
１

目
に
見
え
な
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

｢

戦
争｣

が
始
ま
っ
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
二
月
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
・

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の

『
女
性
で
あ
る
こ
と

と
母
親
で
あ
る
こ
と
の
葛
藤』

(

１)

と

い
う
本
が
出
版
さ
れ
た
。
タ
イ
ト
ル
だ

け
み
る
と
、
三
〇
年
ま
え
の
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
運
動
高
揚
の
な
か
で
、｢
生
殖
決

定
権
を
女
性
に
！｣

と
い
う
、
か
つ
て
は
と
て
も
熱
か
っ
た
、
し
か
し
今

は
少
し
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
感
の
あ
る
主
張
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。

し
か
し
本
書
を
読
む
と
、
や
っ
と
市
民
権
を
得
た
か
に
み
え
る
こ
の
権

利
が
、
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
台
頭
に
よ
っ
て
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
わ
ざ
と
古
臭
い
タ
イ
ト
ル
を
選
ん

で
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
、

血
の
滲
む
努
力
に
よ
っ
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
が
積
み
上
げ
て
き
た
女
性
の
権

利
と
自
由
に

｢

戦
争｣

を
し
か
け
、
じ
り
じ
り
と

｢

後
退｣

さ
せ
つ
つ
あ

る
と
い
う
。
こ
の
書
は
そ
れ
を
糾
弾
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
良
く
も
悪

く
も
論
争
的
で
、
そ
れ
ゆ
え
読
み
や
す
い
。

さ
て
こ
の

｢

戦
争｣

を
仕
掛
け
て
女
性
の
権
利
と
自
由
を
侵
害
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
は
誰
か
？

そ
れ
は
一
見
味
方
の
よ
う
な
顔
を
し
て
い
る

三
者
で
あ
る
。
ま
ず
は

｢

自
然
に
か
え
れ｣

と
主
張
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
、

次
に
極
端
な
ア
メ
リ
カ
の
本
質
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち(

２)

、
最
後
に

小
児
科
医
を
中
心
と
す
る
医
学
界
、
動
物
行
動
学
、
霊
長
類
学
、
進
化
心

理
学
、
社
会
生
物
学
な
ど
の
科
学
者
で
あ
る
。｢

母
な
る
自
然｣

の
旗
印

の
も
と
に
、
ま
た
ぞ
ろ

｢

母
親
本
能｣

を
持
ち
出
し
、
母
親
の
献
身
を
謳

い
上
げ
て
女
性
た
ち
の
罪
悪
感
を
か
き
た
て
、
女
性
を
母
親
と
い
う
役
割

だ
け
に
押
し
と
ど
め
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

２

フ
ラ
ン
ス
構
築
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
代
表
者

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
、｢

ボ
ー
ボ
ワ
ー
ル
の
娘｣

と
自
ら
を
定
義
し
て
い

る
よ
う
に
、
男
女
差
は
社
会
的
な
構
造
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
、
生
物
的

な
男
女
差
は
き
わ
め
て
少
な
い
と
主
張
す
る
構
築
主
義
を
代
表
す
る
フ
ラ

ン
ス
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
で
あ
る
。
一
九
八
〇
年
に
出
版
し
た

『

母
性
と
い

う
神
話』

(
３)

の
な
か
で
、
歴
史
的
事
実
を
ふ
ん
だ
ん
に
挙
げ
な
が
ら
、

｢

母
性
本
能
と
い
う
も
の
は
な
い
。
社
会
環
境
に
よ
っ
て
母
親
は
母
性
愛
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を
持
て
た
り
、
持
て
な
か
っ
た
り
す
る｣

と
主
張
し
た
。
母
性
を
否
定
す

る
の
は
け
し
か
ら
ぬ
と
い
う
反
発
と
、｢

よ
き
母
親
で
あ
れ｣

と
い
う
プ

レ
ッ
シ
ャ
ー
に
苦
し
ん
で
い
た
女
性
た
ち
の
歓
迎
の
声
と
が
渦
巻
い
て
、

出
版
当
時
は
世
界
的
に
話
題
の
書
と
な
っ
た
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が
あ
げ
た

歴
史
的
事
実
の
不
十
分
さ
に
い
く
つ
か
の
批
判
が
な
さ
れ
た
が
、｢

母
性

に
本
能
と
い
う
も
の
は
な
い｣

と
い
う
主
張
は
、
あ
る
程
度
定
着
し
た
感

が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
一
九
八
六
年
に
書
か
れ
た

『

男
は
女
・
女
は
男』
(

４)

と
い
う
本
の
中
で
、
こ
れ
か
ら
男
女
は
無
限
に
両
性
具
有
的
に
な
っ
て
ゆ

き
、
子
供
を
育
て
る
喜
び
を
体
験
す
る

｢

め
ん
ど
り
パ
パ｣

と
呼
ば
れ
る

男
性
た
ち
が
増
え
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
子
供
を
産
み
た
い
と

い
う
願
望
は
男
性
に
も
あ
る
と
主
張
し
た
。｢
男
女
を
分
け
る
唯
一
の
違

い
は
、
女
に
は
子
供
を
産
む
可
能
性
が
あ
り
、
い
ま
の
と
こ
ろ
男
に
は
子

供
を
産
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
だ｣
。

男
女
を
分
け
る
溝
は
た
し
か
に
浅
く
な
っ
て
き
て
は
い
る
。
し
か
し
こ

の
三
〇
年
を
見
る
と
、
こ
の
予
想
に
大
き
な
障
害
が
現
れ
た
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
と
彼
女
は
言
う
。｢

母
親｣

で
あ
る
こ
と
と
、｢

女
性｣
で
あ
る

こ
と
の
両
方
を
生
き
る
こ
と
は
、
相
変
わ
ら
ず
困
難
で
あ
る
。
フ
ェ
ミ
ニ

ズ
ム
は
影
響
力
を
失
い
、
母
親
に
な
る
こ
と
こ
そ
女
性
の
最
高
の
喜
び
で

あ
る
と
い
う
考
え
が
ひ
そ
か
に
蔓
延
し
つ
つ
あ
る
。
本
書
の
目
的
は
、
こ

の
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
明
確
に
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。

３

エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
は
な
ぜ
女
性
の
権
利
を
侵
害
す
る
の
か
？

エ
コ
ロ
ジ
ー
思
想
は
女
性
が｢

自
然
を
尊
重
し
、
自
然
を
体
現
す
る
母｣

に
な
る
こ
と
を
要
請
す
る
。
た
と
え
ば
一
部
の
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
は
、
化
学

に
よ
っ
て
人
工
的
に
作
ら
れ
た
も
の
は
、
人
間
の
体
に
悪
い
か
ら
す
べ
て

避
け
る
べ
き
だ
と
告
発
す
る
。
ピ
ル
は
癌
や
ホ
ル
モ
ン
異
常
を
誘
発
し
、

肥
満
、
偏
頭
痛
、
不
妊
等
を
誘
導
す
る
恐
れ
が
あ
る
か
ら
、
避
け
た
方
が

い
い
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
影
響
力
を
持
ち
つ
つ
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は

ピ
ル
の
売
れ
行
き
が
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
〇
六
年
の
間
に
、
六
五
〇
〇

万
か
ら
五
三
〇
〇
万
に
ま
で
減
っ
た
。
ピ
ル
は
た
し
か
に
全
く
無
害
で
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
副
作
用
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
薬
が
開
発
さ
れ
つ
つ
あ

る
。
ま
っ
た
く
副
作
用
の
な
い
薬
は
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、
ピ
ル
が
自

然
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
ピ
ル
の
選
択
を
否
定

す
る
の
は
、
女
性
の
生
殖
の
選
択
を
狭
め
る
も
の
で
あ
る
と
バ
ダ
ン
テ
ー

ル
は
主
張
す
る
。

ま
た
一
部
の
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
た
ち
は
自
然
分
娩
の
苦
し
み
を
賛
美
し
、

お
し
ゃ
ぶ
り
や
哺
乳
瓶
に
は
有
害
な
化
学
物
質
が
入
っ
て
い
る
か
ら
使
わ

な
い
よ
う
に
せ
よ
と
い
う
。
人
工
的
な
も
の
は
す
べ
て
避
け
よ
と
い
う
極

端
な
き
め
つ
け
は
、
女
性
の
育
児
の
負
担
を
い
た
ず
ら
に
増
や
す
だ
け
だ
。

ま
た
紙
お
む
つ
も
森
を
破
壊
す
る
か
ら
、
洗
え
る
お
む
つ
を
使
う
よ
う
に

勧
め
る
。
現
フ
ラ
ン
ス
環
境
省
大
臣
は

｢

使
い
捨
て
の
お
む
つ
は
環
境
破
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壊
税
を
か
け
る
べ
き
だ｣

と
提
案
し
た
。
も
し
政
治
家
が
子
育
て
を
支
援

し
た
い
の
な
ら
、｢

環
境
に
や
さ
し
い
使
い
捨
て
の
お
む
つ｣

を
開
発
す

る
こ
と
を
最
優
先
す
る
政
策
を
と
る
の
が
本
筋
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
バ

ダ
ン
テ
ー
ル
は
言
う
。

４

｢

母
と
子
の
絆

(
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ)｣

理
論

ボ
ウ
ル
ビ
ィ
の
進
化
心
理
学
を
さ
き
が
け
と
し
、
ク
ラ
ウ
ス
、
ケ
ネ
ル

に
よ
っ
て
実
証
さ
れ
た
と
し
て
世
界
的
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

｢

母
と
子
の
絆

(

ボ
ン
デ
ィ
ン
グ)｣

理
論
に
も
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
厳
し

い
批
判
の
目
を
向
け
る
。
愛
着
理
論
と
も
呼
ば
れ
る
こ
の
学
説
に
よ
れ
ば
、

乳
幼
児
が
母
親
を

｢

自
分
を
愛
し
世
話
を
し
て
く
れ
る
も
の｣

と
い
う
安

心
感
を
持
て
な
く
な
る
こ
と
を

｢

母
性
剥
奪｣

と
よ
び
、
子
供
の
人
格
形

成
や
精
神
衛
生
に
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
。
ボ
ウ
ル
ビ
ィ
は

｢
安
心
を
与

え
る
者｣

を
母
親
と
は
限
定
せ
ず
、
母
親
代
わ
り
に
な
る
も
の
が
い
れ
ば
、

乳
幼
児
は
安
全
感
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
か

ら
ク
ラ
ウ
ス
、
ケ
ネ
ル
な
ど
は

｢

生
ま
れ
て
す
ぐ
の
赤
子
の
授
乳
に
よ
る

肌
と
肌
の
接
触
は
、
母
性
愛
を
刺
激
し

『

新
し
い
母
親』

に
な
る
た
め
に

決
定
的
に
重
要
な
時
間
で
あ
る｣

と
い
う
結
論
を
ひ
き
だ
す
。
さ
ら
に

｢

出
産
直
後
の
愛
着
関
係
の
不
成
立
が
親
子
虐
待
の
原
因
で
あ
る｣

と
ま

で
断
定
す
る
小
児
科
医
も
い
る
。
出
産
で
疲
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
よ
う

な
い
ら
ぬ
配
慮
に
よ
っ
て
、
出
産
直
後
に
産
室
か
ら
母
子
を
引
き
離
し
て
、

最
初
の
食
糧
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
ク
フ
ー
ド
と
も
い
え
る
粉
ミ
ル
ク
を
乳
幼

児
に
与
え
る
の
は
も
っ
て
の
ほ
か
で
、
授
乳
を
通
じ
て

｢

絶
対
の
安
全
に

包
み
こ
ま
れ
た
母
子
の
相
互
関
係｣

を
打
ち
立
て
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
関
係
が
子
供
の
知
能
や
情
緒

発
達
の
カ
ギ
を
握
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
の
ボ
ン
デ
ィ
ン
グ
が

う
ま
く
ゆ
か
な
け
れ
ば
、
子
供
は
学
校
へ
行
っ
て
も
問
題
を
起
こ
し
、
キ

レ
や
す
く
耐
性
の
な
い
子
供
に
育
つ
と
ま
で
断
定
す
る
。
出
産
直
後
の
授

乳
が
、
学
齢
に
い
た
る
ま
で
の
母
子
関
係
や
子
供
の
生
活
習
慣
に
ど
ん
な

影
響
を
与
え
る
か
の
実
証
研
究
は
、
そ
れ
ほ
ど
進
ん
で
い
な
い
。
そ
れ
な

の
に
マ
ス
コ
ミ
や
病
院
は
、
こ
の
学
説
を
金
科
玉
条
の
ご
と
く
に
受
け
入

れ
て
い
る
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
批
判
す
る
。

５

｢

人
間
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
は
な
い｣

さ
ら
に
七
〇
年
代
か
ら
目
覚
ま
し
い
台
頭
を
見
た
動
物
行
動
学
や
霊
長

類
研
究
の
成
果
も
、
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
に
力
が
あ
っ
た
と
す

る
。
哺
乳
類
の
身
体
に
は
、
出
産
と
授
乳
を
き
っ
か
け
と
し
て
オ
キ
シ
ト

シ
ン
と
プ
ロ
ラ
ク
チ
ン
と
い
う
ホ
ル
モ
ン
が
分
泌
す
る
よ
う
な
仕
組
み
が

で
き
て
い
る
。
こ
の
ホ
ル
モ
ン
の
お
か
げ
で
、
哺
乳
類
の
メ
ス
は
ど
ん
な

こ
と
が
あ
っ
て
も
子
供
を
捨
て
ず
、
子
育
て
を
優
先
す
る
行
動
を
と
る
こ

と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
人
間
も
哺
乳
動
物
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の

｢

本

能｣

の
お
も
む
く
ま
ま
に
任
せ
れ
ば
、
母
親
は
う
ま
く
子
育
て
が
で
き
る
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は
ず
だ
と
い
う
言
説
が
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
。
動
物
は
子
育
て
を
う

ま
く
で
き
る
の
に
、
人
間
だ
け
が
子
育
て
に
問
題
を
抱
え
て
い
る
の
は
、

｢

本
能｣
が
文
明
に
よ
っ
て
壊
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
い
う
結
論
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
ホ
ル
モ
ン
は
男
性
に
も
分
泌
さ
れ
、
そ
の
働
き
は
育
児
行
為

だ
け
で
な
く
、
人
間
の
信
頼
感
を
強
め
た
り
、
信
頼
に
応
え
る
行
為
を
強

め
る
な
ど
多
岐
に
渡
っ
て
お
り
、
そ
の
分
泌
調
整
も
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
ホ
ル
モ
ン
を
人
間
の

｢

母
性
本
能｣

の
決
め
手
と
す
る
こ
と

に
は
無
理
が
あ
る
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。

｢

な
ぜ
母
親
は
子
供
を
殺
す
か｣
と
い
う
テ
ー
マ
で
研
究
を
続
け
た
ア

メ
リ
カ
の
霊
長
類
学
者
で
あ
る
サ
ラ
・
ブ
ラ
ッ
フ
ァ
ー
・
ハ
ー
デ
ィ
は
、

｢

母
性
本
能｣

と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、
男
性
中
心
社
会
に
利
す
る
も

の
だ
と
し
な
が
ら
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
る
授
乳
の

｢

歓
喜｣

が
子
供
へ
の
愛
を
引
き
出
す
過
程
は
、
人
間
の
場
合
も
た
い
へ

ん
重
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る(

５)

。
そ
れ
に
対
し
て
バ
ダ
ン
テ
ー
ル

は
、
彼
女
が
唱
え
る

｢

母
な
る
自
然
へ
の
讃
歌｣

は
す
べ
て
の
女
性
に
当

て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
く
、
育
児
法
は
無
限
に
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の

選
択
肢
を
狭
め
る
こ
と
に
な
る
と
反
論
す
る
。｢

自
分
が
哺
乳
類
で
あ
る

こ
と
を
実
感
す
る
女
性
も
い
れ
ば
、
そ
れ
は
絶
対
い
や
だ
と
思
う
女
性
も

い
る｣

と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
望
ま
し
い
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
主
張
す
る
。

６

｢

子
供
の
幸
福
は
母
親
に
か
か
っ
て
い
る｣

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が
最
も
力
を
入
れ
て
厳
し
く
批
判
す
る
の
は
、
ア
メ
リ

カ
を
中
心
に
発
展
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
も
影
響
力
を
ふ
る
っ
て
い
る

｢

ラ

・
レ
ー
チ
ェ
・
リ
ー
グ

(

母
乳
連
盟
Ｌ
Ｌ
Ｌ)｣

で
あ
る

(

以
下
Ｌ
Ｌ
Ｌ

と
省
略
す
る)

。
こ
の
組
織
は
一
九
五
六
年
に
、
授
乳
に
悩
む
シ
カ
ゴ
郊

外
の
七
人
の
母
親
た
ち
の
相
互
助
け
合
い
の
な
か
で
生
ま
れ
た
ヴ
ォ
ラ
ン

テ
ィ
ア
組
織
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
ア
メ
リ
カ
で
は
粉
ミ
ル
ク
で
育
て
る
の

が
よ
い
と
い
う
考
え
方
が
圧
倒
的
で
あ
り
、
母
乳
で
育
て
た
い
と
い
う
母

親
は
二
七
％
し
か
い
な
か
っ
た
の
で
、
授
乳
行
為
を
励
ま
し
、
情
報
を
交

換
す
る
組
織
を
必
要
と
し
て
い
た
。
や
が
て
こ
の
組
織
は
ど
ん
ど
ん
影
響

力
を
増
し
て
世
界
中
に
拡
が
り
、
今
や
七
〇
ヵ
国
に
支
部
を
も
つ
国
際
組

織

(

国
際
母
乳
連
盟
、
以
下
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
と
省
略
す
る)

と
な
っ
た
。

こ
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
組
織
の
ど
こ
が

女
性
の
自
由
を
削
ぐ
も
の
な
の

か
？

一
九
八
五
年
に
Ｌ
Ｌ
Ｌ

Ｉ
が
発
表
し
た
二
〇
ヵ
条
の

｢

哲
学｣

を
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が

引
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で

私
が
重
要
と
判
断
し
た
も
の
を

か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
み
よ
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う
。・

母
乳
は
新
生
児
の
健
康
に
最
も
良
い
も
の
で
あ
る
。

・
母
乳
は
自
然
で
子
供
の
成
長
に
最
も
良
い
も
の
あ
る
。

・
だ
か
ら
生
ま
れ
て
か
ら
六
ヵ
月
は
母
乳
だ
け
で
育
て
る
べ
き
で
あ
る
。

・
そ
の
後
も
子
供
が
求
め
な
く
な
る
ま
で
、
授
乳
は
続
け
る
べ
き
で
あ

る
。

・
産
ま
れ
た
瞬
間
か
ら
、
母
親
は
い
つ
も
赤
子
の
そ
ば
に
い
て
、
完
全

授
乳
す
る
べ
き
で
あ
る
。

・
父
親
の
役
目
は
母
子
に
愛
を
注
ぎ
、
授
乳
を
援
助
す
る
こ
と
で
あ
る
。

面
白
い
の
は
、
こ
の

｢

哲
学｣

は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
事
情
に
合
わ
せ
て

異
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
Ｌ
Ｌ
Ｌ
に
は

｢

母

親
は
時
計
を
捨
て
よ｣

と
か
、｢

母
が
休
ん
で
い
る
あ
い
だ
、
父
が
家
事

を
す
る
よ
う
に｣

と
い
う
条
項
が
あ
る
。
日
本
の
Ｌ
Ｌ
Ｌ
に
は
、
病
院
や

施
設
が
目
指
す
べ
き
一
〇
ヵ
条
は
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
母
親
が
目
指
す
べ

き

｢

哲
学｣

と
い
う
も
の
は
謳
わ
れ
て
い
な
い
。

最
も
過
激
な
の
は
イ
ギ
リ
ス
の
Ｌ
Ｌ
Ｌ
が
出
し
て
い
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

で
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は

｢

粉
ミ
ル
ク
に
対
す
る
母
乳
の
宣
戦
布
告
状｣
の

よ
う
な
も
の
だ
と
批
判
す
る
。

・
粉
ミ
ル
ク
や
お
し
ゃ
ぶ
り
の
よ
う
な
人
工
的
な
も
の
は
家
に
持
ち
込

む
な
。

・
自
分
の
都
合
に
あ
わ
せ
て
授
乳
す
る
な
。

・
授
乳
の
技
術
は
本
で
は
学
べ
な
い
か
ら
、
妊
娠
後
期
か
ら
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の

会
合
に
出
席
す
る
の
が
い
い
。

・
授
乳
に
反
対
す
る
意
見
に
は
耳
を
傾
け
る
な
。
た
と
え
そ
れ
が
母
親

や
姑
で
も
。

・
公
共
の
場
で
授
乳
す
る
の
に
異
を
唱
え
る
人
が
い
れ
ば
、
沈
黙
せ
ず

教
育
の
機
会
と
判
断
せ
よ
。

も
し
こ
の
教
え
を
き
ち
ん
と
守
ろ
う
と
す
る
と
、
女
性
が
外
で
働
く
こ

と
は
難
し
く
な
る
だ
ろ
う
。
託
児
所
に
も
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
に
も
、
母
親

や
姑
に
預
け
る
こ
と
も
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
ウ
イ
ル
ス
に
対

す
る
免
疫
力
が
ま
だ
な
い
新
生
児
を
託
児
所
に
預
け
れ
ば
、
感
染
病
に
か

か
る
危
険
性
は
家
で
育
て
る
よ
り
も
ず
っ
と
高
い
。

フ
ラ
ン
ス
の
小
児
科
医
に
し
て
国
会
議
員
で
あ
る
ア
ン
テ
ィ
エ
博
士
が

書
い
た
本
は
、
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。｢

赤
子
を
あ
ま
り
に
早
く

母
親
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
、
子
供
を
い
け
に
え
に
差
し
出
す
の
と
同
じ

で
あ
る

(

６)｣

。
こ
の
決
め
つ
け
を
読
め
ば
、
ど
ん
な
母
親
も
硫
酸
を
浴

び
る
よ
う
な
罪
悪
感
を
感
ず
る
だ
ろ
う
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
言
う
。

さ
ら
に
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
が
政
治
力
を
発
揮

し
て
、
医
学
界
と
深
く
結
び
つ
き
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
影
響
力
を
増
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
九
八
一
年
に
は
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
と
Ｗ
Ｈ
Ｏ
の
双
方

と
連
携
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
Ｕ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｆ
は
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｉ
が
掲
げ
る

一
〇
ヵ
条
を
実
行
す
る
産
院
を

｢

赤
ち
ゃ
ん
に
や
さ
し
い
病
院｣

と
し
て

認
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。｢

六
ヵ
月
ま
で
は
完
授
乳
で
、
二
歳
に
な
る

ま
で
は
母
乳
を
飲
ま
せ
続
け
る
こ
と｣

と
い
う
わ
か
り
や
す
い
目
標
を
掲
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げ
、｢
子
供
に
一
番
良
い｣

と
い
う
医
学
界
の
お
墨
付
き
を
得
て
、
こ
の

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
驚
く
べ
き
影
響
力
で
世
界
中
に
拡
が
っ
て
い
る
。
本
家

の
ア
メ
リ
カ
で
は
授
乳
す
る
母
親
は
一
九
八
一
年
に
は
二
四
％
だ
っ
た
の

が
、
二
〇
〇
二
年
に
は
七
〇
％
に
ま
で
昇
っ
た
。

Ｌ
Ｌ
Ｌ
は
二
〇
一
〇
年
に
は
七
五
％
に
ま
で
上
げ
る
目
標
を
掲
げ
て
い

る
。
一
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
見
る
と
、
国
に
よ
っ
て
普
及
率
に
大
き
な
差
が

出
て
い
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
二
年
に
新
生
児
に
授
乳
す

る
割
合
は
五
〇
％
を
わ
ず
か
に
超
え
る
程
度
な
の
に
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
や
ス

ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
の
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
は
九
五
％
か
ら
九
九
％
の
普

及
率
で
あ
っ
た
。｢

赤
ち
ゃ
ん
に
や
さ
し
い
病
院｣

と
認
定
さ
れ
る
病
院

の
数
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
二
〇
〇
七
年
に
三
施
設
と
異
常
に
少
な
い(

７)

。

こ
の
遅
れ
を
取
り
戻
そ
う
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
Ｌ
Ｌ
Ｌ
や
一
部
の
産
院
の
口

調
が
、
だ
ん
だ
ん

｢

授
乳
は
母
親
の
権
利
で
あ
る｣
と
い
う
よ
り

｢

母
親

の
義
務
で
あ
る｣

と
い
う
強
制
に
変
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
バ
ダ
ン
テ
ー

ル
は
心
配
す
る(

８)

。

ま
た
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
一
九
八
一
年
に

｢

母
乳
代
用
品｣

つ
ま
り
粉
ミ
ル
ク
の

宣
伝
を
規
制
し
、
試
供
品
を
渡
す
こ
と
や
、
低
価
格
で
売
る
こ
と
、
元
気

そ
う
な
赤
ち
ゃ
ん
の
写
真
や
イ
ラ
ス
ト
を
製
品
の
ラ
ベ
ル
に
貼
る
こ
と
等

を
禁
止
し
、
粉
ミ
ル
ク
を
売
る
と
き
に
は
、
必
ず
母
乳
育
児
の
利
点
と
人

工
育
児
の
マ
イ
ナ
ス
面
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
際
基
準

を
提
案
し
、
採
択
さ
れ
た(

９)

。

７

父
親
は
母
子
の

｢

保
護
者｣

で
あ
る
。

子
を
産
み
育
て
る
大
切
さ
を
説
く
言
説
が
、｢

女
性
の
権
利｣

で
は
な

く

｢

女
性
の
義
務｣

と
し
て
強
調
さ
れ
る
危
険
性
を
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
繰

り
返
し
強
調
す
る
。
や
っ
と

｢

家
父
長
制｣

と
い
う
重
荷
を
取
り
払
っ
た

か
と
思
っ
た
ら
、
こ
ん
ど
は

｢

子
供｣

が
な
に
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
。
子

育
て
の
主
役
は
母
親
な
の
だ
か
ら
、
父
親
は
母
親
に
場
を
譲
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。
家
に
母
親
は
二
人
も
い
ら
な
い
。
乳
幼
児
を
熱
心
に
世
話
す
る

｢

め
ん
ど
り
パ
パ｣

は

｢

こ
っ
け
い
な
存
在｣

で
し
か
な
い
。
で
は
父
親

の
役
割
と
は
な
に
か
？

Ｌ
Ｌ
Ｌ
は
言
う
。｢

父
親
は
母
親
が
完
全
授
乳

で
き
る
よ
う
に
サ
ポ
ー
ト
し
、
職
場
よ
り
も
家
庭
を
優
先
し
、
母
親
に
か

わ
っ
て
家
事
を
こ
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い｣

。
父
親
の
役
割
は
、
子
育
て
は

母
親
に
任
せ
て
そ
れ
以
外
の
家
事
と
仕
事
を
受
け
持
つ
こ
と
で
あ
る
。
さ

き
ほ
ど
の
ア
ン
テ
ィ
エ
博
士
は
言
う
。｢

理
想
の
父
親
の
役
割
は
母
を
守

る
こ
と
で
あ
り
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
女
と
し
て
母
と
し
て
崇
め
る
こ
と
で
あ

る
。
理
想
の
父
親
は
授
乳
に
専
念
す
る
母
親
に
替
っ
て
家
事
い
っ
さ
い
を

引
き
受
け
る
う
え
に
、
母
親
に
敬
意
と
愛
を
示
す
た
め
に
花
束
を
贈

る(
�)｣

。
家
事
い
っ
さ
い
を
引
き
受
け
た
う
え
に
、
か
つ
て
の
レ
デ
ィ
ー

フ
ァ
ー
ス
ト
を
実
行
す
る
男
ら
し
い
男
も
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
い

っ
た
い
そ
ん
な
こ
と
が
今
の
社
会
で
実
現
可
能
だ
ろ
う
か
と
バ
ダ
ン
テ
ー

ル
は
疑
問
を
呈
す
る
。
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バ
ダ
ン
テ
ー
ル
が
要
求
す
る
母
性
尊
重
と
男
女
平
等
が
両
立
す
る
よ
う

な
社
会
の
仕
組
み
に
一
番
近
い
国
は
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
あ
ろ
う
。
給
与
の

八
〇
％
が
両
親
手
当
で
保
障
さ
れ
て
い
る
育
児
休
暇
三
九
〇
日
の
う
ち
、

父
に
も
母
に
も
そ
れ
ぞ
れ
六
〇
日
に
割
り
当
て
が
あ
り
、
残
り
は
ど
ち
ら

か
に
譲
り
あ
え
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
は
理
想
の
国
の

よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
こ
の
政
策
を
も
っ
て
し
て
も
、

両
性
の
平
等
よ
り
も
母
性
の
保
護
の
ほ
う
に
重
点
が
傾
い
て
い
る
と
指
摘

す
る
。
こ
の
国
の
七
五
％
の
父
親
が
六
〇
日
の
育
児
休
暇
を
取
る
。
し
か

し
そ
れ
以
上
の
育
児
休
暇
を
と
る
父
親
は
ま
だ
一
七
％
に
す
ぎ
な
い
。
男

女
の
賃
金
格
差
は
ま
だ
激
し
く
、
一
定
レ
ベ
ル
以
上
の
賃
金
を
八
〇
％
の

男
性
が
獲
得
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
八
〇
％
の
女
性
が
水
準
以
下
の
賃

金
で
働
い
て
い
る
。
こ
の
賃
金
差
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
し
い
労
働
を
求
め
ら

れ
な
い
が
、
賃
金
の
安
い
公
共
の
職
場
で
女
性
が
働
い
て
い
る
の
に
対
し

て
、
男
性
は
厳
し
い
労
働
を
求
め
ら
れ
る
が
賃
金
の
高
い
企
業
で
働
い
て

い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
企
業
は
育
児
休
暇
を
と
る
可
能
性
の
高
い
女
性

は
採
り
た
が
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
で
は
女
性
が
幹
部
に
昇

進
す
る
率
は
一
〇
％
に
す
ぎ
な
い
。｢

ガ
ラ
ス
の
天
井｣

は
ま
だ
イ
ギ
リ

ス
並
み
に
厚
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
ど
ん
な
家
族

政
策
も
、
男
女
平
等
を
実
現
す
る
た
め
に
は
有
効
に
働
い
て
い
な
い
と
バ

ダ
ン
テ
ー
ル
は
結
論
づ
け
る
。

８

｢

母
胎
の
ス
ト
ラ
イ
キ｣

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
今
日
の
女
性
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
重
い

責
任
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
子
供
の
身
体
の
健
康
だ
け
で
な
く
、
心
理
的

な
安
定
、
知
的
発
展
、
社
会
適
応
、
安
全
の
保
証
に
ま
で
気
を
配
ら
ね
ば

な
ら
な
い
。
母
親
業
は
働
き
な
が
ら
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
と
い
う
プ
レ

ッ
シ
ャ
ー
が
ど
ん
ど
ん
き
つ
く
な
っ
て
い
る
。
母
親
に
な
る
女
性
は
三
つ

の
矛
盾
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。
ま
ず
仕
事
か
子
供
か
と
い
う
葛
藤
。
社
会

は

｢

有
能
な
キ
ャ
リ
ア
ー
ウ
ー
マ
ン
で
あ
れ｣

と
言
い
な
が
ら
、
ま
た
同

時
に

｢

よ
き
母
で
あ
れ｣

と
い
う
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
を
か
け
て
い
る
。
ま

た

｢

カ
ッ
プ
ル
で
生
き
る｣

こ
と
と

｢

子
供
の
世
話
に
専
念
す
る｣

と
い

う
葛
藤
も
抱
え
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
番
大
き
な
葛
藤
は

｢

献

身
的
母
親
に
な
る
こ
と｣

と

｢

生
き
が
い｣

が
か
み
合
わ
な
い
と
い
う
葛

藤
で
あ
る
。
子
育
て
の
た
め
に
自
分
の
一
番
し
た
い
こ
と
を
諦
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
葛
藤
で
あ
る
。｢

授
乳
は
母
の
義
務｣

と
い
う

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
せ
い
で
、
女
性
の
人
生
は

｢

積
荷
過
剰｣

に
な
っ
て
い

る
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
指
摘
す
る
。

当
然
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
直
面
し
て
、｢

子
供
を
産
む
の
を
先
延
ば
し

に
す
る｣
、｢

子
供
を
つ
く
ら
な
い｣

と
い
う
選
択
を
す
る
女
性
も
出
て
く

る
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
こ
の
傾
向
を

｢

母
胎
の
ス
ト
ラ
イ
キ｣

と
名
付
け

て
、
最
近
の
重
要
な
選
択
の
一
つ
と
し
て
分
析
し
て
い
る
。
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欧
米
で
は
こ
の
十
数
年
来
、
出
生
率
が
少
し
づ
つ
増
え
て
き
た
国
が
多

い
が
、
そ
の
な
か
で
ド
イ
ツ
と
イ
タ
リ
ア
だ
け
は
例
外
的
に
出
生
率
が
上

が
ら
な
い
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
こ
の
二
国
の
他
に
、
出
生
率
の
低
い
代
表

的
な
国
と
し
て
日
本
を
あ
げ
、
こ
の
三
国
の
小
子
化
を
分
析
す
る
。
二
〇

〇
五
年
に
ド
イ
ツ
で
は
一
・
三
四
％
、
イ
タ
リ
ア
で
は
一
・
三
三
％
、
日

本
で
は
一
・
二
六
％
で
あ
っ
た(

�)

。
こ
の
三
国
は
家
父
長
制
の
伝
統
が

ま
だ
強
く
残
っ
て
お
り
、｢
女
で
あ
る｣

意
味
は
何
よ
り
も

｢

母
で
あ
る｣

こ
と
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
ま
だ
根
強
く
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ド

イ
ツ
の

｢

ム
ッ
タ
ー｣

、
イ
タ
リ
ア
の

｢
マ
ン
マ｣

そ
し
て
日
本
の

｢

か

あ
さ
ん｣

と
言
え
ば
、
子
の
た
め
に
は
身
を
粉
に
し
て
働
き
、
家
庭
に
絶

大
な
る
力
を
発
揮
す
る
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
共
通
点
を
持
つ
。
七
〇
年

代
か
ら
仕
事
を
求
め
る
高
学
歴
の
女
性
が
増
え
て
き
た
が
、
三
国
と
も
に

そ
う
し
た
女
性
の
育
児
を
援
助
す
る
政
策
を
進
め
て
こ
な
か
っ
た
。
託
児

所
に
子
供
を
入
れ
る
余
地
は
極
め
て
少
な
く
、
子
供
よ
り
も
仕
事
を
優
先

す
る
の
は
母
親
と
し
て
あ
る
ま
じ
き
行
為
で
あ
る
と
い
う
無
言
の
プ
レ
ッ

シ
ャ
ー
も
き
つ
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
女
性
た
ち
が

｢
子
供
を

産
ま
な
い｣

と
い
う
選
択
を
す
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
英
語
で
はch

ild
le

ss
(

子
供
な
し)

とch
ild

fre
e
(

意
図
的
に
子
供

な
し
を
選
択
す
る
こ
と)

を
区
別
す
る
が
、
日
本
で
も
そ
の
狭
間
を
ゆ
れ

つ
つ
、
結
局
子
供
を
持
た
な
い
選
択
を
す
る
女
性
が
増
え
て
い
る
。
バ
ダ

ン
テ
ー
ル
は
日
本
の
女
性
が
、
女
性
の
抑
圧
に
対
す
る
一
つ
の
抗
議
と
し

て
、
子
供
を
産
ま
な
い
選
択
を
し
て
い
る
と
分
析
し
て
い
る(

�)

。
ド
イ

ツ
で
は
、
イ
タ
リ
ア
や
日
本
に
比
べ
て

｢

母
は
偉
大
で
あ
る｣

と
い
う
強

い
規
範
は
消
滅
し
つ
つ
あ
る
が
、
そ
れ
で
も

｢

母
胎
の
ス
ト
ラ
イ
キ｣

を

す
る
女
性
が
多
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
手
厚
い
児
童
手
当
は
父
親
の
給

料
に
加
算
さ
れ
る
、
育
児
休
暇
手
当
は
非
常
に
低
い
、
託
児
所
や
幼
稚
園

も
不
足
し
て
い
る
等
の
悪
条
件
が
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ

ツ
の
特
徴
は
、
高
学
歴
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
子
供
を
産
ま
な
い
選
択
を

す
る
女
性
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る(

�)

。
ド
イ
ツ
女
性
を
対
象
に

｢

あ
な
た
の
人
生
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
は
な
に
か｣

と
い
う
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
一
九
九
九
年
に
行
っ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
二
一
歳
か
ら
五

〇
歳
ま
で
の
ド
イ
ツ
女
性
が
選
ん
だ
の
は
ま
ず

｢

健
康｣

、
次
に

｢

収
入

の
安
定｣

、｢

仕
事｣

、｢

パ
ー
ト
ナ
ー｣

、｢

生
活
条
件
の
良
さ｣

と
続
い
て
、

｢

子
供｣

は
や
っ
と
六
番
目
に
選
ば
れ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
女
性
の

｢

生
き
が
い｣

は
多
様
化
し
て
い
る
。
出
産
率
の
低
下
は
、
子
供
を
産
み

育
て
る
こ
と
が
、
こ
れ
ほ
ど
過
重
な
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
対
す
る
抗
議
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は

結
論
づ
け
る
。

９

悪
い
母
だ
か
ら
こ
そ
子
育
て
が
う
ま
い
？

そ
れ
に
対
し
て
フ
ラ
ン
ス
で
は
出
生
率
が
二
〇
〇
六
年
に
は
二
・
〇
〇

％
ま
で
上
昇
し
た
。
い
ま
や
欧
州
で
ト
ッ
プ
の
出
生
率
で
あ
る
。
そ
れ
は

な
ぜ
な
の
か
？

さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
バ
ダ
ン
テ
ー
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ル
に
よ
れ
ば
、
決
定
的
な
要
因
を
指
摘
す
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
さ
に

｢

ガ
リ
ア
の
謎｣

と
し
か
言
え
な
い
が
、
一
つ
だ
け
確
実
に
言
え
る
こ
と

が
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
出
生
率
に
関
係
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
女
性
が
自
ら

の
選
択
に
よ
っ
て
子
供
を
産
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
母
は

｢
悪
い
母｣

と
し
て
一
八
世
紀
の
昔
か
ら
ず
っ
と
評

判
が
悪
か
っ
た
。
子
供
に
授
乳
す
る
こ
と
に
熱
心
で
な
く
、
一
八
世
紀
に

は
乳
母
に
、
そ
し
て
二
一
世
紀
に
な
っ
て
も
託
児
所
や
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー

に
あ
ず
け
て
平
気
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
の
人
類
学
者
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー

な
ど
は
フ
ラ
ン
ス
の
母
親
の
態
度
を

｢
由
々
し
き
錯
乱｣

と
ま
で
呼
ん
だ

も
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
と
し
て
、
母
親
で
あ
る
よ
り
は
女
性
と
し
て

人
生
を
楽
し
み
、
社
交
的
に
成
功
す
る
方
を
重
要
視
す
る
伝
統
が
い
ま
で

も
続
い
て
い
る
。｢

よ
き
母
親
で
あ
れ｣

と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
は
他
国

に
比
べ
て
少
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
託
児
所
、
ベ
ビ
ー
シ
ッ
タ
ー
な
ど
多

様
な
託
児
施
設
が
充
実
し
て
い
る
。
両
親
の
う
ち
ど
ち
ら
か
が
、
子
供
が

三
歳
に
な
る
ま
で
の
あ
い
だ
に
六
ヵ
月
休
暇
を
取
る
こ
と
が
可
能
で
、
企

業
は
休
暇
前
と
同
じ
身
分
と
給
与
条
件
を
保
証
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
女
性
に
選
択
の
自
由
を
与
え
る
政
策
が
と
ら
れ
て
い
る
。
い
ま
の

と
こ
ろ
フ
ラ
ン
ス
女
性
は
、
一
部
の
医
師
や
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の
影
響
力
を
は
ね
の

け
て
、｢

自
分
の
一
番
し
た
い
こ
と
を
追
求
す
る
個
人
主
義｣

を
か
ろ
う

じ
て
守
っ
て
い
る
。
し
か
し

｢

い
つ
ま
で
続
く
の
か
？｣

と
い
う
警
告
で

こ
の
書
は
終
わ
っ
て
い
る
。

�

｢

赤
ん
坊
は
男
性
支
配
の
同
盟
者
で
あ
る｣

か
？

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
二
〇
一
〇
年
二
月
一
一
日
付
の

『

ヌ
ー
ヴ
ェ
ル
・
オ

プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ゥ
ー
ル』

の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
の
中
で
、｢

赤
ん
坊
は
男
性

支
配
の
同
盟
者
で
あ
る｣

と
言
い
切
っ
て
い
る
。
論
争
の
た
め
の
挑
戦
的

言
い
回
し
で
あ
る
と
言
い
添
え
て
い
る
が
、
私
に
は
こ
の
断
言
に
バ
ダ
ン

テ
ー
ル
の
限
界
が
は
っ
き
り
見
え
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

｢

赤
ん
坊｣

か｢

男
女
平
等｣

か
、｢

産
む
こ
と
の
拒
否｣

か｢

家
に
帰
る｣

か
、｢

エ
コ
ロ
ジ
ー｣

か

｢

女
性
の
自
由｣

か
、｢

授
乳｣

か

｢

自
由｣

か
、

と
い
う
二
項
対
立
の
構
図
を
持
ち
続
け
る
限
り
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
未
来

は
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。

バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
指
摘
に
は
正
し
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
現
状

で
は

｢

自
然
の
母
に
帰
れ｣

と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
女
性
の
負
担
を

重
く
す
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
労
働
市
場
に
身
を

さ
ら
し
な
が
ら
、｢

自
然
の
母｣

に
な
る
こ
と
は
今
の
と
こ
ろ
無
理
で
あ

る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
八
月
一
九
日
付
の

『

ル
・
モ
ン
ド』

紙
に
よ
れ

ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
も
い
ま
だ
に
男
女
同
一
賃
金
の
実
現
は
困
難
で
、
一
〇

人
以
上
の
雇
用
者
が
い
る
企
業
に
お
い
て
は
二
七
％
の
差
が
あ
る

(

二
〇

〇
八
年
度)
。
ま
た
子
供
の
い
な
い
女
性
の
う
ち
九
〇
％
は
働
い
て
い
る

が
、
子
供
が
増
え
る
に
つ
れ
て
働
く
の
を
や
め
、
子
供
が
三
人
い
る
女
性
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で
働
い
て
い
る
の
は
四
三
％
で
あ
る

(

二
〇
〇
八
年
度)

。
し
か
も
家
事

負
担
の
八
〇
％
を
女
性
が
担
っ
て
い
る
現
状
は
二
〇
年
来
変
わ
っ
て
い
な

い
。
フ
ラ
ン
ス
の
緑
の
党
の
女
性
書
記
長
デ
ュ
フ
ロ
が

｢

使
い
捨
て
の
お

む
つ
を
や
め
て
、
男
性
が
お
む
つ
を
洗
え
ば
よ
い｣

と
発
言
し
た
が
、
こ

れ
は
今
の
と
こ
ろ
新
し
い
役
割
分
担
の
夢
物
語
に
す
ぎ
な
い
。
科
学
と
エ

コ
ロ
ジ
ー
の
名
に
お
い
て
新
し
く
台
頭
し
た｢

自
然
の
母
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー｣

が
、
現
状
で
は
女
性
の
自
由
と
平
等
を
圧
迫
す
る
も
の
に
な
る
危
険
性
が

あ
る
と
い
う
告
発
は
お
お
い
に
意
味
が
あ
る
。
そ
の
最
大
の
意
味
は

｢

完

璧
な
母
親
で
な
け
れ
ば
子
供
は
育
て
ら
れ
な
い｣

と
い
う
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー

か
ら
女
性
を
解
放
し
、｢

子
育
て
の
や
り
方
は
自
分
で
選
ん
で
よ
い
の
だ｣

と
い
う
開
放
感
を
与
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
結
局
の
と
こ
ろ
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
女
性
の
権
利
と
自
由
を
侵

害
す
る
も
の
の
正
体
を
見
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
敵
は

エ
コ
ロ
ジ
ー
で
も
授
乳
で
も
な
い
。｢

授
乳
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト｣

や

｢

エ
コ
を
徹
底
実
践
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト｣

が
い
て
も
い
い
。
授
乳
や
エ

コ
ロ
ジ
ー
が
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
両
立
し
な
い
と
決
め
つ
け
る
こ
と
は
男
女

平
等
の
未
来
に
と
っ
て
建
設
的
で
な
い
。
問
題
は
労
働
市
場
で
男
女
差
別

を
維
持
す
る
こ
と
に
利
益
を
見
出
す
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
医
学

と
い
う
権
威
の
も
と
に｢

自
然
の
母｣

で
あ
れ
と
強
要
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

で
あ
る
。
六
〇
年
代
に
は
同
じ
権
威
が

｢

粉
ミ
ル
ク
で
育
て
る
の
が
一
番

よ
い｣

と
教
え
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
す
必
要
が
あ
る
。｢

仕
事｣

も

｢

い
き
が
い｣

も

｢

子
供｣

も
ど
れ
も
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
現
代
女
性

の
一
般
的
願
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
阻
ん
で
い
る
源
は
い
っ
た
い
何
な
の

か
、
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
そ
れ
に
つ
い
て
考
え

る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
敵
を
見
誤

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
的
生
活
や
授
乳
を
含
め

て
の
、
女
性
の
選
択
の
可
能
性
を
保
証
す
る
方
向
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
と
思
う
。

註

(

１)

原
題
はL

e
con

flit/fem
m

e
et

la
�
���

で
あ
る
。
出
版
元
はF

lam
m

ario
n

社
、
二
〇
一
〇
年
二
月
に
出
版
さ
れ
た
。

(

２)

ア
メ
リ
カ
の
本
質
主
義
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
、
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
は
二
〇

〇
三
年
にO

d
ile

Jaco
b

社
か
ら
出
版
さ
れ
たF

a
u

sse
R

ou
te

と
い
う
タ
イ

ト
ル
の
本
の
な
か
で
十
分
批
判
し
て
い
る
の
で
、
本
書
で
は
批
判
は
省
略
さ

れ
て
い
る

(

日
本
語
訳

『

迷
走
す
る
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

こ
れ
で
い
い
の
か

男
と
女』

、
夏
目
幸
子
、
二
〇
〇
六
年
、
新
曜
社)

。

(

３)
L

’A
m

ou
r

en
p

lu
s,

F
lam

m
ario

n
.

1
9

8
0
.

日
本
語
訳

『

母
親
と
い
う
神
話』

、

鈴
木
晶
訳
、
ち
く
ま
文
芸
文
庫
、
一
九
九
八
年
。

(
４)

L
’u

n
est

l’a
u

tre,
O

d
ile

Jaco
b
,

1
9

8
6
.

日
本
語
訳

『

男
は
女
・
女
は
男』

、

上
村
く
に
こ
・
饗
庭
千
代
子
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
。

(

５)
S

arah
B

laffe
r

H
rd

y
,

L
es

In
stin

cts
m

a
tern

a
ls,

P
ay

o
t,

2
0

0
2
,

P
.

6
0

5

�60
8
.

(

６)
E

d
w

ig
e

A
n

tie
r,

V
ive

����
	

�
���

��
R

o
b
e

rt
L

affo
n

t,
2

0
0

2
,

P
.

1
3
.

(

７)

日
本
で
は
二
〇
〇
八
年
度
で
五
六
施
設
を
数
え
る
。
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(
８)
本
書
が
出
版
さ
れ
て
か
ら
四
ヵ
月
後
の
六
月
一
九
日
付
の

『

ル
・
モ
ン
ド
・

マ
ガ
ジ
ン』

に
よ
る
と
、
二
〇
一
〇
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
で
新
生
児
に
授
乳
す

る
母
親
の
割
合
は
七
〇
％
に
ま
で
昇
っ
て
い
る
。
ま
た
健
康
と
摂
食
政
策
の

一
環
と
し
て
、
政
府
は

｢

授
乳
は
産
ま
れ
て
か
ら
少
な
く
て
も
四
ヵ
月
は
続

け
る｣

目
標
を
掲
げ
る
と
発
表
し
た
。
バ
ダ
ン
テ
ー
ル
の
心
配
が
実
際
の
も

の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

(

９)

一
九
八
ヵ
国
の
う
ち
、
ア
メ
リ
カ
だ
け
が

｢

表
現
の
自
由｣

を
理
由
に
反
対

し
た
。
日
本
は
ア
メ
リ
カ
に
追
従
す
る
か
た
ち
で
棄
権
し
た
。

(

�)
E

d
w

ig
e

A
n

tie
r,

V
iv

e
���

�
�
���	
�

�
o

p
.cit.,

P
.

4
4

�

4
5
.

(

�)

二
〇
〇
九
年
に
は
イ
タ
リ
ア
、
日
本
、
ド
イ
ツ
と
も
に
一
・
三
七
％
と
な
っ

た
。

(

�)

戦
後
日
本
の
女
性
た
ち
の

｢

母
性
離
れ｣

に
つ
い
て
は
、｢

母
胎
の
ス
ト
ラ

イ
キ｣

と
い
う
視
点
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
複
雑
な
文
化
分
析
が
必
要
で
あ

ろ
う
。

(

�)

メ
ル
ケ
ル
首
相
の
指
揮
の
も
と
に
二
〇
〇
七
年
か
ら
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
を
モ
デ

ル
に
新
し
い
育
児
休
暇
制
度
が
導
入
さ
れ
た
が
、
二
〇
〇
九
年
ま
で
の
と
こ

ろ
出
生
率
は
一
・
三
七
％
と
横
ば
い
に
留
ま
っ
て
い
る
。

(

う
え
む
ら

く
に
こ
／
神
話
論
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論)
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