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《
家
族
熱
》
を
表
す
鏡

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
脚
本
を
手
掛
け
て
き
た
向
田
邦
子
が
、
大
人
の

た
め
の
シ
リ
ア
ス
な
ド
ラ
マ
、
い
わ
ゆ
る
「
大
人
の
物（

１
）」

に
挑
戦
し

は
じ
め
た
の
は
昭
和
五
二
年
頃
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

タ
イ
ム
に
放
送
し
て
い
た
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
に
、
ま
っ
た
く
シ
リ
ア
ス

の
要
素
が
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
脚
本
家
の

一
人
と
し
て
参
加
し
、向
田
の
出
世
作
と
な
っ
た
『
だ
い
こ
ん
の
花
』

や
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
の
金
字
塔
と
も
い
え
る
『
寺
内
貫
太
郎
一
家
』

に
も
シ
リ
ア
ス
な
要
素
は
含
ま
れ
て
い
る
。『
だ
い
こ
ん
の
花
』
に

は
老
い
た
退
役
軍
人
の
哀
し
さ
が
、『
寺
内
貫
太
郎
一
家
』
に
は
不

注
意
で
娘
の
足
に
障
が
い
を
負
わ
せ
て
し
ま
っ
た
父
親
の
悔
恨
が
滲

ん
で
お
り
、
む
し
ろ
笑
い
の
内
側
に
ひ
そ
む
澱
を
描
い
て
も
い
る
。

こ
の
よ
う
な
設
定
は
確
か
に
視
聴
者
の
胸
を
打
つ
が
、
そ
こ
に
ば
か

り
焦
点
を
当
て
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ゴ
ー
ル
デ
ン

タ
イ
ム
に
求
め
ら
れ
て
い
る
テ
レ
ビ
番
組
は
、
深
く
考
え
ず
に
楽
し

む
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
視
聴
者
に
気
ま
ず
さ
を
残

さ
な
い
形
で
現
実
に
迫
る
工
夫
を
施
し
た
と
は
い
え
、
軽
薄
な
印
象

を
払
拭
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
。
エ
ッ
セ
イ
「
ホ
ー
ム

ド
ラ
マ
の
嘘
」
な
ど
で
、
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
を
お
気
楽
な
娯
楽
と
し
て

下
に
見
る
世
間
の
傾
向
に
異
を
唱
え
た
向
田
で
は
あ
る
が
、
向
田
自

身
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
を
描
き
続
け
る
こ
と
に
嫌
気
が
さ
し
て
い
た
の
も

事
実
で
あ
る
。

　

池
田
［
注
：
弥
三
郎
］　
（
略
）
私
は
テ
レ
ビ
を
見
て
思
う
ん

だ
け
ど
、
せ
っ
か
く
近
松
以
来
、
悲
劇
で
日
本
人
を
鍛
え
て
き

向
田
邦
子
の
「
う
し
ろ
向
き
の
視
線
」

山　

口　

み
な
み
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た
の
に
、
あ
ん
な
に
幸
福
な
芝
居
を
テ
レ
ビ
が
与
え
て
い
い
の

か
、
っ
て
ね
。
ど
う
で
す
か
。
作
家
に
向
っ
て
失
礼
な
ん
だ
け

れ
ど
も
。

向
田　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
悲
劇
と
い
う

の
は
実
は
と
っ
て
も
テ
レ
ビ
向
き
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
ど

う
い
う
わ
け
か
「
悲
劇
」
っ
て
言
葉
は
、
今
テ
レ
ビ
界
に
な
い

ん
で
す
ね
。
テ
レ
ビ
・
ド
ラ
マ
に
は
ホ
ー
ム
・
ド
ラ
マ
と
時
代

劇
と
シ
リ
ア
ス
っ
て
も
の
し
か
な
い
ん
で
す
。

円
地
［
注
：
文
子
］　

シ
リ
ア
ス
っ
て
ど
う
い
う
の
で
す
か

…
…
。

向
田　

社
会
と
か
公
害
と
か
の
問
題
が
入
っ
て
い
る
と
シ
リ
ア

ス
な
ん
で
す
ね
。昼
メ
ロ
で
お
涙
頂
戴
が
今
の
テ
レ
ビ
で
は〝
悲

劇
〟
と
い
わ
れ
て
い
て
、
ほ
ん
と
の
素
敵
な
悲
劇
は
、
ま
だ
テ

レ
ビ
界
に
は
な
い
ん
で
す
ね
。
確
か
に
大
真
面
目
な
時
代
は
終

わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。
悲
し
い
父
親
や
悲
し
い
恋
人
た
ち
は

い
つ
の
世
も
同
じ
こ
と
で
す
か
ら
、昔
の
芝
居
小
屋
と
は
違
う
、

今
の
茶
の
間
を
酔
わ
せ
る
新
し
い
悲
劇
が
生
ま
れ
な
く
て
は
嘘

で
し
ょ
う
ね（

２
）。

「
我
が
家
の
父
親
像
」『
銀
座
百
点
』

　

テ
レ
ビ
に
は
「
悲
劇
」
の
土
壌
が
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
従
来
の

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
か
ら
は
抜
け
出
た
ド
ラ
マ
を
作
ろ
う
と
い
う
姿
勢
を

看
取
で
き
る
。
と
は
い
え
結
局
向
田
は
、
家
族
・
家
庭
以
外
の
視
点

を
持
た
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
も
あ
ろ
う
。
だ
が
、
向
田
が
ホ
ー
ム

ド
ラ
マ
に
こ
だ
わ
っ
た
と
す
れ
ば
、
家
庭
が
個
人
を
制
約
す
る
こ
と

で
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。家
や
家
族
は
、

個
人
に
と
っ
て
拠
り
所
と
な
る
一
方
、
場
合
に
よ
っ
て
は
足
か
せ
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
念
の
た
め
断
っ
て
お
く
と
、
本
論
文
は
、
家

族
は
足
か
せ
で
あ
る
と
か
、
温
か
い
家
庭
は
幻
想
で
あ
る
と
強
調
す

る
趣
旨
の
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
家
庭
環
境
で
育
と
う
と
、

精
神
分
析
的
に
見
れ
ば
、
成
長
過
程
に
屈
折
の
原
因
を
い
く
つ
か
は

探
し
出
せ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
向
田
が
自
身
を
懐
疑
的
な
目
で
見
よ

う
と
し
た
こ
と
に
は
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
と
、

ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
以
後
の
家
族
の
タ
ブ
ー
を
扱
っ
た
「
大
人
の
」
ド
ラ

マ
や
、
個
人
に
焦
点
を
当
て
た
小
説
と
は
、
リ
ゾ
ー
ム
の
よ
う
に
つ

な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

私
は
四
谷
の
裏
通
り
を
歩
い
て
い
ま
し
た
。
夕
餉
の
匂
い
に

ま
じ
っ
て
赤
ち
ゃ
ん
の
な
き
声
、
ラ
ジ
オ
の
声
、
そ
し
て
お
風

呂
を
落
し
た
の
で
し
ょ
う
か
、
妙
に
人
恋
し
い
湯
垢
の
匂
い
が

ど
ぶ
か
ら
立
ち
の
ぼ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
い
う
暮
し
の
ど
こ

が
、
な
に
が
不
満
な
の
だ
。
十
人
並
み
の
容
貌
と
才
能
な
ら
、

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ほ
ど
ほ
ど
の
と
こ
ろ
に
つ
と
め
、
相
手

を
え
ら
び
、
上
を
見
る
代
り
に
下
と
前
を
み
て
歩
き
出
せ
ば
、
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私
に
も
き
っ
と
ほ
ど
ほ
ど
の
幸
せ
は
く
る
に
違
い
な
い
と
思
い

ま
し
た
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
長
女
で
あ
る
私
の
結
婚
を
待
っ

て
い
る
両
親
に
も
親
孝
行
と
い
う
も
の
で
す（

３
）。「

手
袋
を
さ
が
す
」

　

女
性
は
二
十
代
半
ば
に
も
な
れ
ば
結
婚
し
、
家
庭
に
入
る
の
が
一

般
的
だ
っ
た
当
時
に
あ
っ
て
、
向
田
は
「
ほ
ど
ほ
ど
の
幸
せ
」
を
選

ぶ
こ
と
を
せ
ず
、
雑
誌
編
集
者
、
ラ
ジ
オ
・
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
の
脚
本

家
、
随
筆
・
小
説
家
と
し
て
自
ら
の
人
生
を
切
り
開
い
て
き
た
。
た

だ
し
向
田
の
場
合
、
積
極
的
に
独
身
を
貫
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
す

ぐ
手
の
届
き
そ
う
な
「
ほ
ど
ほ
ど
の
幸
せ
」
を
先
延
ば
し
と
す
る
う

ち
に
機
会
を
逸
し
て
し
ま
っ
た
、と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方
で
、

家
族
と
い
う
ミ
ク
ロ
の
世
界
の
内
側
か
ら
眺
め
れ
ば
、
生
育
家
族
に

留
ま
っ
て
い
る
彼
女
は
い
つ
ま
で
も
模
範
的
な
娘
の
ま
ま
で
あ
る
。

精
神
的
に
も
経
済
的
に
も
自
立
し
て
い
な
が
ら
、「
家
」
を
巣
立
つ

こ
と
の
で
き
な
い
歯
が
ゆ
さ
は
、
父
親
へ
の
反
発
と
い
う
形
で
表
出

す
る
こ
と
と
な
る
。

　

二
十
代
の
終
り
か
ら
、
ぽ
つ
ぽ
つ
と
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
の
仕

事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
、
家
を
出
て
別
に
住
む
よ
う

に
な
っ
た
の
は
三
十
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
。

　

些
細
な
こ
と
か
ら
父
と
い
い
争
い
、

　
「
出
て
ゆ
け
」「
出
て
ゆ
き
ま
す
」

　

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

正
直
言
っ
て
、
こ
の
ひ
と
こ
と
を
待
っ
て
い
た
気
持
も
あ
っ

て
、
い
つ
も
な
ら
あ
っ
さ
り
謝
る
の
だ
が
、
こ
の
夜
、
私
は
あ

と
へ
引
か
な
か
っ
た
。
次
の
日
一
日
で
ア
パ
ー
ト
を
探
し
、
猫

一
匹
だ
け
を
連
れ
て
移
っ
た
の
だ
が
、
ち
ょ
う
ど
東
京
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
初
日
で
、明
治
通
り
の
横
町
か
ら
開
会
式
を
眺
め
た
。

細
い
路
地
だ
が
、
目
の
下
に
、
ま
る
で
嘘
の
よ
う
に
会
場
が
見

え
る
。
聖
火
を
持
っ
た
選
手
が
、高
い
階
段
を
か
け
上
る
の
を
、

高
揚
し
た
よ
う
な
、
ヒ
リ
ヒ
リ
し
た
よ
う
な
気
持
で
眺
め
て
い

た（
４
）。

「
隣
の
匂
い
」

　

半
ば
強
引
に
独
立
を
果
た
し
た
も
の
の
、
自
ら
の
最
終
的
拠
り
所

は
あ
く
ま
で
生
育
家
族
で
あ
る
と
の
思
い
は
、
経
年
と
と
も
に
か

え
っ
て
深
く
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
引
用
で
は
家
を
出
た
高
揚
感
が
協

調
さ
れ
て
い
る
が
、
時
と
状
況
に
よ
っ
て
感
じ
方
は
大
き
く
異
な
る

も
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
こ
で
ざ
っ
と
で
は
あ
る
が
、
家
を
出
た
後

の
向
田
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

向
田
が
ひ
と
り
暮
ら
し
を
は
じ
め
て
五
年
後
の
昭
和
四
四
年
二
月

に
父
・
敏
雄
が
急
死
。
前
触
れ
の
な
い
突
然
死
で
あ
っ
た
。
五
〇
年

に
は
向
田
の
乳
が
ん
が
発
覚
、
一
〇
月
に
手
術
を
す
る
も
そ
の
際
の
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輸
血
が
原
因
で
血
清
肝
炎
に
か
か
り
、
翌
年
一
月
に
再
入
院
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
父
親
の
死
か
ら
わ
ず
か
六
年
後
、
今
度
は
自
ら
の
死

を
意
識
す
る
状
況
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
療
養
中
に
タ
ウ
ン
誌

『
銀
座
百
点
』
か
ら
エ
ッ
セ
イ
の
執
筆
依
頼
が
あ
り
、
同
二
月
よ
り

連
載
が
開
始
さ
れ
た（
連
載
は
五
三
年
六
月
ま
で
。
後
に
単
行
本『
父

の
詫
び
状
』
と
し
て
刊
行
）。
こ
の
頃
向
田
は
、
コ
メ
デ
ィ
要
素
が

強
く
老
若
男
女
を
対
象
と
し
た
ゴ
ー
ル
デ
ン
タ
イ
ム
放
送
の
ホ
ー
ム

ド
ラ
マ
か
ら
、
ミ
ド
ル
層
を
対
象
と
し
た
午
後
一
〇
時
台
放
送
の
大

人
好
み
の
ド
ラ
マ
制
作
へ
と
舵
を
切
る
。
五
二
年
一
月
に
は
『
冬
の

運
動
会
』
の
放
送
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

先
引
用
の
「
隣
の
匂
い
」
は
五
二
年
六
月
『
銀
座
百
点
』
に
発
表

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ち
ょ
う
ど
一
年
後
の
五
三
年
六

月
に
は
、
次
の
よ
う
な
エ
ッ
セ
イ
を
寄
せ
て
い
る
。

　

猫
を
連
れ
て
入
れ
る
ア
パ
ー
ト
を
探
し
て
、
不
動
産
屋
の
車

で
青
山
あ
た
り
を
回
っ
て
い
た
ら
、開
会
式
の
時
刻
に
な
っ
た
。

日
本
中
の
人
が
テ
レ
ビ
に
か
じ
り
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
に
、

父
と
争
い
家
を
飛
び
出
し
て
部
屋
探
し
を
し
て
い
る
人
間
も
い

る
。
不
動
産
屋
の
車
が
青
山
の
表
通
り
か
ら
横
町
へ
曲
っ
た
。

こ
ん
な
と
こ
ろ
に
マ
ン
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
か
な
、
と
思
っ
た
と

た
ん
、
ゆ
き
ど
ま
り
に
な
っ
た
横
町
の
真
下
に
、
国
立
競
技
場

が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。

　
「
こ
こ
が
日
本
一
の
特
等
席
で
す
よ
」

　

不
動
産
屋
の
お
に
い
さ
ん
が
得
意
そ
う
に
私
の
顔
を
見
て
笑

い
か
け
た
。

　

た
い
ま
つ
を
掲
げ
た
選
手
が
、
た
し
か
な
足
ど
り
で
聖
火
台

を
駈
け
上
っ
て
ゆ
き
、
火
が
と
も
る
の
を
み
て
い
た
ら
、
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
涙
が
溢
れ
て
き
た
。

　

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
感
激
な
の
か
、
三
十
年
間
の
暮
し
と
別
れ

て
家
を
出
る
感
傷
な
の
か
、
自
分
で
も
判
ら
な
か
っ
た（

５
）。

「
伽
俚
伽
」

　

実
際
に
、
不
動
産
屋
と
こ
の
よ
う
な
や
り
取
り
が
あ
っ
た
か
ど
う

か
、
定
か
で
は
な
い
。
虚
構
か
否
か
と
い
う
見
方
は
と
り
あ
え
ず
措

く
と
し
て
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
向
田
の
心
持
ち
で
あ
る
。「
隣
の

匂
い
」で
は
家
族
か
ら
の
開
放
感
を
強
く
感
じ
ら
れ
る
が
、「
伽
俚
伽
」

は
「
家
を
出
る
感
傷
」
を
全
面
に
押
し
出
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
わ

か
る
こ
と
は
、
家
を
出
た
当
時
の
心
境
は
と
も
か
く
、
書
か
れ
た

五
二
年
と
五
三
年
と
で
は
焦
点
化
し
た
い
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
開
放
感
と
感
傷
は
い
わ
ば
表
裏

で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
心
境
も
事
実
と
い
う
ほ
か
な
い
の
だ
が
、
開
放

感
よ
り
も
感
傷
の
方
が
色
濃
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
五
三
年
当

時
の
向
田
の
自
己
認
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
感
傷
は
誰
に
で
も
生
じ
う
る
の
で
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あ
っ
て
、
向
田
だ
け
が
特
別
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
第
三

者
が
そ
れ
を
単
な
る
感
傷
と
し
て
し
ま
う
の
は
、
や
や
乱
暴
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
向
田
に
と
っ
て
、
父
親
を
は
じ
め
と
す
る

生
育
家
族
と
自
分
と
の
結
び
つ
き
は
、新
鮮
な
発
見
・
気
づ
き
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
感
覚
を
ま
っ
た

く
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
家
族
に
対
す
る

情
と
い
う
も
の
が
あ
ま
り
に
自
明
で
あ
る
ゆ
え
に
、
実
感
す
る
に
は

至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
家
を
出
る
（
た
）
感
傷
」
は
次
第
に

大
き
く
な
り
、
そ
れ
が
ド
ラ
マ
、
小
説
執
筆
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
述
べ
る
に
は
理
由
が
あ
り
、
実
は
「
伽
俚
伽
」
が
書
か
れ
た
五
三

年
は
、
ド
ラ
マ
『
家
族
熱
』
の
放
映
が
開
始
さ
れ
た
年
な
の
で
あ
る

（
Ｔ
Ｂ
Ｓ　

七
月
七
日
か
ら
全
一
四
回
）。
こ
の
『
家
族
熱
』
が
向
田

の
自
己
認
識
を
探
る
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

さ
て
、
件
の
『
家
族
熱
』
は
、
家
族
・
家
庭
に
縛
ら
れ
た
前
妻
と

後
妻
を
中
心
に
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
り
、
家
族
間
に
生
じ
る
い
ざ
こ
ざ

や
軋
轢
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
て
い
る
。
主
な
登
場
人
物
は
以
下
に
ま

と
め
て
お
く
。

黒
沼
謙
造
（
五
〇
歳
）
… 

日
枝
建
設
の
渉
外
部
長
。
橋
の
入
札
に

関
す
る
情
報
を
前
妻
の
恒
子
か
ら
得

る
。

朋
子
（
三
三
歳
）
…
…
… 

謙
造
の
妻
。結
婚
し
て
一
三
年
経
つ
が
、

後
妻
と
い
う
立
場
に
思
い
悩
む
。

片
桐
恒
子
（
？
歳
）
…
… 

謙
造
の
前
妻
。
離
婚
し
た
後
も
黒
沼
の

家
を
忘
れ
ら
れ
な
い
。
謙
造
と
一
四
年

ぶ
り
に
再
会
し
、
再
び
家
族
を
取
り
戻

そ
う
と
す
る
。

杉
男
（
二
六
歳
）
…
…
… 

長
男
。
麻
酔
科
医
。
自
分
た
ち
を
捨
て

た
恒
子
を
恨
む
。
朋
子
に
恋
心
を
抱
い

て
い
る
。

竜
二
（
二
二
歳
）
…
…
… 

次
男
。
学
生
。
杉
男
と
は
反
対
に
恒
子

に
愛
情
を
持
ち
、
朋
子
を
母
親
と
は
認

め
て
い
な
い
。

重
光
（
七
二
歳
）
…
…
… 

謙
造
の
父
。
妻
に
先
立
た
れ
る
も
現
在

は
老
い
ら
く
の
恋
に
花
を
咲
か
せ
る
。

彼
ら
登
場
人
物
の
設
定
を
見
れ
ば
、
こ
の
家
族
が
い
か
に
波
乱
含

み
か
よ
く
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も
タ
イ
ト
ル
の

『
家
族
熱
』
と
は
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
第

一
話
の
最
後
の
場
面
、
朋
子
と
杉
男
の
会
話
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。

朋
子
と
杉
男
。

杉
男
「 

旧
約
聖
書
の
中
に
『
ロ
ト
の
妻
』
の
は
な
し
が
載
っ
て

い
る
ん
だ
」

朋
子
「『
ロ
ト
の
妻
』
…
…
」
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杉
男
「 

た
し
か
創
世
記
だ
っ
た
な
。
悪
徳
の
街
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ

ラ
を
、
主
は
滅
ぼ
そ
う
と
し
た
ん
だ
け
ど
、
そ
の
前
に

善
良
な
ロ
ト
と
い
う
男
と
、
そ
の
妻
、
二
人
の
娘
に
こ

う
言
っ
た
ん
だ
。『
逃
れ
て
汝
の
命
を
救
え
。
た
だ
し

う
し
ろ
を
か
え
り
み
る
こ
と
な
か
れ
』」

朋
子
「

―
」

杉
男
「
ロ
ト
の
妻
は
、
瞬
時
に
し
て
塩
の
柱
と
な
り
ぬ
」

朋
子
「
塩
の
柱
…
…
」

杉
男
「 

黒
沼
の
う
ち
は
、腐
っ
て
る
よ
、お
や
じ
も
、じ
い
ち
ゃ

ん
、
竜
二
も

―
ボ
ク
も
、
―
み
ん
な
腐
っ
て
る
よ
。

お
母
さ
ん
は
う
し
ろ
を
ふ
り
向
か
な
い
で
、
前
を
向
い

て
走
り
出
し
た
方
が
い
い
よ
。
や
り
直
し
た
方
が
い
い

よ（
６
）」

『
家
族
熱
』
第
一
話

　

旧
約
聖
書
で
ロ
ト
の
妻
が
塩
の
柱
と
化
す
場
面
は
、
ご
く
あ
っ
さ

り
と
し
た
描
写
に
す
ぎ
な
い
（
創
世
記
一
九
章
二
六
）。
後
に
ド
イ

ツ
の
性
科
学
者
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
が
『
性
の
分
析　

女
性
の
冷
感
症
Ⅰ
』
で
、
生
育
家
族
に
囚
わ
れ
て
自
ら
が
始
点
と
な

る
家
族
を
も
て
な
い
女
性
の
こ
と
を
分
析
し
、《
家
族
熱
》
と
称
し

て
い
る
。「《
家
族
熱
》
に
罹
っ
て
い
る
女
性
は
、
そ
の
家
族
か
ら
決

し
て
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」。
と
い
う
一
文
を
目
に
し
た
向
田

は
、
は
た
し
て
何
を
思
っ
た
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、
我
々
は
こ
の

よ
う
な
精
神
分
析
を
、
そ
の
ま
ま
真
に
受
け
る
こ
と
を
潔
し
と
は
し

な
い
だ
ろ
う
。生
い
立
ち
が
ま
っ
た
く
関
係
な
い
と
は
言
わ
な
い
が
、

す
べ
て
を
そ
こ
に
寄
せ
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
正
し
い
と
言
え
る
だ
ろ

う
か
。
因
果
関
係
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
た

だ
、
自
ら
の
過
去
と
現
在
か
ら
因
果
関
係
を
導
び
こ
う
と
す
る
こ
と

は
、
あ
た
か
も
自
己
透
徹
に
至
る
最
良
の
方
法
で
あ
る
か
の
よ
う
に

一
般
に
見
做
さ
れ
て
い
る
。
向
田
も
お
そ
ら
く
例
外
で
は
な
い
。
と

も
か
く
向
田
は
、
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
の
論
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を

受
け
、
ド
ラ
マ
『
家
族
熱
』
を
構
想
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
の
発
端
は
、
い
つ
も
、
畳
の
ゴ
ミ
を
拾
う
よ
う
な
、

滑
っ
た
転
ん
だ
ば
か
り
を
描
い
て
い
る
の
だ
が
、
た
ま
に
は
立

派
な
お
は
な
し
で
も
と
思
い
、
旧
約
聖
書
の
「
ロ
ト
の
妻
」
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。（
中
略
）

　

モ
ー
パ
ッ
サ
ン
の
「
女
の
一
生
」
の
ジ
ャ
ン
ヌ
が
、
は
じ
め

て
の
夜
に
夫
に
愛
情
を
感
ぜ
ず
、
ひ
い
て
は
冷
た
い
結
婚
生
活

か
ら
破
局
へ
到
る
の
も
、
生
れ
育
っ
た
家
や
、
父
親
に
対
す
る

愛
が
強
す
ぎ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
人
生
に
対
す
る
う

し
ろ
向
き
の
視
線
の
せ
い
で
は
な
い
の
か（

７
）。エ

ッ
セ
イ
「
家
族
熱
」



― 128 ―

　

エ
ッ
セ
イ
で
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
が
、
旧
約
聖
書
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
か
ら
着
想
を
得
た
と
い
う
よ
り
も
、
ま
ず
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
の

論
考
に
触
発
さ
れ
、
着
想
を
得
た
と
い
う
方
が
よ
り
正
確
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
ロ
ト
の
妻
の
話
を
先
に
知
っ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
題
材
を

取
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
流
れ
と
し
て
は
少
し

違
和
感
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
《
家
族
熱
》
あ
り
き
だ
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

ロ
ト
の
妻
が
塩
の
柱
へ
と
変
じ
ら
れ
た
の
は
、
後
ろ
を
振
り
返
っ

て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
禁
を
犯
し
た
か
ら
だ
が
、
生
活
を
営
ん
で
き
た

場
へ
の
未
練
が
ロ
ト
の
妻
を
振
り
返
ら
せ
た
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ー

ケ
ル
は
ロ
ト
の
妻
の
未
練
と
、
元
の
家
族
を
離
れ
ら
れ
な
い
女
性
を

結
び
つ
け
て
《
家
族
熱
》
と
名
付
け
た
。
も
っ
と
も
、
シ
ュ
テ
ー
ケ

ル
自
身
も
他
所
か
ら
借
用
し
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
だ
が（

８
）。

向
田
の
蔵

書
に
昭
和
三
〇
年
六
月
初
版
の
松
井
孝
史
訳
『
性
の
分
析
』
が
残
さ

れ
て
お
り
、同
書
を
参
照
し
た
こ
と
は
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
入
手
し
た
の
は
『
家
族
熱
』
執
筆
の
二
〇
年
ほ
ど
前
（『
ク

ロ
ワ
ッ
サ
ン
』
昭
和
五
三
年
八
月
）
だ
と
い
う
が
、
正
確
な
と
こ
ろ

は
定
か
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
自
己
へ
の
精
神
分
析
的
視
点
を
有

し
た
期
間
の
長
短
に
つ
い
て
は
明
言
を
避
け
ざ
る
を
え
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
向
田
は
《
家
族
熱
》
が
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
の
命
名
で
あ

る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
が
、『
性
の
分
析
』
か
ら
借
用
し
た
言
葉
「
後

ろ
向
き
の
視
線
」
を
引
用
符
な
し
で
用
い
て
い
る
。
傍
線
を
伏
し
た

の
で
、
先
に
あ
げ
た
エ
ッ
セ
イ
「
家
族
熱
」
と
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ

た
い
。

　

聖
書
を
求
劫
の
葛
藤
の
詩
的
表
現
と
見
、
ま
た
、
そ
の
伝
説

の
象
徴
的
価
値
を
理
解
す
る
者
は
、
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
を
、
そ

の
敗
北
を
、そ
の
失
望
を
、そ
の
恐
る
べ
き
裁
き
を
そ
な
え
持
っ

て
い
る
の
だ
！　

自
己
の
人
生
の
危
機
に
お
い
て
、
う
し
ろ
向

き
の
視
線
の
力
を
容
易
に
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
火
炎
に
包
ま
れ

た
都
を
ふ
り
む
い
た
た
め
に
、
塩
の
柱
と
な
っ
て
凝
固
し
た
女

―
自
分
自
身
の
過
去
の
中
に
沈
み
込
む
こ
と
の
危
険
さ
の
、
何

と
い
う
す
ば
ら
し
い
象
徴
化
で
あ
ろ
う（

９
）！

「
過
去
に
生
き
る
女　

第
四
三
例
」

『
性
の
分
析　

女
性
の
冷
感
症
Ⅰ
』

　

あ
く
ま
で
一
部
分
を
用
い
た
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
か
え
っ
て
こ

の
言
葉
が
い
か
に
向
田
の
胸
を
打
ち
、
関
心
を
惹
い
た
か
を
物
語
っ

て
い
る
。
ま
た
、
エ
ッ
セ
イ
「
家
族
熱
」
で
は
さ
り
げ
な
く
生
育
家

族
に
囚
わ
れ
た
娘
の
立
場
に
も
言
及
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
シ
ュ

テ
ー
ケ
ル
が
『
性
の
分
析
』
で
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
ド
ラ
マ
『
家
族
熱
』
の
主
題
か
ら
は
や
や
逸
れ

る
点
を
指
摘
で
き
る
。
つ
ま
り
前
妻
と
後
妻
の
話
に
仮
託
す
る
こ
と

で
、自
ら
の
《
家
族
熱
》
を
あ
ぶ
り
出
す
試
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。



― 129 ―

実
は
「
父
親
に
対
す
る
愛
」
を
扱
う
こ
と
こ
そ
が
、
向
田
の
《
家
族

熱
》
の
核
心
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
向
田
の
い
わ
ゆ
る
フ
ァ

ザ
ー
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
の
問
題
は
、既
に
各
所
で
論
じ
ら
れ
て
お
り
、

同
様
の
こ
と
を
繰
り
返
す
つ
も
り
は
な
い）

（1
（

。
は
た
し
て
そ
れ
が
コ
ン

プ
レ
ッ
ク
ス
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
な
の
か
、
い
さ
さ
か
疑
問
で
は

あ
る
。
向
田
が
ど
の
よ
う
な
認
識
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
わ
れ
わ
れ
は

一
定
の
距
離
を
保
つ
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

す
で
に
「
隣
の
匂
い
」、「
伽
俚
伽
」
を
例
に
あ
げ
て
示
し
た
よ
う

に
、
五
三
年
時
に
は
生
育
家
族
と
の
別
れ
を
、
涙
を
伴
う
感
傷
と
し

て
捉
え
直
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
作
り
替
え
て
い
る
と
い
え
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
死
を
覚
悟
し
た
こ
と
に
よ
る
人
生
の
振
り
返
り
、

と
い
う
意
味
合
い
が
強
い
だ
ろ
う
。
人
は
誰
し
も
選
ば
な
か
っ
た
選

択
肢
に
つ
い
て
考
え
、
ど
の
よ
う
な
人
生
な
ら
ば
幸
福
だ
と
い
え
る

の
か
や
、
今
の
こ
の
自
分
が
こ
の
よ
う
に
あ
る
理
由
を
求
め
る
傾
向

に
あ
る
。
だ
が
、
精
神
分
析
的
に
自
己
を
省
み
て
も
、
そ
れ
は
あ
く

ま
で
可
能
性
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
明
確
な
答
え
で
あ
る
は
ず
が
な

い
。
し
た
が
っ
て
向
田
自
身
が
や
や
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
の
論
に
引
っ
張

ら
れ
た
き
ら
い
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
視
点
に
と
ら
わ
れ
続

け
た
か
と
い
え
ば
そ
う
で
も
な
い
。詳
し
く
は
次
節
に
譲
る
と
し
て
、

と
も
か
く
、
自
ら
が
抱
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

4

4

4

4

4

4

問
題
に
照
射
し
よ

う
と
い
う
、
自
己
透
徹
の
眼
差
し
は
「
大
人
の
物
」
を
生
み
出
す
契

機
と
な
っ
た
の
だ
と
、
と
り
あ
え
ず
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

自
己
存
在
の
ジ
レ
ン
マ

　

だ
れ
も
「
こ
の
私
」
を
、
あ
る
い
は
「
こ
の
物
」
を
書
く
こ

と
は
で
き
な
い
。
書
こ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
特
殊
性
を

積
み
重
ね
る
だ
け
で
あ
る
。「
こ
の
私
」
に
つ
い
て
ど
ん
な
に

説
明
し
て
も
、
そ
れ
は
一
般
的
な
も
の
の
特
殊
化
（
限
定
）
で

し
か
な
い
。
私
は
何
歳
で
、
ど
ん
な
職
業
を
も
ち
、
ど
ん
な
容

貌
を
し
、
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を

ど
ん
な
に
積
み
重
ね
て
も
、「
こ
の
私
」
か
ら
ず
れ
て
し
ま
う
。

実
は
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
単
独
性
を
さ
す
「
こ
の
」
と
い

う
指
示
が
、
特
殊
性
を
さ
す
「
こ
の
」
と
い
う
指
示
と
異
な
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る）

（（
（

。

柄
谷
行
人
「
第
一
章　

単
独
性
と
特
殊
性
」『
探
究
Ⅱ
』

　

た
と
え
ば
他
人
と
は
異
な
る
取
り
柄
や
能
力
な
ど
は
、
部
分
的
に

「
こ
の
私
」
を
表
し
は
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
み
が
「
こ
の
私
」
の
証

明
で
あ
る
の
か
と
言
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な「
こ
の
私
」

の
、
あ
る
種
の
虚
し
さ
を
表
し
て
い
る
作
と
し
て
「
り
ん
ご
の
皮
」

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。そ
の
内
容
は
や
や
暗
示
的
で
、

結
果
と
し
て
何
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
。
い

う
な
ら
ば
読
者
を
選
ぶ
作
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、『
小
説
新
潮
』（
昭

和
五
五
年
二
月
）
誌
上
で
連
作
短
編
『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
の
連
載
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が
ス
タ
ー
ト
し
た
際
の
第
一
作
で
あ
る
本
作
は
、
書
き
手
向
田
と
主

人
公
の
距
離
が
他
作
よ
り
際
だ
っ
て
接
近
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取

れ
る）

（1
（

。
も
し
本
作
を
的
確
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
エ
ッ
セ

イ
等
で
巧
妙
に
隠
し
て
い
た
一
面
を
も
詳
ら
か
と
で
き
る
だ
ろ
う
。

以
下
が
そ
の
あ
ら
す
じ
と
引
用
で
あ
る
。

主
人
公
時
子
は
離
婚
を
経
験
し
、
今
は
ア
パ
ー
ト
に
独
り
で
暮
ら

す
。
あ
る
日
、
恋
人
の
野
田
と
い
る
と
こ
ろ
へ
、
時
子
の
弟
・
菊
男

が
訪
ね
て
き
た
。
菊
男
は
面
食
ら
っ
た
様
子
で
、
ま
た
来
る
と
だ
け

告
げ
て
帰
っ
て
行
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
金
を
用
立
て
て
も
ら
お
う
と

し
て
時
子
の
元
を
訪
れ
た
ら
し
い
。
後
日
、
時
子
は
菊
男
の
住
む
公

団
住
宅
へ
金
を
届
け
に
行
く
の
だ
が
、
姉
弟
と
は
い
え
金
の
貸
し
借

り
は
気
が
重
い
。
た
だ
で
さ
え
先
日
、
野
田
と
の
や
り
取
り
を
見
ら

れ
て
い
る
。
あ
ま
り
深
刻
に
は
し
た
く
な
い
と
思
っ
た
時
子
は
、
時

間
つ
ぶ
し
の
た
め
に
入
っ
た
デ
パ
ー
ト
で
、
試
着
し
た
ヘ
ア
ウ
ィ
ッ

グ
を
買
い
、
そ
れ
を
被
っ
て
行
っ
て
冗
談
の
よ
う
に
振
る
舞
う
こ
と

を
思
い
つ
く
の
だ
っ
た
。

　

公
団
住
宅
の
階
段
を
上
り
、
ド
ア
の
前
ま
で
行
っ
た
こ
と
は

行
っ
た
の
だ
が
、
ベ
ル
を
押
さ
ず
に
帰
っ
て
き
た
。
換
気
扇
か

ら
魚
を
焼
く
匂
い
が
流
れ
て
来
た
せ
い
で
あ
る
。
夫
婦
に
子
供

二
人
。
四
人
家
族
が
四
切
れ
の
魚
を
買
っ
て
焼
い
て
い
る
。
姉

弟
で
も
、
も
う
割
り
込
む
余
地
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
う
な
る
こ
と
は
判
っ
て
い
た
よ
う
な
気
も
す
る
。
判
っ
て

い
る
く
せ
に
時
分
ど
き
に
出
か
け
た
の
は
、
自
分
に
対
す
る
言

い
わ
け
な
の
か
、
傷
の
痛
み
を
た
の
し
ん
で
い
る
の
か
。
か
つ

ら
で
重
た
く
な
っ
て
い
る
頭
で
は
す
ぐ
に
は
割
り
切
れ
な
か
っ

た
。

（
中
略
）

　

チ
グ
ハ
グ
な
色
の
も
の
を
身
に
つ
け
る
く
ら
い
な
ら
、
何
年

も
着
た
黒
い
セ
ー
タ
ー
で
い
る
方
が
い
い
。ス
ピ
ッ
ツ
が
嫌
い
、

ク
イ
ズ
番
組
も
見
な
い
。
花
柄
の
電
気
製
品
は
断
固
と
し
て
買

わ
な
い
。
小
指
の
爪
を
伸
ば
し
た
男
、
赤
い
ネ
ク
タ
イ
を
す
る

男
、
豪
傑
笑
い
を
す
る
男
は
嫌
い
。
こ
ん
な
こ
と
ば
か
り
気
に

し
て
三
十
年
を
暮
し
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

時
子
は
り
ん
ご
を
ひ
と
つ
取
り
、
皮
を
む
き
は
じ
め
た
。
皮

は
、
細
く
長
く
同
じ
太
さ
に
む
い
て
、
途
中
で
絶
対
に
切
れ
な

い
よ
う
に
す
る
の
が
い
つ
も
の
や
り
方
で
あ
る
。
ナ
イ
フ
は
、

外
国
旅
行
の
時
に
骨
董
屋
で
買
っ
た
古
い
銀
製
の
も
の
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
ん
な
こ
と
が
一
体
、
何
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う）

（1
（

。

「
り
ん
ご
の
皮
」

　

時
子
は
五
〇
歳
く
ら
い
で
あ
り
、「
り
ん
ご
の
皮
」
を
著
し
た
と

き
の
向
田
と
ほ
ぼ
同
じ
く
ら
い
の
年
齢
設
定
で
あ
る
。「
こ
ん
な
こ

と
ば
か
り
を
気
に
し
て
三
十
年
を
暮
し
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
」、
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「
こ
ん
な
こ
と
が
一
体
、
何
だ
と
い
う
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
記
述
は
、

書
き
手
と
無
関
係
と
言
い
切
る
に
は
あ
ま
り
に
具
体
的
に
過
ぎ
、
向

田
が
自
身
と
時
子
と
を
一
部
で
重
ね
て
い
る
と
見
做
し
て
よ
い
よ
う

に
思
わ
れ
る）

（1
（

。
引
用
か
ら
察
す
る
に
、
時
子
の
人
物
造
形
は
他
と
は

異
な
る
個
性
（
特
殊
性
）
を
意
識
し
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。

一
方
で
こ
れ
は
、
時
子
の
存
在
意
義
が
特
殊
性
に
寄
り
か
か
っ
て
お

り
、
実
に
不
安
定
で
あ
る
こ
と
を
も
示
唆
す
る
。
時
子
は
自
由
と
物

質
的
豊
か
さ
と
を
手
に
入
れ
た
自
分
と
比
べ
て
、
弟
の
菊
男
が
平
凡

な
暮
ら
し
に
甘
ん
じ
て
い
る
こ
と
を
歯
が
ゆ
く
思
っ
て
い
る
。
弟
と

は
反
対
に
、
時
子
は
平
凡
や
お
仕
着
せ
を
嫌
う
性
格
で
あ
る
こ
と
が

引
用
か
ら
見
て
取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
菊
男
の
住
ま
い
を
訪
ね
た
際
、

菊
男
が
手
に
し
た
実
り
の
豊
か
さ
を
は
じ
め
て
目
の
当
た
り
と
す
る

の
で
あ
る
。
時
子
が
「
こ
ん
な
こ
と
が
一
体
、
何
だ
と
い
う
の
だ
ろ

う
」
と
述
懐
す
る
よ
う
に
、
特
殊
性
を
重
ね
て
も
け
っ
し
て
「
こ
の

私
」の
証
明
と
は
な
ら
な
い
。
特
殊
で
あ
ろ
う
と
平
凡
で
あ
ろ
う
と
、

代
替
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
少
し
も
変
わ
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
時
子
の
暮
ら
し
が
菊
男
の
暮
ら
し
と
比
べ
て
虚
無
で

あ
る
、
と
い
う
の
も
ま
た
あ
た
ら
な
い
。「
り
ん
ご
の
皮
」
に
描
か

れ
て
い
る
の
は
、
他
者
と
の
比
較
の
す
え
の
自
己
肯
定
で
あ
る）

（1
（

。

　

時
子
は
、り
ん
ご
の
皮
を
口
か
ら
ぶ
ら
下
げ
、窓
の
外
に
向
っ

て
、
り
ん
ご
の
実
を
ほ
う
り
投
げ
た
。
裸
の
り
ん
ご
は
、
薄
墨

の
闇
の
中
で
白
い
匂
い
の
放
物
線
を
描
き
、
思
っ
た
よ
り
遠
く

に
飛
ん
で
消
え
た
。
時
子
は
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
り
ん
ご
の

皮
を
嚙か

ん
だ
。

　

り
ん
ご
の
実
を
放
り
、
皮
の
方
を
食
む
時
子
の
行
為
は
、
無
意
味

の
象
徴
の
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
時

子
は
確
か
に
実
を
放
っ
た
が
、
実
際
に
は
皮
も
実
の
う
ち
で
あ
り
、

皮
を
噛
む
、
す
な
わ
ち
食
む
描
写
か
ら
も
肯
定
的
意
味
合
い
の
も
の

と
わ
か
る
。
皮
を
食
む
の
は
い
わ
ば
時
子
の
覚
悟
で
あ
り
、
悔
恨
よ

り
は
自
己
肯
定
的
で
あ
る
は
ず
だ
。
身
の
丈
以
上
の
品
物
に
囲
ま
れ

た
生
活
、
自
分
だ
け
の
こ
だ
わ
り
を
三
十
年
も
も
ち
続
け
た
こ
と
、

わ
ざ
と
冗
談
め
か
す
ふ
る
ま
い

―
。
し
か
し
暮
ら
し
を
営
む
こ
と

が
冗
談
で
あ
ろ
う
は
ず
も
な
い
。
時
子
の
暮
ら
し
も
ま
た
、
誰
の
も

の
と
も
引
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
実
り
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

二
度
繰
り
返
さ
れ
る
「
こ
ん
な
こ
と
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
、
読

者
は
そ
れ
を
時
子
や
向
田
自
身
の
悔
恨
や
侘
し
さ
で
あ
る
と
早
計
に

判
断
す
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
向
田
の
他
作
を
思
い
返
し
て
み
て
ほ

し
い
。
そ
の
多
く
が
、
幸
せ
で
あ
る
と
言
い
切
る
に
は
お
こ
が
ま
し

く
、
ま
た
自
信
も
な
い
が
、
か
と
い
っ
て
不
幸
で
も
な
い
、
と
い
う

も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。い
わ
ば
幸
と
不
幸
は
合
わ
せ
鏡
み
で
あ
る
。

　

大
学
病
院
に
つ
と
め
る
麻
酔
医
で
、
気
の
張
る
仕
事
の
せ
い
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か
、
オ
ペ
の
重
な
っ
た
週
の
日
曜
日
は
一
日
中
う
ち
で
、
そ
れ

こ
そ
麻
酔
が
か
か
っ
た
よ
う
に
眠
っ
て
ば
か
り
い
る
。
そ
の
う

ち
、
そ
の
う
ち
と
一
日
延
ば
し
で
五
つ
に
な
る
長
男
は
ま
だ
パ

ン
ダ
を
見
て
い
な
い
。

　

吊
革
に
つ
か
ま
っ
て
揺
れ
て
い
る
人
の
間
か
ら
、
見
え
が
く

れ
す
る
お
や
こ
連
れ
を
達
子
は
眺
め
て
い
た
。
う
ち
と
ど
ち
ら

を
幸
せ
と
い
う
の
だ
ろ
う）

（1
（

。

「
犬
小
屋
」

　

達
夫
に
惚
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
が
、
蕪ぶ

雑ざ
つ

で
陰

影
に
乏
し
い
と
こ
ろ
を
百
も
承
知
し
な
が
ら
結
婚
を
承
知
し
た

の
は
、
二
十
四
歳
と
い
う
年
齢
の
せ
い
で
も
あ
る
。

　

気
持
の
底
を
覗
き
込
め
ば
、
達
夫
の
生
活
力
を
考
え
た
胸
の

中
の
小
さ
な
電
卓
に
カ
チ
ン
と
触
れ
て
し
ま
う）

（1
（

。
「
三
角
波
」

　

姉
の
心
と
か
ら
だ
が
ま
だ
住
ん
で
い
る
男
の
そ
ば
で
苦
し
み

澱よ
ど

む
よ
り
、
川
の
流
れ
で
は
な
い
が
、
海
へ
出
て
、
別
な
世
界

で
生
き
る
ほ
う
が
、
世
間
で
言
う
し
あ
わ
せ
か
も
知
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
握
り
返
し
て
く
る
数
夫
の
指
の
力
を
信
じ
て
、
も

う
す
こ
し
、
こ
こ
に
居
た
い
と
素
子
は
思
っ
た
。
苦
し
い
毎
日

だ
っ
た
が
、
苦
し
い
と
き
の
ほ
う
が
、
泣
い
た
り
恨
ん
だ
り
し

た
日
の
ほ
う
が
、
生
き
て
い
る
実
感
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
も
幸
福
で
は
な
い
の
か）

（1
（

。

「
幸
福
」

　

時
子
よ
り
頭
ひ
と
つ
背
の
高
い
野
田
は
、
自
分
の
目
の
高
さ

に
釘
を
打
っ
て
い
る
。
週
に
一
度
し
か
来
な
い
男
の
た
め
に
、

月
賦
で
無
理
を
し
た
絵
を
掛
け
る
の
は
口く

や惜
し
い
気
も
し
た

が
、
そ
う
い
え
ば
こ
の
一
年
の
間
に
居
間
の
カ
レ
ン
ダ
ー
も
、

脱
衣
所
の
湯
上
り
タ
オ
ル
を
引
っ
掛
け
る
釘
も
五
セ
ン
チ
は
高

く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
差
し
あ
た
っ
て
、
幸
せ
な
の
か
不
幸

な
の
か
時
子
に
も
判
ら
な
い
が
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
幸
せ
と
し

て
置
こ
う
。

「
り
ん
ご
の
皮
」

　

自
分
が
は
た
し
て
幸
せ
か
否
か
と
い
っ
た
問
い
は
各
所
に
散
見
さ

れ
る
。
拡
大
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
三
角
波
」
の
よ
う
に
、
自
ら
の

判
断
や
選
択
も
幸
不
幸
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し

幸
か
不
幸
か
を
は
か
る
た
め
の
物
差
し
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
も
っ

ぱ
ら
他
者
の
存
在
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
も
そ
も
比
較
し
よ
う
の

な
い
こ
と
く
ら
い
は
誰
で
も
承
知
し
て
お
り
、
自
ら
が
持
た
ざ
る
も

の
に
つ
い
て
は
「
な
い
も
の
ね
だ
り）

（1
（

」
と
し
て
納
得
し
よ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
い
か
に
納
得
さ
せ
よ
う
と
も
、
反
復
運
動
の
よ
う
な
幸
か
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不
幸
か
の
問
い
が
止
む
こ
と
は
な
い
。
時
子
は
、
自
分
に
は
得
ら
れ

そ
う
も
な
い
実
り
を
菊
男
が
得
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
想
し
な
が

ら
、
あ
え
て
菊
男
の
住
む
公
団
住
宅
を
訪
ね
、
自
嘲
気
味
に
「
傷
の

痛
み
を
楽
し
ん
で
い
る
の
か
」
と
自
問
す
る
。
し
か
し
「
こ
の
私
」、

「
こ
の
暮
ら
し
」、「
こ
の
日
常
」
と
い
っ
た
単
独
性
は
ま
た
、
他
者

の
存
在
な
く
し
て
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
な
い
。
別
の
選
択
を
し
た

場
合
を
仮
定
し
た
り
、
自
他
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら

く
幸
不
幸
は
増
幅
し
て
感
受
さ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
重
要
な
の
は
他

者
と
の
比
較
に
始
終
す
る
の
で
は
な
く
、
自
己
の
代
替
不
可
能
性
を

見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
で
あ
る
。
時
子
の
感
じ
た
「
傷
の

痛
み
」
は
ま
さ
に
ほ
か
と
比
べ
よ
う
も
な
い
「
こ
の
私
」
の
発
見
に

起
因
す
る
。
時
子
が
見
ま
い
と
し
て
避
け
続
け
て
い
た
の
は
、
他
人

の
実
り
な
ど
で
は
な
く
、
ほ
か
の
誰
に
も
な
れ
な
い
ば
か
り
か
、
あ

り
ふ
れ
て
い
て
珍
し
く
も
な
い
「
こ
の
私
」
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、「
胡
桃
の
部
屋
」
の
桃
子
は
、
誰
か
に
甘
え
た
い
、
頼
り

た
い
気
持
ち
を
押
し
殺
し
「
女
だ
て
ら
に
父
親
気
取
り
で
、
部
隊
長

み
た
い
な
顔
を
し
て
、
号
令
か
け
て）

11
（

」
蒸
発
し
た
父
の
代
わ
り
に
家

族
を
引
っ
張
っ
て
い
た
。
さ
ば
さ
ば
と
し
て
勇
ま
し
い
桃
子
に
つ
い

た
あ
だ
名
は
桃
太
郎
で
あ
る
。
だ
が
桃
子
が
家
族
の
た
め
に
と
奮
闘

し
て
い
る
裏
で
、
父
も
母
も
弟
妹
も
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
を
謳
歌
し
て

い
た
。
桃
子
は
「
女
と
し
て
の
本
当
の
気
持
」
に
気
づ
き
、
久
し
ぶ

り
に
美
容
院
で
髪
を
整
え
る
こ
と
を
自
ら
に
許
す
。
そ
こ
で
「
実
り

は
も
う
な
い
の
だ
ろ
う
か
」と
自
分
自
身
の
幸
せ
に
つ
い
て
考
え
る
。

と
こ
ろ
が
「
胡
桃
の
部
屋
」
の
最
後
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

濡
れ
た
髪
に
、
美
容
師
が
鋏
を
当
て
て
い
る
。
思
い
切
っ
て

耳
の
下
で
切
り
お
と
し
て
も
ら
っ
た
。
頭
の
地
肌
に
ピ
タ
リ
と

く
っ
つ
い
た
お
河
童
は
、
子
供
の
頃
、
絵
本
で
見
た
桃
太
郎
と

そ
っ
く
り
で
あ
っ
た
。

「
胡
桃
の
部
屋
」

　

桃
太
郎
と
決
別
す
る
の
か
と
思
い
き
や
、
鏡
の
な
か
で
再
発
見
す

る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
か
な

の
だ
が
、
桃
子
は
や
は
り
勇
ま
し
い
桃
太
郎
の
部
分
を
捨
て
ら
れ
な

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
の
「
り
ん
ご
の
皮
」
に
も
当
て
は
ま

る
こ
と
だ
が
、
根
底
に
あ
る
の
は
「
な
い
も
の
ね
だ
り
」
と
い
う
よ

り
、
も
っ
た
い
な
い
が
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。「
こ
の
私
」

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
あ
も
な
れ
た
、
こ
う
も
な
れ
た
と
思
い
返
す
。

だ
が
こ
れ
ま
で
積
み
重
ね
た
も
の
を
捨
て
て
、
ほ
か
の
何
か
が
得
ら

れ
る
か
ど
う
か
も
不
確
実
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
と
し

て
も
そ
れ
な
り
の
実
り
は
手
に
入
る
が
、
今
と
は
別
の
道
を
選
択
す

る
こ
と
自
体
、
わ
れ
わ
れ
に
は
非
常
に
困
難
な
の
だ
。
考
え
よ
う
に

よ
っ
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
「
人
生
に
対
す
る
う
し
ろ
向
き
の
視
線
」

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
誰
も
完
全
に
は
「
う
し
ろ
向
き
の
視
線
」



― 134 ―

か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
な
選
択
な
ら
ば
幸
せ
な

の
か
は
結
局
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、「
こ
の
私
」
を
ど

こ
か
で
肯
定
す
る
以
外
に
、
果
実
を
育
て
る
術
は
な
い
の
で
あ
る
。

注（
１
） 大
山
勝
美
「
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
と
向
田
邦
子
「
幸
福
」「
家
族
熱
」

を
中
心
と
し
て
」
向
田
邦
子
研
究
会
主
催
・
第
一
回
講
演
会
（
昭

和
六
三
年
一
二
月
三
日
）
で
、
向
田
の
発
言
と
し
て
大
山
が
語
っ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
ち
な
む
〈「
そ
ろ
そ
ろ
私
も
、
も
う
五
十
も
近

く
な
っ
た
し
、
大
人
の
物
を
書
き
た
い
。
も
う
、
視
聴
率
ば
っ
か

り
追
い
か
け
る
の
は
飽
き
た
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
本
人
が

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
て
、
金
曜
日
に
書
か
せ
て
く
れ
と
、「
金
曜
日

一
〇
時
台
っ
て
、
私
ど
う
し
て
も
書
き
た
い
の
よ
」
と
言
っ
て
来

ら
れ
た
の
が
、
五
十
年
頃
だ
っ
た
気
が
い
た
し
ま
す
。〉
引
用
は

向
田
邦
子
研
究
会
『
向
田
子
研
究
会
誌

―
素
顔
の
幸
福

―
』

平
成
四
年
八
月
二
三
日

（
２
） 『
銀
座
百
点
』
昭
和
五
四
年
二
月

（
３
） 「
手
袋
を
さ
が
す
」『
夜
中
の
薔
薇
』『
向
田
邦
子
全
集
第
二
巻
』

文
藝
春
秋
、
昭
和
六
二
年
八
月
一
日

（
４
） 「
隣
の
匂
い
」『
父
の
詫
び
状
』『
向
田
邦
子
全
集
第
一
巻
』
文
藝

春
秋
、
昭
和
六
二
年
六
月
三
一
日

（
５
） 「
伽
俚
伽
」『
眠
る
盃
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
一
巻
』

（
６
） 『
家
族
熱　

向
田
邦
子
Ｔ
Ｖ
作
品
集
』
大
和
書
房
、
一
九
八
二
年

七
月
一
五
日

（
７
） 「
家
族
熱
」『
女
の
人
差
し
指
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
二
巻
』

（
８
） 松
井
孝
史
訳　

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ュ
テ
ー
ケ
ル
『
性
の
分
析　

女
性
の
冷
感
症
Ⅰ
』
三
笠
書
房
、
昭
和
三
〇
年
六
月
に
「
す
べ
て

の
神
経
症
者
は
自
分
の
家
族
に
悩
み
、
あ
る
智
慧
者
が

《Fam
ilitis

》（
家
族
熱
）
と
呼
ん
だ
ほ
ど
ひ
ろ
く
伝
播
し
て
い
る

こ
の
病
気
の
痕
跡
を
示
し
て
い
る
」
と
あ
る
。

（
９
） 

前
掲
『
性
の
分
析　

女
性
の
冷
感
症
Ⅰ
』

（
10
） た
と
え
ば
松
田
良
一
『
向
田
邦
子 

心
の
風
景
』（
講
談
社
、

一
九
九
六
年
六
月
一
五
日
）
で
は
「
長
女
と
し
て
家
族
の
間
で
立

ち
働
い
て
き
た
邦
子
は
、
世
間
で
言
う
結
婚
適
齢
期
に
な
っ
て
も

こ
の
家
族
熱
が
強
く
残
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
か
自
ら
も
結
婚
を

前
提
に
し
て
、
つ
き
あ
い
始
め
て
も
こ
の
家
族
熱
が
災
い
し
て
、

も
う
一
つ
強
く
結
婚
に
踏
み
切
れ
な
い
で
い
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）

／
大
人
に
な
り
、
社
会
人
に
な
り
や
っ
と
一
人
前
に
な
っ
た
。
そ

の
時
、
家
族
か
ら
自
立
し
て
い
る
と
思
う
。
実
は
そ
う
思
い
な
が

ら
も
、
な
か
な
か
完
全
に
自
立
す
る
の
は
難
し
い
。（
中
略
）
／

家
族
熱
を
強
く
残
し
た
原
因
の
一
つ
に
父
親
の
存
在
が
あ
っ
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

（
11
） 柄
谷
行
人
『
探
究
Ⅱ
』
講
談
社
、
一
九
九
四
年
四
月
一
〇
日
第
一
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刷
発
行
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
一
七
日
第
二
刷
発
行

（
12
） 『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』（
昭
和
五
六
年
二
月
八
日
）
で
「
り
ん
ご
の
皮
」

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。「
小
説
を
書
い
た
の
は
生

ま
れ
て
初
め
て
で
す
。
最
初
の
作
品
『
り
ん
ご
の
皮
』
を
書
き
あ

げ
た
と
き
は
自
分
で
が
っ
か
り
し
て
し
ま
い
ま
し
て
ね
、
も
う
や

め
た
い
と
騒
ぎ
た
て
た
の
を
何
度
も
な
だ
め
ら
れ
て
や
っ
と
こ
こ

ま
で
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
（
中
略
）
／
こ
の
作
品
中
（
注 

『
思
い
出

ト
ラ
ン
プ
』）、
女
を
描
く
と
き
は
ほ
と
ん
ど
男
の
目
で
見
た
女
と

い
う
形
を
と
り
ま
し
た
。
男
と
女
と
私
自
身
が
い
て
、
私
が
そ
の

女
を
ど
う
見
る
か
よ
り
男
の
人
が
ど
の
よ
う
に
見
て
る
か
考
え
な

が
ら
描
い
た
ん
で
す
。」

（
13
） 「
り
ん
ご
の
皮
」『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』『
向
田
邦
子
全
集
第
三
巻
』

文
藝
春
秋
、
昭
和
六
三
年
八
月
二
二
日

（
14
） 「
当
時
私
は
若
い
癖
に
黒
に
凝
り
…
…
一
年
中
を
黒
の
ス
カ
ー
ト

に
セ
ー
タ
ー
や
ブ
ラ
ウ
ス
で
通
し
」（「
隣
の
神
様
」『
父
の
詫
び
状
』

前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
一
巻
』）、「
小
指
の
爪
を
長
く
伸
ば
し

て
い
る
の
が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
」（「
金
覚
寺
」『
無
名
仮
名
人

名
簿
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
一
巻
』）
な
ど
。

（
15
） 松
田
良
一
『
向
田
邦
子 

心
の
風
景
』
は
「
ほ
ど
ほ
ど
の
生
活
を
象

徴
し
て
い
た
り
ん
ご
の
実
を
捨
て
、
皮
の
ほ
う
を
嚙
む
。
常
識
的

な
損
得
で
い
え
ば
損
な
選
択
を
あ
え
て
す
る
。
他
人
が
ど
う
思
お

う
と
、
そ
の
よ
う
な
損
な
選
択
が
本
人
に
は
、
も
っ
と
も
自
分
ら

し
い
生
き
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
性
格

を
、
あ
り
の
ま
ま
の
気
持
を
大
事
に
す
る
。
向
田
邦
子
は
、
そ
う

し
た
人
生
選
択
を
す
る
女
の
生
き
方
を
「
り
ん
ご
の
皮
」
で
描
い

て
み
せ
た
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、高
島
俊
男
『
メ

ル
ヘ
ン
誕
生

―
向
田
邦
子
を
探
し
て
』（
い
そ
っ
ぷ
社
、

二
〇
〇
〇
年
七
月
五
日
）
で
は
こ
の
よ
う
な
松
田
の
主
張
に
対
し

て
、「
こ
れ
は
見
当
ち
が
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
見
当
ち
が
い
に
な
っ

た
の
か
。
第
一
に
、
り
ん
ご
の
皮
は
赤
い
帯
で
あ
り
、
入
場
券
と

と
も
に
性
行
為
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
お
と
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
時
子
を
全
面
的
に
向
田
邦
子
そ
の
人

と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
中
略
）
／
向
田
邦
子
は
名
声
と
尊

敬
と
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
家
庭
や
こ
ど
も
の
か
わ
り

に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
内
心
の
さ
び
し
さ
に
か
わ
り
は
な
い
。

そ
の
さ
び
し
さ
の
一
面
だ
け
を
と
り
出
し
た
の
が
時
子
な
の
で
あ

る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
） 「
犬
小
屋
」『
思
い
出
ト
ラ
ン
プ
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
三
巻
』

（
17
） 「
三
角
波
」『
男
ど
き
女
ど
き
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
三
巻
』

（
18
） 「
幸
福
」『
隣
の
女
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
三
巻
』

（
19
） 「
手
袋
を
さ
が
す
」『
夜
中
の
薔
薇
』前
掲『
向
田
邦
子
全
集
第
二
巻
』

で
「
い
い
も
の
好
き
で
、
な
い
も
の
ね
だ
り
の
と
こ
ろ
も
あ
り
ま

し
た
」
と
自
ら
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

（
20
） 「
胡
桃
の
部
屋
」『
隣
の
女
』
前
掲
『
向
田
邦
子
全
集
第
三
巻
』
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（
や
ま
ぐ
ち　

み
な
み
・
実
践
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）


