
は
「
こ
れ
で
や
っ
と
休
め
る

の
だ
」
と
考
え
る
ほ
ど
待
ち
わ
び
た
事
態
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
繭
は
「
お

れ
」
自
身
の
身
体
が
変
形
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
「
今
度
は
帰
っ
て
ゆ
く

お
れ
が
い
な
い
」。

こ
う
し
た
変
形
の
顛
末
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
は
帰
属
の
た
め
の
真

（

）

の
自
我
の
喪
失
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。
ま
た
は
、「
お
れ
」
の
彷
徨
を
安
部

の
引
揚
げ
体
験
と
関
連
づ
け
、「
故
郷
喪
失
」
の
文
脈
に
お
い
て
帰
属
の
な

（

）

さ
の
表
出
と
し
て
読
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
で
、
同
時
代
的
な
背
景

や
安
部
の
思
想
を
踏
ま
え
つ
つ
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
文
脈
や
実
存
主
義
の
関

（

）

連
か
ら
の
読
解
も
な
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
先
行
論
は
中
野
和
典
の
論
が
指
摘

す
る
よ
う
な
、
家
お
よ
び
身
体
の
所
有
の
問
題
に
接
続
す
る
も
の
だ
と
い
え

る
。先

行
論
に
見
ら
れ
る
問
題
意
識
は
、「
帰
属
」
と
そ
れ
に
伴
う
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
と
い
う
観
点
と
、「
所
有
」
お
よ
び
空
間
の
所
有
と
関
連

し
た
身
体
や
存
在
の
問
題
と
い
う
観
点
と
い
う
、
二
つ
の
流
れ
に
大
別
で
き

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
両
者
の
観
点
の
違
い
は
、「
家
」
を
共
同

体
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
理
解
す
る
か
、
物
質
的
な
空
間
と
し
て
理
解
す
る

か
と
い
う
点
に
依
拠
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
帰
属
と
所
有
は
密
接
に
関
係
し
あ

っ
て
お
り
、
単
純
に
「
家
」
と
い
う
語
の
解
釈
の
違
い
と
し
て
二
分
で
き
る

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
で
い
え
ば
、
自
明
の
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る

帰
属
と
所
有
の
結
び
つ
き
は
所
与
の
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
く
ま
で

物
質
的
な
「
家
」
の
非
所
有
を
直
接
的
に
共
同
体
へ
の
帰
属
と
い
う
問
題
へ

と
結
び
つ
け
る
読
解
に
は
、「
家
」
と
い
う
表
象
そ
の
も
の
の
在
り
方
に
付

与
さ
れ
る
社
会
的
な
背
景
が
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

背
景
が
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
た
め
寓
話
と
し
て
読
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

作
品
で
あ
る
が
、
同
時
代
状
況
は
作
品
の
状
況
に
符
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
こ
で
は
家
制
度
や
戸
籍
法
と
い
う
社
会
的
な
「
家
」
が
空
間
的
な
住

居
と
結
び
つ
く
形
で
国
民
把
握
の
単
位
と
な
っ
て
い
る
点
を
確
認
し
た
い
。

帰
る
家
を
持
た
な
い
「
お
れ
」
と
い
う
存
在
は
抽
象
的
で
は
あ
る
が
、
初

出
発
表
当
時
の
戦
後
と
い
う
時
代
状
況
に
お
い
て
「
お
れ
」
の
よ
う
な
浮
浪

者
は
社
会
問
題
に
な
る
ほ
ど
散
見
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
の
深
刻
な
住
宅
難
に

よ
り
浮
浪
者
は
増
加
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
背
景
を
鑑
み
て
、「
お
れ
」

の
存
在
を
直
接
的
に
浮
浪
者
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

う
。住

宅
難
は
空
襲
に
よ
る
被
害
は
も
と
よ
り
、
疎
開
、
復
員
や
引
揚
も
原
因

で
あ
る
。
ま
た
、
軍
需
工
場
か
ら
の
解
雇
に
よ
る
失
業
者
の
増
加
と
失
業
者

の
都
市
へ
の
流
入
も
ま
た
住
宅
難
を
助
長
し
た
。
一
九
四
五
年
、
戦
災
復
興

院
は
全
国
の
住
宅
不
足
数
は
四
〇
〇
万
戸
で
あ
る
と
い
う
推
定
を
発
表
し
て

（

）

い
る
。
住
宅
難
の
対
策
と
し
て
、
政
府
は
一
九
四
五
年
の
八
月
二
九
日
に
は

応
急
簡
易
住
宅
を
年
内
に
三
〇
万
戸
建
設
す
る
と
い
う
計
画
を
立
て
、
ま
た

一
一
月
に
は
「
住
宅
緊
急
措
置
令
」（『
官
報
』
一
九
四
五
年
一
一
月
二
一

日
）
に
よ
り
非
住
宅
建
築
を
ア
パ
ー
ト
化
す
る
方
針
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
計
画
や
勅
令
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と

は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
住
宅
難
に
際
し
て
間
借
り
や
バ
ラ
ッ
ク
の

建
造
に
よ
る
対
処
が
な
さ
れ
る
も
、
当
然
浮
浪
者
と
な
る
者
も
膨
大
で
あ

二
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る
。
浮
浪
者
や
戦
災
孤
児
を
強
制
的
に
収
容
施
設
へ
収
容
す
る
「
カ
リ
コ

（

）

ミ
」
と
い
う
取
り
締
ま
り
も
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
浮
浪
者
た
ち
は
戦
災
に
よ

り
戸
籍
情
報
が
焼
失
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
配
給
制
や
切
符
制
が
受
け
ら

れ
な
い
こ
と
も
多
々
あ
っ
た
。

「
家
」
と
い
う
言
葉
に
空
間
的
な
住
居
と
い
う
意
味
以
上
に
帰
属
や
共
同

体
と
い
う
意
味
付
け
が
な
さ
れ
る
の
は
、
住
居
と
結
び
つ
い
た
「
家
」
と

「
家
制
度
」
が
共
に
国
家
に
よ
る
国
民
把
握
の
単
位
と
し
て
、
つ
ま
り
は
国

民
国
家
へ
の
帰
属
の
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
背
景
が
あ
る
か
ら

で
あ
ろ
う
。

西
川
祐
子
に
よ
る
と
、
戦
前
の
民
法
に
お
け
る
家
制
度
は
国
家
に
よ
る
国

民
把
握
を
前
提
と
し
た
制
度
だ
っ
た
。
一
八
七
一
年
の
「
戸
籍
法
」（
太
政

（

）

官
布
告

第
一
七
〇
）
は
、
全
国
民
を
「
戸
」
に
編
入
す
る
こ
と
で
国
民
を

「
戸
」
単
位
で
把
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。「
戸
」
は
行
政
組
織
の
末

端
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
一
八
九
八
年
施
行
の
「
明
治
民

法
」（『
官
報
』（
号
外
）
一
八
九
八
年
六
月
二
日
）
に
お
い
て
「
戸
主
に
は
、

戸
の
構
成
員
に
た
い
す
る
強
力
な
戸
主
権
と
保
護
扶
養
の
義
務
、
家
産
を
一

括
し
て
相
続
す
る
権
利
と
祖
先
を
祭
る
祭
祀
義
務
を
含
む
監
督
相
続
権
が
与

え
ら
れ
」「
戸
主
の
権
威
は
家
父
長
の
権
威
と
し
て
家
族
国
家
の
頂
点
に
立

つ
天
皇
の
権
威
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
語
ら
れ
、「
家
」
制
度
は
祖
先
崇
拝
を
媒

（

）

介
に
天
皇
国
家
の
基
礎
単
位
と
さ
れ
た
」
の
で
あ
る
。
敗
戦
を
契
機
に
Ｇ
Ｈ

Ｑ
に
よ
る
占
領
政
策
が
進
み
、
非
民
主
的
な
制
度
で
あ
る
と
し
て
家
制
度
を

含
む
民
法
は
改
正
さ
れ
る
が
、
改
正
民
法
に
は
依
然
と
し
て
戸
籍
が
残
さ

れ
、
国
民
把
握
の
た
め
の
戸
籍
編
製
は
継
続
さ
れ
る
。
敗
戦
に
よ
っ
て
ア
ジ

ア
か
ら
の
食
糧
供
給
が
絶
た
れ
た
上
に
不
作
も
重
な
っ
た
こ
と
で
、
敗
戦
直

（

）

後
の
日
本
の
食
糧
不
足
は
深
刻
だ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
故
に
配
給
制
は
戦

後
も
し
ば
ら
く
継
続
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
配
給
制
度
は
国
家
管
理

体
制
の
下
、
隣
組
と
い
う
相
互
監
視
的
な
シ
ス
テ
ム
を
保
持
す
る
国
民
総
動

員
体
制
の
最
末
端
機
関
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
隣
組
と
は
近
世
の
五
人

組
を
原
型
と
し
て
、
約
十
軒
を
単
位
に
作
ら
れ
た
隣
保
団
体
で
あ
り
、「
約

十
軒
を
単
位
」
と
す
る
た
め
、
世
帯
、
つ
ま
り
は
住
居
を
単
位
と
す
る
。
要

す
る
に
、「
国
民
」
と
し
て
社
会
福
祉
を
受
け
る
た
め
に
は
住
居
と
し
て
の

家
に
居
住
し
制
度
と
し
て
の
家
に
帰
属
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
住

居
を
持
た
な
い
浮
浪
者
が
切
符
を
得
ら
れ
ず
配
給
を
受
け
ら
れ
な
い
と
い
う

（

）

事
態
が
起
こ
り
得
た
の
は
こ
う
し
た
背
景
が
関
与
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
住
居
と
し
て
の
「
家
」
の
非
所
有
は
、
社
会
的
な
意
味
合
い
で

の
「
家
」
や
そ
こ
に
連
な
る
共
同
体
や
国
家
の
非
帰
属
と
し
て
理
解
さ
れ
、

「
お
れ
」
は
帰
属
で
き
な
い
存
在
と
し
て
読
解
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
こ
こ

で
「
お
れ
」
を
共
同
体
に
帰
属
し
て
い
な
い
存
在
と
し
て
捉
え
る
の
は
早
計

で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
「
お
れ
」
は
、
共
同
体
内
部
の
ル
ー
ル
で
あ
る
法

に
従
わ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
ら
、
起
き
ろ
。
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。

ま
し
て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
さ
あ
、
と
っ
と
と

歩
く
ん
だ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お

う
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
足
を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う

と
そ
れ
だ
け
で
お
ま
え
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。」（
四
九
三

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論

二
一



頁
）

引
用
は
「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
が
「
お
れ
」
に
向
か
っ
て
述
べ
る
セ
リ
フ

で
あ
る
。
法
は
「
お
れ
」
が
「
お
れ
の
も
の
」
で
は
な
い
場
所
で
休
む
こ
と

を
禁
止
し
、
ま
た
空
間
を
所
有
と
い
う
観
念
で
切
り
分
け
る
。「
お
れ
」
は

そ
の
法
の
範
囲
内
で
の
行
動
を
迫
ら
れ
て
い
る
。「
お
れ
」
は
あ
く
ま
で
共

同
体
の
外
側
に
い
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
の
法
の
内
側
に
、
周
縁
化
さ
れ

て
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

一
方
で
帰
属
を
拒
否
さ
れ
つ
つ
、
一
方
で
法
へ
の
従
属
を
迫
ら
れ
る
「
お

れ
」
の
身
体
は
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
次

章
で
検
討
し
た
い
。

二
、
取
り
締
ま
ら
れ
る
べ
き
身
体

前
述
し
た
よ
う
に
「
お
れ
」
は
単
純
に
考
え
れ
ば
浮
浪
者
で
あ
る
。
こ
の

浮
浪
者
と
い
う
存
在
は
法
律
で
取
り
締
ま
ら
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
例
え
ば

一
九
四
八
年
に
施
行
さ
れ
た
「
軽
犯
罪
法
」（『
官
報
』（
号
外
）
一
九
四
八

年
五
月
一
日
）
に
は
第
一
条
第
四
号
に
「
浮
浪
の
罪
」
と
い
う
も
の
が
明
文

化
さ
れ
て
い
る
。

生
計
の
途
が
な
い
の
に
、
働
く
能
力
が
あ
り
な
が
ら
職
業
に
就
く
意
思

を
有
せ
ず
、
且
つ
、
一
定
の
住
居
を
持
た
な
い
者
で
諸
方
を
う
ろ
つ
い

た
も
の
。

た
だ
し
、
軽
犯
罪
法
の
浮
浪
の
罪
が
初
め
て
適
用
さ
れ
た
の
は
、『
東
京

朝
日
新
聞
』
の
記
事
に
よ
る
と
一
九
六
八
年
に
な
っ
て
か
ら
と
さ
れ
て
い

（

）る。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ま
で
に
も
浮
浪
児
や
戦
災
孤
児
を
中
心
と
し
て
カ

リ
コ
ミ
は
行
わ
れ
て
お
り
、
浮
浪
者
が
取
り
締
ま
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

カ
リ
コ
ミ
の
法
的
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
生
活
困
窮
者
緊
急
生
活

（

）

援
護
要
綱
」（
一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
閣
議
決
定
）
な
ら
び
に
「
旧
生

活
保
護
法
」（『
官
報
』
一
九
四
六
年
九
月
九
日
）
で
あ
る
。
現
在
の
「
生
活

保
護
法
」
の
前
身
と
な
る
こ
の
法
律
は
、
生
活
困
窮
者
の
保
護
を
明
文
化
こ

そ
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
こ
の
時
点
で
の
カ
リ
コ
ミ
が
治
安
維
持
の
た
め

の
収
容
施
設
へ
の
収
容
を
目
的
と
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
当
時
の
収

容
施
設
の
設
備
や
状
況
か
ら
推
測
で
き
る
。
西
山
夘
三
は
『
日
本
の
住
宅
問

題
』
で
当
時
の
カ
リ
コ
ミ
の
様
子
や
収
容
所
の
様
子
を
書
い
て
い
る
が
、
収

容
所
が
寒
く
て
た
ま
ら
な
い
と
い
う
証
言
や
、
収
容
所
で
の
死
亡
率
、
無
断

の
逃
亡
率
の
デ
ー
タ
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
収
容
所
の
環
境
の
劣
悪
さ
で

（

）

あ
る
。
ま
た
、
現
行
の
生
活
保
護
法
と
は
違
い
旧
生
活
保
護
法
に
は
、
第
一

章
第
二
条
に
保
護
に
値
し
な
い
も
の
と
し
て
「
能
力
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
勤
労
の
意
思
の
な
い
者
、
勤
労
を
怠
る
者
そ
の
他
生
計
の
維
持
に
努
め

な
い
者
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
。

浮
浪
者
へ
の
取
り
締
ま
り
は
貧
民
で
あ
る
こ
と
を
罪
で
あ
る
と
み
な
す
近

代
の
価
値
観
が
影
響
し
て
い
る
の
だ
。
今
村
仁
司
は
近
代
の
労
働
観
を
論
じ

る
中
で
、
貧
民
や
無
職
の
者
が
道
徳
的
な
罪
人
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
犯
罪

の
可
能
性
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

二
二



貧
乏
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
貧
民
で
あ
る
こ
と
は
、
罪
で
あ
っ
た
。

ひ
と
に
よ
っ
て
は
貧
乏
を
道
徳
的
罪
と
み
な
す
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
た

と
え
そ
う
で
は
な
い
に
し
て
も
、
国
家
の
行
政
的
観
点
か
ら
み
れ
ば
ひ

と
つ
の
犯
罪
の
可
能
性
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
浮
浪
者
や
乞
食
と
い
う
形

を
と
る
貧
民
は
、
特
定
の
場
所
に
収
容
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ

の
空
間
は
、
道
徳
的
罪
と
犯
罪
の
可
能
性
を
防
止
す
る
た
め
の
空
間
、

（

）

つ
ま
り
収
容
所
に
な
る
。

働
か
な
い
身
体
や
精
神
は
道
徳
的
な
罪
で
あ
り
、
道
徳
的
に
罪
で
あ
る
こ

と
は
直
接
的
な
犯
罪
の
可
能
性
と
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
今
村
は
救
貧
院

や
収
容
所
が
強
制
労
働
に
よ
る
生
産
を
行
う
場
所
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く

「
古
い
体
質
の
身
体
に
加
工
を
加
え
て
、
商
品
生
産
を
規
律
正
し
く
実
行
で

（

）

き
る
「
新
し
い
身
体
」
を
製
作
す
る
ア
ト
リ
エ
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ

と
も
指
摘
し
て
い
る
。
浮
浪
者
や
貧
民
を
収
容
す
る
施
設
は
働
か
な
い
と
い

う
こ
と
で
統
制
か
ら
逃
れ
て
い
く
身
体
を
訓
練
す
る
場
で
あ
り
、
身
体
へ
の

書
き
込
み
が
な
さ
れ
る
場
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
お
れ
」
は
取
り
締
ま
ら

れ
る
べ
き
身
体
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
「
お
れ
」
が
共
同
体
に
帰
属
し
な
い
存
在
で
あ
る
と

さ
れ
な
が
ら
、
共
同
体
の
ル
ー
ル
で
あ
る
法
に
従
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
「
お
れ
」
を
共
同
体
に
帰
属
し
な
い
／
で
き
な
い
存

在
と
し
て
捉
え
る
の
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
「
お
れ
」
は
共
同
体
の

扶
助
や
福
祉
の
側
面
か
ら
は
排
除
さ
れ
な
が
ら
、
な
お
共
同
体
の
内
部
に
組

み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
お
れ
」
は
共
同
体
の
権
力
布
置
の
内

部
に
い
な
が
ら
、
周
縁
化
さ
れ
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

三
、
法
に
従
順
な
／
引
き
裂
か
れ
る
身
体

さ
て
、「
お
れ
」
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
法
に
従
っ
て
い
る
も
の
の
無

理
に
従
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
「
お
れ
」
は
法
に
従
順
で

あ
り
、
法
を
内
面
化
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
ず
は
そ
の
際
の
プ
ロ
セ
ス
を

確
認
し
た
い
。

「
こ
ら
、
起
き
ろ
。
こ
こ
は
み
ん
な
の
も
の
で
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。

ま
し
て
や
お
ま
え
の
も
の
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
さ
あ
、
と
っ
と
と

歩
く
ん
だ
。
そ
れ
が
嫌
な
ら
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
来
て
も
ら
お

う
。
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
で
足
を
と
め
れ
ば
、
そ
れ
が
ど
こ
で
あ
ろ
う

と
そ
れ
だ
け
で
お
ま
え
は
罪
を
犯
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
。」（
四
九
三

頁
）

「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
が
「
お
れ
」
を
「
公
園
の
ベ
ン
チ
」
か
ら
追
い
立

て
る
際
に
提
示
さ
れ
る
論
理
が
こ
の
引
用
か
ら
は
読
み
取
れ
る
。
休
む
た
め

に
は
空
間
の
所
有
が
必
要
で
あ
る
と
「
彼
」
は
い
う
。
故
に
「
お
れ
」
は
休

む
こ
と
が
で
き
な
い
。
足
を
止
め
れ
ば
そ
の
空
間
を
不
法
に
所
有
し
た
こ
と

に
な
り
、
法
を
犯
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
空
間
で
休
む
た
め
に

は
そ
の
空
間
を
所
有
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
空
間
の
所
有
権
が
こ
こ
で

は
問
題
に
な
っ
て
い
る
。「
お
れ
」
は
足
を
止
め
る
と
法
を
犯
し
て
し
ま
う

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論

二
三



が
た
め
に
休
む
こ
と
の
で
き
な
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
「
お
れ
」

は
「
お
れ
の
家
」、
せ
め
て
「
誰
の
も
の
で
も
な
い
も
の
」
を
探
し
て
彷
徨

し
て
い
る
。

こ
の
作
品
が
所
有
権
を
め
ぐ
る
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

た
の
は
中
野
和
典
で
あ
る
。
中
野
は
「
誰
か
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

お
れ
の
も
の
で
な
い
理
由
だ
と
い
う
」
論
理
に
対
す
る
「
お
れ
」
の
疑
義

を
、
所
有
に
対
す
る
「
法
の
論
理
を
行
き
止
ま
り
と
し
な
い
こ
と
」
に
よ
る

問
題
化
で
あ
り
、「
法
に
先
立
つ
共
有
状
態
」
や
「
所
有
の
始
原
」
へ
立
ち

（

）

返
っ
た
思
考
で
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

し
か
し
、
そ
の
疑
問
を
も
「
お
れ
」
は
次
の
瞬
間
に
は
受
容
し
て
思
考
を

連
ね
て
い
く
と
い
う
点
に
は
注
意
し
た
い
。「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
は
法
を

犯
す
と
「
法
律
の
門
か
ら
地
下
室
に
き
て
も
ら
お
う
」
と
脅
し
て
「
お
れ
」

を
追
い
払
う
が
、
法
の
論
理
に
対
す
る
「
お
れ
」
の
反
応
は
反
発
で
は
な
く

受
容
で
あ
る
。「
お
れ
」
は
法
に
従
わ
せ
ら
れ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
積

極
的
に
従
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
が
「
お

れ
」
の
自
問
自
答
を
記
し
た
次
の
引
用
で
あ
る
。
こ
の
一
文
の
う
ち
に
「
お

れ
」
は
自
身
の
思
考
や
論
理
に
無
意
識
に
法
を
取
り
込
ん
で
い
る
。

夜
は
毎
日
や
っ
て
く
る
。
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
休

む
た
め
に
家
が
い
る
。
そ
ん
な
ら
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
じ
ゃ

な
い
か
。（
四
九
二
頁
）

特
に
注
目
す
べ
き
は
「
休
む
た
め
に
家
が
い
る
」
の
部
分
で
あ
る
。
休
む

た
め
に
必
要
な
「
家
」
と
は
住
居
を
指
し
示
し
た
言
葉
で
は
な
い
。「
ヒ
ュ

ー
ム
管
」
で
も
「
公
園
の
ベ
ン
チ
」
で
も
構
わ
な
い
と
「
お
れ
」
が
語
る
こ

と
か
ら
、
た
だ
「
お
れ
」
が
休
む
の
を
許
し
て
く
れ
る
「
空
間
」
で
あ
る
と

解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
。
存
在
す
る
た
め
に
は
物
理
的
に
空
間
が
必
要
で
あ

る
。
物
質
的
な
身
体
が
休
む
た
め
に
は
そ
の
間
身
体
が
定
着
す
る
の
を
許
容

す
る
空
間
が
必
要
で
あ
る
。「
お
れ
」
が
持
っ
て
い
な
い
「
家
」
と
は
、
そ

う
し
た
身
体
を
許
容
す
る
空
間
の
こ
と
な
の
だ
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
空
間
を
「
所
有
」
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
と
決
め
る

の
は
法
で
あ
る
。
次
の
一
文
で
「
お
れ
の
家
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
論
理
展
開

し
て
い
く
際
、「
家
」
の
意
味
合
い
は
単
な
る
「
空
間
」
で
は
な
く
「
空
間

の
所
有
権
」
へ
と
巧
妙
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
休
む
た
め
に
家
が

い
る
」
と
い
う
こ
の
一
文
の
う
ち
に
法
の
論
理
を
無
意
識
の
う
ち
に
取
り
込

ん
で
し
ま
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

（

）

「
お
れ
」
は
「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
か
ら
発
せ
ら
れ
る
呼
び
か
け
に
よ
っ

て
、
休
ま
ず
に
働
き
続
け
る
身
体
に
訓
練
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考

え
る
と
、「
お
れ
」
の
休
み
の
な
い
彷
徨
と
そ
の
強
要
は
、
そ
れ
自
体
が
規

律
・
訓
練
に
よ
る
身
体
へ
の
書
き
込
み
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

浮
浪
者
を
取
り
締
ま
る
法
は
、
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
商
品
生
産
を
規

律
正
し
く
実
行
で
き
る
身
体
を
作
り
出
す
た
め
に
機
能
し
て
い
る
。
ア
ル
チ

ュ
セ
ー
ル
に
よ
る
と
、
法
は
「
資
本
主
義
的
生
産
諸
関
係
の
機
能
を
直
接
保

（

）

証
す
る
」「
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
装
置
」
で
あ
る
。「
お
れ
」
は
法
の
論
理

を
無
意
識
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
商
品
生
産
を
実
行
可
能
な
身
体
へ

と
統
制
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

二
四



し
か
し
、
法
を
従
順
に
取
り
込
ん
だ
結
果
「
お
れ
」
の
身
体
は
ま
す
ま
す

統
制
不
能
な
も
の
と
な
り
、
商
品
生
産
可
能
な
身
体
を
生
み
出
す
ど
こ
ろ
か

崩
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、「
お
れ
」
の
法
へ
の
従
順

さ
故
に
、
法
は
そ
の
矛
盾
を
露
呈
す
る
の
で
あ
る
。

法
に
従
え
ば
従
う
ほ
ど
「
お
れ
」
の
身
体
は
引
き
裂
か
れ
て
い
く
。
身
体

は
休
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
「
お
れ
の
家
が
な
い
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
論

理
と
、
実
際
に
「
お
れ
」
の
家
が
見
つ
か
ら
な
い
と
い
う
事
実
と
の
間
で

「
お
れ
の
家
が
な
い
理
由
」
を
探
す
こ
と
は
、
自
身
の
身
体
認
識
を
も
問
い

直
す
作
業
に
な
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
、「
お
れ
」
が
問
い
続
け
て
い
る
の
は
、

身
体
は
物
理
的
に
存
在
し
て
い
る
の
に
ど
う
し
て
そ
の
身
体
の
保
持
に
空
間

の
所
有
が
必
要
な
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
「
お
れ
」
の
身
体
が

経
験
し
て
い
る
の
は
、
法
が
身
体
を
物
理
的
に
で
は
な
く
文
化
的
社
会
的
に

統
制
し
よ
う
と
す
る
時
の
亀
裂
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。「
お
れ
」
の
身
体

の
崩
れ
が
何
故
起
こ
り
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
次
章
で
検
討
し
た

い
。

四
、「
お
れ
」
で
は
な
い
「
お
れ
」
の
身
体

「
お
れ
」
の
身
体
の
繭
へ
の
変
形
は
、
法
と
物
理
的
身
体
と
の
亀
裂
の
中
、

身
体
認
識
の
問
い
直
し
の
渦
中
で
起
こ
る
。「
お
れ
」
の
変
形
は
、
休
み
た

く
て
も
休
め
な
い
状
況
の
中
で
法
に
従
っ
て
歩
き
続
け
る
さ
な
か
に
起
こ
る

の
だ
。

注
目
し
た
い
の
は
こ
の
変
形
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。「
お
れ
」
の
変
形
は

突
如
と
し
て
繭
に
変
わ
る
の
で
は
な
く
、
最
初
「
ね
ば
り
け
の
あ
る
絹
糸
」

に
身
体
が
ほ
ぐ
れ
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
ほ
ぐ
れ
た
糸
が
「
独
り

で
に
動
き
は
じ
め
」、「
お
れ
」
の
身
体
に
巻
き
付
い
て
い
く
。

糸
を
た
ぐ
る
に
つ
れ
て
、
お
れ
の
足
が
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
い
た
。

す
り
切
れ
た
ジ
ャ
ケ
ツ
の
肘
が
ほ
こ
ろ
び
る
よ
う
に
、
お
れ
の
足
が
ほ

ぐ
れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。
そ
の
糸
は
糸
瓜
の
せ
ん
い
の
よ
う
に
分
解
し

た
お
れ
の
足
で
あ
っ
た
の
だ
。
／
も
う
こ
れ
以
上
、
一
歩
も
歩
け
な

い
。
途
方
に
く
れ
て
立
ち
つ
く
す
と
、
同
じ
く
途
方
に
く
れ
た
手
の
中

で
、
絹
糸
に
変
形
し
た
足
が
独
り
で
に
動
き
は
じ
め
て
い
た
。
す
る
す

る
と
逼
い
出
し
、
そ
れ
か
ら
先
は
全
く
お
れ
の
手
を
か
り
ず
に
、
自
分

で
ほ
ぐ
れ
て
蛇
の
よ
う
に
身
に
ま
き
つ
き
は
じ
め
た
。（
四
九
四
頁
）

「
お
れ
」
の
絹
糸
へ
の
変
形
は
「
す
り
切
れ
た
ジ
ャ
ケ
ツ
の
肘
が
ほ
こ
ろ

び
る
よ
う
に
」
と
、
す
り
切
れ
る
ほ
ど
使
役
さ
れ
た
「
足
」
の
「
ほ
こ
ろ

び
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。「
す
り
切
れ
」
て
ほ
こ
ろ
び
る
身
体
は
使

い
込
ま
れ
た
「
ジ
ャ
ケ
ツ
」
の
ほ
こ
ろ
び
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
以

上
身
体
を
保
っ
て
い
ら
れ
な
い
極
限
の
身
体
性
と
し
て
表
れ
て
い
る
。
言
い

換
え
る
な
ら
、「
お
れ
」
の
身
体
は
今
ま
で
通
り
の
身
体
の
形
を
保
っ
て
い

ら
れ
な
い
ほ
ど
に
疲
れ
て
い
る
の
だ
。

法
に
従
順
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
休
め
な
い
身
体
は
、
法
に
従
い
続
け
る
限

り
疲
れ
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
疲
れ
の
臨
界
点
で
突
如
と
し
て
「
独
り
で

に
」
ほ
ぐ
れ
は
じ
め
る
。
法
に
従
っ
て
身
体
を
馴
致
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論
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ほ
ど
、
身
体
は
ま
ま
な
ら
な
さ
を
帯
び
て
く
る
。

自
然
と
で
き
た
身
体
の
ほ
こ
ろ
び
と
、
ほ
ぐ
れ
た
糸
が
独
り
で
に
動
く
こ

と
に
言
及
し
て
、
中
野
は
「
お
れ
」
の
身
体
の
所
有
権
の
有
無
に
つ
い
て
述

べ
、
繭
化
す
る
以
前
か
ら
「
お
れ
」
の
身
体
が
「
お
れ
」
の
所
有
物
で
な
か

（

）

っ
た
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
自
身
の
身
体
に
対
す
る
所
有
権
の
危

う
さ
と
い
う
中
野
の
観
点
は
示
唆
的
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
歩
進
ん
で
、

身
体
を
所
有
可
能
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
の
不
可
能
性
と
い
う
観
点

か
ら
読
解
を
進
め
た
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
自
身
の
身
体

に
対
す
る
所
有
権
の
根
拠
の
な
さ
で
は
な
く
、
身
体
が
あ
る
人
格
や
自
我
、

あ
る
い
は
何
者
か
に
よ
っ
て
所
有
可
能
な
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。

身
体
が
何
者
か
に
よ
っ
て
所
有
可
能
で
あ
る
と
い
う
思
考
は
、
身
体
と
自

我
を
分
離
し
て
理
解
す
る
心
身
二
元
論
で
あ
る
。
心
身
二
元
論
で
は
身
体
に

住
ま
う
魂
を
意
思
や
自
我
と
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
、
自
我
は
物
質
的
な
身

体
を
所
有
し
統
制
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
の
身
体
の
内
側
に

一
つ
の
同
一
性
を
保
っ
た
自
我
が
あ
る
と
い
う
身
体
認
識
が
こ
こ
で
は
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
身
体
認
識
は
身
体
が
「
独
り
で

に
」
自
ら
の
身
体
を
ほ
ど
い
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
瓦
解
す
る
。

バ
ト
ラ
ー
に
よ
る
と
、
私
た
ち
は
皮
膚
と
い
う
身
体
境
界
を
基
準
と
し
て

自
分
た
ち
の
身
体
の
範
囲
を
規
定
し
認
識
し
て
い
る
。
皮
膚
は
自
我
を
覆
う

も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
が
ら
、
か
つ
自
己
の
一
部
と
し
て
感
覚
さ
れ
る
自

他
境
界
そ
の
も
の
で
あ
る
。
皮
膚
と
い
う
身
体
境
界
を
通
し
て
自
我
は
産
出

さ
れ
る
。
こ
こ
で
自
我
は
極
め
て
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
皮
膚
／
身
体
境

界
を
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
で
な
い
も
の
を
棄
却
し
排
除
し
、
自

（

）

我
は
同
一
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

で
あ
る
な
ら
ば
、
身
体
が
「
自
分
で
は
な
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
時
、
ひ
い

て
は
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
身
体
を
自
我
や
自
己
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て

捉
え
た
時
、
身
体
は
自
己
で
は
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

は
ず
で
あ
る
。
次
々
と
身
体
が
絹
糸
と
な
っ
て
ほ
ど
け
て
い
く
描
写
は
、
身

体
が
自
己
で
は
な
い
も
の
と
し
て
次
々
と
排
除
さ
れ
て
い
く
場
面
な
の
で
あ

る
。「

独
り
で
に
」
動
き
始
め
た
身
体
に
対
し
て
身
体
の
所
有
権
が
問
題
化
さ

れ
る
の
は
、
こ
こ
で
身
体
が
「
お
れ
」
で
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
た

め
で
あ
る
。
変
形
と
は
「
お
れ
」
の
身
体
が
「
お
れ
」
で
な
い
も
の
へ
と
転

換
す
る
身
体
認
識
の
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。
極
限
の
疲
れ
に
陥
っ

た
「
お
れ
」
の
身
体
は
そ
の
疲
れ
の
た
め
に
ま
ま
な
ら
な
く
な
り
ほ
ど
け
て

い
く
。
身
体
の
ほ
つ
れ
と
ほ
ぐ
れ
は
「
も
う
こ
れ
以
上
、
一
歩
も
歩
け
な

い
」
と
い
う
「
お
れ
」
の
意
思
に
反
す
る
身
体
を
生
み
出
し
、
身
体
を
「
お

れ
」
か
ら
次
々
と
排
除
す
る
。
つ
ま
り
、
身
体
を
法
に
馴
致
し
よ
う
と
す
れ

ば
す
る
ほ
ど
身
体
は
疲
れ
「
お
れ
」
の
統
制
を
は
み
出
し
、「
お
れ
」
で
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
糸
に
変
形
し
て
い
く
身
体
は
「
お
れ
」
の
身
体
か
ら
排

出
さ
れ
た
「
お
れ
」
で
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
前
述

の
と
お
り
、
実
は
自
我
は
身
体
境
界
を
通
し
て
産
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か

ら
、
身
体
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
「
お
れ
」
は
自
我
を
規
定
で
き
な
く
な

る
。
故
に
、
身
体
が
全
て
ほ
ぐ
れ
て
し
ま
う
と
「
お
れ
」
は
自
身
の
こ
と
を

「
消
滅
し
た
」
と
述
べ
る
。
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し
か
し
こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、「
お
れ
」
で
な
く
な
っ
た
糸
が
再
度

「
お
れ
」
の
身
体
に
ま
き
つ
い
て
繭
と
い
う
「
お
れ
」
の
皮
膚
／
身
体
境
界

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
棄
却
さ
れ
「
お
れ
」
で
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
た
糸

は
、
再
び
「
お
れ
」
に
ま
き
つ
き
繭
を
形
成
す
る
こ
と
で
皮
膚
／
身
体
境
界

と
い
う
自
他
境
界
の
振
り
分
け
の
場
に
戻
っ
て
く
る
。「
お
れ
」
か
ら
排
出

さ
れ
た
絹
糸
と
糸
の
集
積
で
あ
る
繭
は
「
お
れ
」
で
は
な
い
も
の
で
あ
り
な

が
ら
、「
お
れ
」
の
身
体
に
巻
き
つ
く
こ
と
で
外
部
と
し
て
の
皮
膚
と
な
り
、

「
お
れ
」
の
皮
膚
／
身
体
境
界
を
曖
昧
化
す
る
。
繭
は
身
体
や
自
我
を
覆
う

外
部
と
し
て
の
皮
膚
で
あ
り
な
が
ら
、
ま
さ
に
「
お
れ
」
と
い
う
自
我
と
一

体
と
な
っ
た
身
体
が
変
形
し
た
も
の
で
も
あ
る
た
め
、
こ
の
皮
膚
は
「
お

れ
」
の
身
体
で
も
あ
る
。

繭
へ
の
変
形
と
い
う
皮
膚
の
曖
昧
化
は
こ
の
よ
う
に
、「
お
れ
」
で
あ
る

も
の
と
「
お
れ
」
で
な
い
も
の
の
境
界
を
揺
さ
ぶ
る
行
為
で
あ
る
。
変
形
と

い
う
身
体
認
識
問
い
直
し
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
る
「
お
れ
」
は
、
し
か
し
そ
の

変
形
を
終
え
「
お
れ
」
で
あ
る
も
の
と
な
い
も
の
を
切
り
分
け
る
身
体
境
界

を
得
る
こ
と
は
な
い
。
変
形
の
描
写
が
終
わ
っ
た
後
も
「
お
れ
」
は
新
し
い

身
体
認
識
を
獲
得
す
る
こ
と
な
く
、「
お
れ
」
で
あ
る
繭
と
「
お
れ
」
で
な

い
繭
の
間
を
揺
れ
動
き
続
け
る
。
逆
説
的
に
い
え
ば
、「
お
れ
」
は
定
ま
ら

ず
揺
れ
続
け
る
流
動
的
な
自
我
や
身
体
認
識
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、「
お
れ
」
は
身
体
を
所
有
可
能
な
も
の
と
し
て
捉
え

る
不
可
能
性
を
体
現
す
る
。
法
が
規
律
訓
練
を
通
し
て
商
品
生
産
可
能
な
身

体
に
な
る
よ
う
命
じ
れ
ば
命
じ
る
ほ
ど
、
そ
し
て
「
お
れ
」
が
法
に
従
順
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
身
体
は
ま
ま
な
ら
な
い
存
在
と
し
て
表
れ
る
。

労
働
者
は
労
働
力
を
売
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
労
働
力
が
、
そ
し
て
労

働
可
能
な
身
体
が
、
何
者
か
に
所
有
さ
れ
る
概
念
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
労
働
者
は
労
働
力
を
再
生
産
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
生
産
関
係
に
服
従
す
る
身
体
を
国
家
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
装
置
に
よ
っ
て
生
産
す
る
こ
と
も
労
働
力
の
再
生
産
で
あ
る
が
、

物
理
的
な
労
働
力
の
再
構
成
も
ま
た
労
働
力
の
再
生
産
で
あ
る
。
労
働
力
の

再
生
産
の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
行
為
の
一
つ
が
「
休
む
」
こ
と
で
あ
る
。
西

川
祐
子
は
戦
時
下
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
た
「
国
民
住
居
」
と
い
う
寝
食
を
分

離
し
た
「
家
」
の
概
念
が
労
働
力
の
再
生
産
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
モ
デ
ル
が
戦
後
の
住
宅
理
論
の
中
心
と
な
り
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
こ

（

）

と
を
指
摘
し
て
い
る
。

労
働
力
の
再
生
産
の
た
め
に
機
能
す
る
の
が
「
家
」
で
あ
る
の
だ
と
し
た

ら
、「
お
れ
」
の
「
休
ま
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
題
も
、「
家
」
を
求
め

る
彷
徨
も
、
実
は
商
品
生
産
可
能
な
身
体
と
労
働
力
を
生
成
す
る
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
変
形
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
自

我
認
識
と
身
体
認
識
は
「
お
れ
」
と
い
う
自
我
や
身
体
を
固
定
的
な
も
の
と

み
な
さ
な
い
こ
と
で
、「
帰
っ
て
ゆ
く
お
れ
」
の
存
在
を
否
定
す
る
と
同
時

に
帰
る
べ
き
家
や
空
間
の
必
要
性
も
否
定
す
る
。
身
体
と
い
う
皮
膚
／
身
体

境
界
の
内
部
に
帰
り
、
住
ま
い
、
隠
さ
れ
る
べ
き
自
我
と
し
て
の
「
お
れ
」

も
、
そ
れ
自
体
が
空
洞
で
あ
り
欠
如
で
あ
る
入
れ
物
の
身
体
と
し
て
の
「
お

れ
」
も
、
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。「
お
れ
」
は
「
お
れ
の
家
」
と
「
帰
っ

て
ゆ
く
お
れ
」
の
図
式
か
ら
、
そ
し
て
法
に
よ
る
身
体
の
統
制
か
ら
、
逃
れ

た
の
で
あ
る
。

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論
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お
わ
り
に

「
赤
い
繭
」
に
お
け
る
身
体
／
皮
膚
の
変
形
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
本

稿
で
は
変
形
を
比
喩
で
は
な
く
身
体
認
識
の
変
容
と
し
て
捉
え
る
こ
と
、
変

形
が
失
敗
し
た
か
の
よ
う
な
描
写
に
着
目
す
る
こ
と
で
読
解
を
試
み
た
。
そ

の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
言
説
の
書
き
込
み
に
よ
っ
て
立
ち
上
げ
ら

れ
る
身
体
が
そ
の
た
め
に
は
ら
む
身
体
の
ま
ま
な
ら
な
さ
で
あ
る
。

身
体
が
法
に
従
う
限
り
に
お
い
て
陥
っ
て
ゆ
く
極
限
の
身
体
性
は
、「
赤

い
繭
」
で
は
特
に
「
疲
れ
」
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
身
体
は
そ

の
ま
ま
な
ら
な
さ
を
足
掛
か
り
に
身
体
認
識
を
問
い
直
す
契
機
を
得
る
。
自

由
に
な
ら
な
い
身
体
は
身
体
の
所
有
に
疑
義
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
身
体

が
自
己
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
か
し
自
己
は
身
体
を
足
掛
か
り
に
存
在

し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
両
義
的
な
感
覚
が
、
身
体
自
体
を
自
己
で
あ
る
／
な

い
と
い
う
境
界
産
出
自
体
の
問
い
直
し
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
う
し
た
流
動
的
な
身
体
認
識
と
は
け
っ
し
て
安
易
な
自
由
と

い
う
文
脈
に
回
収
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
し
た
い
。

あ
く
ま
で
「
赤
い
繭
」
に
お
け
る
身
体
認
識
の
変
容
は
、
自
由
に
な
ら
な
い

身
体
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。「
お
れ
」
が
単
に
自
由
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
こ
と
を
示
す
よ
う
に
、
変
形
し
た
繭
は
「
彼
」
に
拾
わ
れ
て
玩
具
箱

に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
自
由
に
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
認
識

は
変
容
し
、
ま
ま
な
ら
な
い
か
ら
こ
そ
身
体
は
変
形
す
る
の
で
あ
る
。
流
動

的
な
身
体
認
識
を
獲
得
し
た
「
お
れ
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
か
ら
も
変
形
し

続
け
る
。「
夜
が
来
れ
ば
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
が
、「
繭
の
中
は
い
つ

ま
で
も
夕
暮
」
で
あ
る
が
故
に
、
自
身
の
身
体
認
識
を
問
い
直
し
な
が
ら
、

「
お
れ
」
は
い
つ
ま
で
も
彷
徨
を
続
け
る
の
で
あ
る
。

注（
�
）『
人
間
』（
目
黒
書
店
、
一
九
五
〇
年
一
二
月
）
に
「
三
つ
の
寓
話
」

と
い
う
表
題
で
「
洪
水
」「
魔
法
の
チ
ョ
ー
ク
」
と
共
に
発
表
。

（
�
）
こ
こ
で
列
挙
し
た
変
形
は
一
例
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、「
赤

い
繭
」（
繭
）「
洪
水
」（
水
）「
Ｓ
・
カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」「
魔
法
の

チ
ョ
ー
ク
」（
壁
）「
デ
ン
ド
ロ
カ
カ
リ
ヤ
」（
植
物
）「
Ｒ

号
の
発

明
」（
ロ
ボ
ッ
ト
）「
盲
腸
」（
動
物
）「
変
形
の
記
録
」（
死
）「
他
人

の
顔
」（
仮
面
）
で
あ
る
。

（
�
）
谷
川
渥
「
安
部
公
房
の
皮
膚
論
」（『
ユ
リ
イ
カ
』
一
九
九
四
年
八

月
）。

（
�
）
岡
庭
昇
『
花
田
清
輝
と
安
部
公
房
│
│
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
文
学
再

生
の
た
め
に
│
│
』（
第
三
文
明
社
、
一
九
八
〇
年
一
月
）。

（
�
）
小
林
治
「
昭
和
二
十
年
代
の
安
部
公
房
短
編
作
品
に
つ
い
て
（
一
）

│
│
変
身
と
身
体
を
め
ぐ
っ
て
│
│
」（『
駒
沢
短
大
国
文
』
一
九
九

九
年
三
月
）。

（
�
）
田
中
裕
之
「
比
喩
と
変
形
│
│
安
部
公
房
の
変
形
譚
に
つ
い
て

│
│
」（『
梅
花
女
子
大
学
文
学
部
紀
要

比
較
文
化
編
』
二
〇
〇
三

年
一
二
月
）。

（
�
）
田
中
裕
之
「
比
喩
と
変
形
│
│
安
部
公
房
の
変
形
譚
に
つ
い
て
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│
│
」（
前
掲
）。

（
�
）
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
は
『
監
獄
の
誕
生
│
監
視
と
処
罰
』（
田
村

俶
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
七
年
九
月
（
原
著
は
一
九
七
五
年
））
で

権
力
が
身
体
へ
と
働
き
か
け
る
こ
と
で
、
個
人
を
服
従＝

主
体
化
す

る
と
い
う
「
身
体
へ
の
書
き
込
み
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
ジ
ュ

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
は
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル

フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』（
竹
村
和
子
訳
、
青
土
社
、
一

九
九
九
年
四
月
（
原
著
は
一
九
九
〇
年
））
に
お
い
て
フ
ー
コ
ー
を

援
用
批
判
し
つ
つ
、
身
体
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

法
に
よ
る
「
身
体
へ
の
書
き
込
み
」
こ
そ
が
、
排
除
（
棄
却
）
に
よ

っ
て
身
体
境
界
／
皮
膚
を
産
出
し
、「
身
体
」
を
作
り
出
す
主
体
化

を
な
す
権
力
作
用
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
�
）「
言
説
」
は
フ
ー
コ
ー
の
著
作
か
ら
の
用
語
で
あ
る
。
例
え
ば
『
知

の
考
古
学
』（
中
村
雄
二
郎
訳
、
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
一
年
二

月
（
原
著
は
一
九
六
九
年
））
で
は
「
言
表
が
同
一
の
言
説
形
成＝

編
制
に
属
す
る
限
り
に
お
い
て
、
言
表
の
総
体
を
、
言
説
と
呼
ぶ
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
一
つ
の
言
説
と
は
、
ほ
か
の
言
説
に

予
測
可
能
な
方
法
で
結
び
つ
く
規
制
さ
れ
た
言
表
の
集
合
で
あ
る
。

特
に
言
説
と
い
う
用
語
が
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
権
力
関
係
と

結
び
つ
き
、「
特
定
の
言
表
や
観
念
が
制
度
に
よ
っ
て
権
威
づ
け
ら

れ
、
個
人
の
観
念
に
特
定
の
影
響
を
持
つ
」（
サ
ラ
・
ミ
ル
ズ
『
現

代
思
想
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
』（
酒
井
隆
史
訳
、

青
土
社
、
二
〇
〇
六
年
八
月
））
か
ら
で
あ
り
、
か
つ
「
言
説
は
強

制
の
手
段
で
あ
る
し
同
時
に
抵
抗
の
手
段
で
も
あ
る
」（
同
前
）
た

め
で
あ
る
。

（

）
注
（
�
）
で
述
べ
た
よ
う
に
、
バ
ト
ラ
ー
は
「
身
体
へ
の
書
き
込

み
」
が
逆
説
的
に
「
身
体
」
を
生
成
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、

そ
の
際
「
身
体
の
う
え
」
と
い
う
表
現
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
に
注

目
し
た
い
。
バ
ト
ラ
ー
は
メ
ア
リ
・
ダ
グ
ラ
ス
『
汚
穢
と
禁
忌
』

（
塚
本
利
明
訳
、
ち
く
ま
文
庫
、
二
〇
〇
九
年
三
月
（
原
著
は
一
九

六
六
年
））
と
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
『
恐
怖
の
権
力
〈
ア
ブ

ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
〉
試
論
』（
枝
川
昌
雄
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一

九
八
四
年
四
月
（
原
著
は
一
九
八
〇
年
））
を
使
い
、
身
体
と
い
う

社
会
範
囲
や
認
識
を
形
成
す
る
た
め
に
は
内
部
と
外
部
を
確
定
す
る

た
め
に
排
除
に
よ
る
境
界
構
築
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
言
及
し
、
か

つ
そ
れ
ら
が
比
喩
を
通
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

つ
ま
り
比
喩
的
に
形
象
化
さ
れ
る
言
説
に
よ
っ
て
身
体
境
界
が
産
出

さ
れ
、
身
体
は
そ
の
形
を
規
定
さ
れ
生
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
権
力
作
用
が
身
体
境
界
、
つ
ま
り
「
身
体
の
う
え
」
で
起
こ

る
と
明
示
さ
れ
る
時
、
身
体
の
内
部
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
表
現
さ
れ

る
精
神
は
、
身
体
の
外
部
で
「
身
体
の
牢
獄
」
と
し
て
出
現
す
る
こ

と
に
な
る
。
権
力
作
用
が
身
体
境
界
に
お
い
て
作
用
す
る
こ
と
を
明

言
す
る
こ
と
は
、
身
体
の
内
部
と
外
部
と
い
う
規
範
を
撹
乱
す
る
こ

と
で
も
あ
る
。
故
に
身
体
境
界
や
身
体
認
識
の
変
形
は
、
身
体
に
お

い
て
作
用
す
る
権
力
を
比
喩
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
再
構
築
し
て
経
験

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論

二
九



（

）
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
ベ
ン
テ
ィ
ー
ン
『
皮
膚

文
学
史
・
身
体
イ
メ

ー
ジ
・
境
界
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
田
邊
玲
子
訳
、
法
政
大
学
出
版

局
、
二
〇
一
四
年
五
月
（
原
著
は
一
九
九
八
年
））。

（

）
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
『
疎
外
の
構
図
│
安
部
公
房
、
ベ
ケ
ッ
ト
、

カ
フ
カ
の
小
説
』（
安
西
徹
雄
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
五
年
六
月
）。

（

）
例
え
ば
田
中
裕
之
「
安
部
公
房
『
赤
い
繭
』
論
│
│
そ
の
意
味
と

位
置
」（『
近
代
文
学
試
論
』
一
九
八
九
年
一
二
月
）。

（

）
中
野
和
典
「
所
有
の
始
原
│
│
安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論
」（『
国

語
と
教
育
』
二
〇
〇
九
年
一
二
月
）。

（

）『
復
興
情
報
』（
戦
災
復
興
院
、
一
九
四
五
年
一
二
月
）。（
引
用
は

『
復
刻
版
新
都
市
』
不
二
出
版
、
一
九
六
二
年
六
月
）。

（

）
例
え
ば
『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
四
五
年
一
二
月
三
日
、
朝
刊
）

に
は
、
上
野
駅
に
い
た
浮
浪
者
を
東
本
願
寺
収
容
所
や
桜
ヶ
丘
国
民

学
校
収
容
所
へ
収
容
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
西
山
夘
三

『
日
本
の
住
宅
問
題
』（
岩
波
新
書
、
一
九
五
二
年
一
〇
月
）
に
も
同

様
の
記
述
が
あ
る
。

（

）『
法
令
全
書
』（
内
閣
府
官
報
局
、
一
八
八
八
年
）

（

）
西
川
祐
子
『
近
代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇

〇
年
一
〇
月
）。

（

）
ジ
ョ
ン
・
ダ
ワ
ー
『
増
補
版

敗
北
を
抱
き
し
め
て
』（
三
浦
陽

一
、
高
杉
忠
明
訳
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
一
月
）。

（

）
当
初
は
共
同
生
活
の
単
位
と
み
な
さ
れ
て
い
た
「
戸
」（「
家
」）
は

徐
々
に
生
活
の
実
態
と
し
て
ず
れ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
戸
籍
の
上

で
は
「
家
」
に
属
し
な
が
ら
、
住
居
と
結
び
つ
い
た
共
同
体
で
あ
る

「
家
庭
」
を
基
盤
に
生
活
す
る
者
が
多
く
な
る
。
西
川
祐
子
は
『
近

代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
』（
前
掲
）
で
、
こ
れ
を
「「
家
」
家
族
／

「
家
庭
」
家
族
の
二
重
家
族
制
度
」
と
名
づ
け
、
国
家
が
巧
み
に
制

度
に
取
り
込
ん
で
い
る
と
論
じ
て
い
る
。

（

）『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
六
八
年
一
月
二
三
日
、
夕
刊
）
に
上
野

署
が
一
九
名
の
浮
浪
者
に
対
し
て
軽
犯
罪
法
を
初
適
用
し
て
一
斉
検

挙
し
た
こ
と
が
記
事
に
な
っ
て
い
る
。

（

）『
公
文
類
聚
』
第
六
九
編
第
六
九
巻
、
一
九
四
六
年
。
国
立
公
文
所

館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
〔https://w

w
w
.digital.archives.go.jp/

das/im
age/M

0000000000001777592

〕
参
照
。（
最
終
閲
覧
日：

二
〇
一
八
年
四
月
八
日
）。

（

）
西
山
夘
三
『
日
本
の
住
宅
問
題
』（
前
掲
）。
な
お
、
西
山
に
よ
る

と
カ
リ
コ
ミ
の
後
収
容
さ
れ
る
養
育
院
で
の
死
亡
率
（
一
九
四
五
年

冬
）
は
「
月
十
三
乃
至
一
七
％
に
上
っ
た
」
と
さ
れ
「
四
七
年
一
月

ま
で
の
平
均
死
亡
率
は
月
八
・
七
％
（
つ
ま
り
一
年
間
で
一
〇
四

％
）
で
あ
る
」
と
い
う
。
年
間
死
亡
率
の
計
算
方
法
に
無
理
は
あ
る

が
死
亡
率
の
高
さ
は
確
認
で
き
る
。
無
断
で
出
院
し
た
も
の
の
数
は

「
月
一
九
％
」
と
さ
れ
る
。
西
山
は
施
設
の
不
完
全
さ
の
反
映
だ
と

述
べ
る
が
、
カ
リ
コ
ミ
の
目
的
が
保
護
で
は
な
く
治
安
維
持
の
側
面

が
強
か
っ
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
よ
う
。

（

）
今
村
仁
司
『
近
代
の
労
働
観
』（
岩
波
新
書
、
一
九
九
八
年
一
〇

月
）。

三
〇



（

）
今
村
仁
司
（
同
前
）。

（

）
中
野
和
典
「
所
有
の
始
原
│
安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論
」（
前
掲
）。

（

）
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
諸
装
置
」（『
再
生
産
に
つ
い
て
│
│
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
国
家

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
』
西
川
長
夫
訳
、
平
凡
社
、
二
〇
〇
五
年

五
月
（
原
著
は
一
九
九
五
年
））
で
、
警
官
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
個

人
が
そ
れ
に
応
え
て
振
り
向
く
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
化
さ
れ
国
家
に

回
収
さ
れ
る
と
い
う
権
力
作
用
、「
呼
び
か
け
」
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。「
棍
棒
を
持
っ
た
彼
」
の
「
お
れ
」
へ
の
行
為
は
、
ア
ル
チ

ュ
セ
ー
ル
の
指
摘
す
る
「
呼
び
か
け
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
お
れ
」
は
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
法
」
に
従
わ
せ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（

）
ル
イ
・
ア
ル
チ
ュ
セ
ー
ル
『
再
生
産
に
つ
い
て
│
│
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
諸
装
置
』（
同
前
）。

（

）
中
野
和
典
「
所
有
の
始
原
│
安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論
」（
前
掲
）。

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン

（

）「
棄

却
」
と
い
う
概
念
は
、
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
が
『
恐

怖
の
権
力
〈
ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン
〉
試
論
』（
前
掲
）
に
お
い
て
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
自
己
と
自
他
境
界
は
、
元
来
「
自
己
で
あ
っ
た

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン

も
の
」
を
「
自
己
で
な
い
も
の
」
と
し
て
排
除
す
る
棄
却
作
用
に
よ

っ
て
結
果
的
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
精
神
分
析
の
理
論

ア
ブ
ジ
ェ
ク
シ
オ
ン

で
あ
る
棄

却
を
身
体
の
問
題
に
援
用
し
理
論
づ
け
た
の
は
、
ジ
ュ

デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
攪
乱
』（
前
掲
）
に
よ
る
。
な
お
詳
し
く

は
注
（

）
参
照
。

（

）
西
川
祐
子
『
近
代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
』（
前
掲
）。

付
記安

部
公
房
「
赤
い
繭
」
の
本
文
引
用
は
『
安
部
公
房
全
集
』
第
二
巻
、

新
潮
社
、
一
九
九
七
年
九
月
に
依
拠
し
た
。
な
お
引
用
に
お
け
る
「
／
」

は
改
行
を
意
味
し
て
い
る
。
本
稿
は
日
本
近
代
文
学
会
関
西
支
部
二
〇
一

七
年
度
春
季
大
会
（
二
〇
一
七
年
六
月
三
日
、
同
志
社
大
学
）
で
の
口
頭

発
表
「
安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
│
変
形
す
る
皮
膚
、
変
形
す
る
身
体
認
識

│
」
の
内
容
に
加
筆
修
正
を
加
え
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
い
わ
も
と
・
ち
え

本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
課
程
）

安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
論

三
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