


す
」
と
い
う
お
話
に
、
磯
田
さ
ん
は
「『
女
の

道
は
一
本
道
で
す
』
と
い
う
言
葉
は
今
も
心
に

残
っ
て
い
ま
す
。
歴
史
の
不
可
逆
性
と
い
う
こ

と
を
今
の
人
は
あ
ま
り
考
え
な
い
で
す
ね
。
過

去
に
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
こ
の
瞬

間
を
生
き
て
い
る
事
が
大
切
な
の
で
、
過
去
に

学
ん
で
、
今
の
方
針
を
決
め
な
け
れ
ば
い
け
な

い
と
思
い
ま
す
」

２
０
１
１
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
江
〜
姫
た
ち

の
戦
国
〜
」の
脚
本
も
担
当
す
る
田
渕
さ
ん
は
、

織
田
信
長
の
姪
で
後
に
二
代
将
軍
の
妻
に
な
る

お
江
（
小
督
）
に
「
大
奥
を
閉
め
た
女
性
（
篤

姫
）
と
開
く
き
っ
か
け
の
所
に
い
た
女
性
と
い

う
こ
と
で
た
だ
な
ら
ぬ
縁
を
感
じ
た
け
れ
ど
、

資
料
が
少
な
く
て
苦
心
し
て
い
る
」と
の
こ
と
。

し
か
し
磯
田
さ
ん
か
ら
「
お
江
は
戦
国
を
生
き

抜
い
て
、
将
軍
家
や
天
皇
家
、
そ
の
他
の
大
名

家
に
自
分
の
血
筋
を
伝
え
た
、
大
変
歴
史
的
意

義
の
あ
る
女
性
。こ
の
人
の
生
涯
を
知
っ
た
時
、

日
本
人
は
初
め
て
戦
国
時
代
の
終
わ
り
を
知
る

と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
お
話
が

あ
り
、
会
場
の
皆
さ
ん
は
ド
ラ
マ
よ
り
一
足
先

「
篤
姫
」
ヒ
ッ
ト
の
理
由
は
、
ご
自
分
が
歴

史
に
弱
か
っ
た
か
ら
と
い
う
田
渕
さ
ん
。「
特

に
幕
末
と
い
う
の
は
理
解
し
づ
ら
い
時
代
で
、

視
聴
率
が
取
れ
な
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

私
ほ
ど
わ
か
ら
な
い
人
間
に
も
理
解
で
き
る
よ

う
に
書
け
ば
、
き
っ
と
喜
ん
で
見
て
い
た
だ
け

る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
歴
史
は
そ

れ
だ
け
で
十
分
に
面
白
い
も
の
で
す
が
、
過
去

に
起
き
た
事
実
を
現
代
の
人
た
ち
に
も
理
解
で

き
る
形
に
し
、
過
去
と
現
在
が
対
話
で
き
る
よ

う
な
も
の
に
す
る
工
夫
が
必
要
だ
と
思
い
ま

に
、お
江
に
つ
い
て
知
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

お
江
が
大
河
ド
ラ
マ
で
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
る

の
か
、
今
か
ら
楽
し
み
で
す
。

「
歴
史
を
動
か
し
た
女
性
た
ち
」
と
い
う
副

題
に
つ
い
て
、
友
末
さ
ん
か
ら
の
「
な
か
な
か

意
思
表
示
で
き
ず
、
男
性
に
役
割
を
押
し
付
け

ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
多
い
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
女
性
の
意
思
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
働
い

て
い
た
の
で
し
ょ
う
」
と
い
う
質
問
に
、
磯
田

さ
ん
は
「
古
今
東
西
を
通
じ
て
、
女
性
は
一
貫

し
て
し
っ
か
り
し
て
い
る
し
、
や
は
り
強
い
。

ま
た
、
日
本
と
い
う
国
が
女
性
に
よ
っ
て
力
を

つ
け
て
き
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
」
と

の
こ
と
。「
日
本
の
近
代
化
と
い
う
と
、
軍
艦

で
日
露
戦
争
に
勝
っ
て
、
と
い
う
ふ
う
に
と
ら

え
が
ち
で
す
が
、
軍
艦
を
買
う
た
め
に
は
外
貨

を
稼
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
外
貨
は
何
が

稼
ぐ
か
と
言
え
ば
生
糸
と
お
茶
で
す
。
女
性
の

労
働
力
が
近
代
化
を
推
し
進
め
た
の
で
す
。
ま

た
、
女
性
の
教
育
力
が
大
き
く
働
い
て
い
る
。

お
母
さ
ん
が
子
ど
も
を
良
く
育
て
る
の
で
す
。

そ
の
育
て
方
も
、
お
金
や
物
を
消
費
す
る
こ
と

以
外
の
価
値
観
を
ち
ゃ
ん
と
教
え
る
。
ま
た
、

勉
強
の
目
的
を
、
た
と
え
ば
立
派
な
○
○
（
職

業
）
に
な
る
よ
う
に
、
と
教
え
ま
す
。
そ
の
職

業
に
就
い
て
、
そ
れ
で
人
に
喜
ん
で
も
ら
え
る

よ
う
に
と
い
う
教
え
方
。
自
分
は
何
を
し
た
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
早
く
子
ど
も
に
見
つ
け
さ

せ
て
、
そ
の
た
め
に
親
が
何
を
手
伝
え
ば
い
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
の
母
親
は
よ
く
考

え
て
い
た
と
思
い
ま
す
」

田
渕
さ
ん
は
「
女
性
と
い
う
の
は
す
ご
く
直

感
力
に
優
れ
た
生
き
物
だ
と
思
い
ま
す
。
反
対

に
、
男
性
は
頭
を
忙
し
く
働
か
せ
て
生
き
て
い

る
。
女
性
に
は
、
直
感
で
分
か
る
事
が
た
く
さ

ん
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
た
ぶ
ん
男
性
は
理

解
で
き
な
い
の
で
す
が
、
女
性
の
感
覚
を
無
視

す
る
の
は
大
変
損
だ
と
思
い
ま
す
。
逆
に
男
性

か
ら
女
性
に
言
い
た
い
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
る

と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
違
い
を
お
互
い
に
理

解
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
異
性
に
対
す

る
思
い
も
深
ま
り
、
素
晴
ら
し
い
関
係
を
築
い

て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
答

え
ま
し
た
。

磯
田
さ
ん
は
「
女
性
は
や
は
り
命
を
養
う
の

に
良
い
か
ど
う
か
と
い
う
一
番
根
底
の
と
こ
ろ

で
考
え
て
い
る
と
思
う
」
と
話
し
、「
こ
れ
は

あ
ら
ゆ
る
と
き
に
、
政
治
も
そ
う
だ
し
、
社
会

も
、
子
ど
も
を
育
て
る
と
き
も
、
命
を
養
う
た

め
に
こ
の
判
断
は
正
し
い
の
か
ど
う
か
、
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
」
と
呼
び
か
け
ま
し
た
。

最
後
に
友
末
さ
ん
が
「
歴
史
に
学
ぶ
と
い
う

の
は
、
過
去
の
負
の
遺
産
と
正
の
遺
産
と
を
き

ち
ん
と
検
証
し
、
そ
の
反
省
の
上
に
立
っ
て
次

の
ス
テ
ー
ジ
に
進
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で

す
。
ま
た
、
自
分
と
は
違
う
世
界
の
人
た
ち
の

話
を
聞
き
、
そ
れ
を
自
分
の
生
き
方
の
参
考
に

す
る
、
つ
ま
り
物
事
を
多
角
的
に
見
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
完
全
に
真
実
に
行
き
つ
く
わ
け
で
は

な
い
け
れ
ど
、
方
向
性
が
見
え
て
く
る
こ
と
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ぜ
ひ
こ
う
い

う
機
会
を
利
用
し
て
、
地
域
の
活
性
化
や
発
展

に
参
画
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
」
と

ま
と
め
、
大
好
評
の
う
ち
に
閉
会
し
ま
し
た
。
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水
戸
市
で
は
、
平
成
18
年
度
か
ら
「
男
女
平

等
参
画
社
会
づ
く
り
功
労
賞
」
を
創
設
し
、
男

女
平
等
参
画
社
会
の
形
成
に
向
け
て
、
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
お
い
て
積
極
的
な
取
り
組
み
を
し
て

い
る
個
人
や
団
体
、
事
業
所
を
表
彰
し
て
い
ま

す
。
本
年
度
も
選
考
委
員
会
に
お
い
て
受
賞
者

を
決
定
し
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ラ
イ
フ
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
２
０
０
９
の
席
上
で
表
彰
式
を
行
な
い
ま
し

た
。

【
個
人
の
部
】

淺
川
き
よ
さ
ん
（
水
戸
市
城
東
）

淺
川
さ
ん
は
平
成
５
年
の
水
戸
女
性
フ
ォ
ー

ラ
ム
発
足
以
来
中
心
メ
ン
バ
ー
と
し
て
活
動

し
、
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く
り
、
住
み
よ
い
ま

ち
づ
く
り
に
関
し
て
常
に
女
性
の
視
点
か
ら
参

画
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
水
戸
市
ま
ち
か
ど
交

流
館
「
ま
ち
の
駅
み
と
」
の
設
立
と
発
展
に
力

を
尽
く
し
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
大
き
く

貢
献
し
ま
し
た
。
ま
た
、「
偕
楽
園
を
愛
す
る

市
民
の
会
」
理
事
、
水
戸
市
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
歴
史
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
、
城
東
地
区
の
町
内

会
長
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
活
躍
、
男
女
平
等

参
画
に
よ
る
地
域
づ
く
り
・
ま
ち
づ
く
り
の
推

進
に
努
め
て
い
ま
す
。

【
団
体
の
部
】

水
戸
更
生
保
護
女
性
会（
白
井
美
代
子
会
長
）

水
戸
更
生
保
護
女
性
会
は
昭
和
29
年
創
立
の

歴
史
あ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
で
す
。
青
少
年

の
健
全
育
成
に
努
め
る
と
と
も
に
、
非
行
・
犯

罪
を
予
防
す
る
活
動
（
社
会
を
明
る
く
す
る
運

動
）、
保
護
司
の
活
動
へ
の
協
力
、
子
育
て
支

援
の
た
め
の
地
域
活
動
や
講
演
会
の
開
催
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
過
ち
を
犯
し
て
し

ま
っ
た
人
が
１
日
も
早
く
自
立
更
生
で
き
る
よ

う
、
更
生
・
矯
正
施
設
へ
物
心
両
面
に
わ
た
る

支
援
を
行
い
、
よ
り
よ
い
社
会
づ
く
り
に
大
き

く
貢
献
し
て
い
ま
す
。

【
事
業
所
の
部
】

水
戸
工
機
株
式
会
社

（
成
田
浩
明
代
表
取
締
役
社
長
）

水
戸
工
機
株
式
会
社
は
、
昭
和
15
年
の
創
業

以
来
、
水
戸
市
内
に
本
社
を
置
き
、
国
内
だ
け

で
な
く
世
界
に
向
け
て
事
業
展
開
し
て
い
る
市

内
有
数
の
企
業
で
す
。

子
ど
も
の
病
気
や
看
護
、
学
校
行
事
へ
の
参

加
な
ど
の
際
に
時
間
単
位
で
休
暇
が
取
れ
る
、

出
産
祝
い
金
・
小
中
学
入
学
祝
い
金
を
支
給
す

る
な
ど
、
男
女
の
別
な
く
家
庭
と
仕
事
の
両
立

が
で
き
る
職
場
作
り
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
ま
た
、
パ
ー
ト
従
業
員
に
つ
い
て
は
、

休
暇
分
を
希
望
す
る
日
に
シ
フ
ト
し
て
勤
務
で

き
る
な
ど
、
全
従
業
員
が
希
望
す
る
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
柔
軟
に
対
応
し

て
い
ま
す
。
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Ｗ
Ｅ
Ｎ
―
Ｄ
Ｏ
は
カ
ナ
ダ
・
ト
ロ
ン
ト
生
ま

れ
の
、
女
性
の
た
め
の
護
身
術
で
す
。

１
９
６
４
年
の
あ
る
夜
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に

住
む
ひ
と
り
の
女
性
が
、
自
分
の
ア
パ
ー
ト
の

前
で
何
者
か
に
襲
わ
れ
ま
し
た
。
36
人
の
近
隣

住
民
が
彼
女
の
悲
鳴
を
聞
き
、
部
屋
の
電
気
を

つ
け
た
り
、窓
か
ら
の
ぞ
い
た
り
し
ま
し
た
が
、

皆
が
恋
人
同
士
の
痴
話
げ
ん
か
と
思
い
こ
み
、

誰
一
人
彼
女
を
助
け
に
行
か
ず
、
警
察
に
も
連

絡
し
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。
一
度
逃
げ
た
犯
人

は
30
分
後
に
現
場
に
戻
り
、
結
局
彼
女
は
殺
さ

れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ト
ロ
ン
ト
在
住
の
武
道
家
ネ
ッ
ド
・
ペ
イ
ジ

と
ア
ン
・
ペ
イ
ジ
は
こ
の
事
件
に
心
を
痛
め
、

女
性
が
自
分
を
守
る
効
果
的
な
方
法
を
考
え
ま

し
た
。
そ
れ
が
Ｗ
Ｅ
Ｎ
―
Ｄ
Ｏ
で
す
。
Ｗ
Ｅ
Ｎ

―
Ｄ
Ｏ
は
様
々
な
武
道
の
中
か
ら
使
い
や
す
い

も
の
を
選
ん
で
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
は
２
〜
３
時
間
と
い
う
短

時
間
で
習
得
で
き
る
の
で
、
家
庭
内
で
暴
力
を

受
け
て
い
て
外
出
し
に
く
い
女
性
で
も
、
何
と

か
参
加
し
て
講
習
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

Ｗ
Ｅ
Ｎ
―
Ｄ
Ｏ
は
相
手
を
攻
撃
し
て
倒
す
た

め
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
暴
力
の
現
場
か

ら
と
に
か
く
逃
げ
て
、
助
け
を
求
め
る
た
め
の

手
段
で
す
。
そ
の
た
め
の
考
え
方
が
、
次
の
表

の
３
つ
の
Ａ
で
す
。
ど
の
よ
う
な
暴
力
（
殴

る
・
蹴
る
だ
け
で
は
な
く
、嫌
な
事
を
さ
れ
る
、

不
安
な
気
持
ち
に
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
含
む
）

に
も
、
始
ま
る
瞬
間
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
気

づ
く
こ
と
で
暴
力
を
回
避
で
き
ま
す
。
早
け
れ

ば
早
い
ほ
ど
良
い
の
で
、「
何
か
変
だ
」
と
思

っ
た
自
分
の
感
覚
を
信
じ
ま
し
ょ
う
。

暴
力
の
始
ま
り
に
気
づ
き
、
回
避
し
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
相
手
が
追
い
か
け
て
き
た
り
、
危

害
を
加
え
ら
れ
そ
う
に
な
っ
た
り
し
た
ら
、
そ

の
時
は
た
め
ら
わ
ず
100
％
の
力
で
行
動
し
ま
し

ょ
う
。
Ｗ
Ｅ
Ｎ
―
Ｄ
Ｏ
で
は
、
女
性
と
男
性
で

は
筋
肉
の
量
に
差
が
あ
っ
て
も
、
質
に
は
違
い

は
な
い
と
考
え
ま
す
。
量
の
差
は
使
い
か
た
で

カ
バ
ー
で
き
る
の
で
す
。

知
ら
な
い
人
に
話
し
か
け
ら
れ
た
時
、
安
心

な
距
離
と
は
手
が
届
か
な
い
距
離
で
す
。
常
に

そ
の
距
離
を
保
ち
ま
し
ょ
う
。
変
だ
な
、
と
感

じ
た
ら
近
づ
か
な
い
の
が
い
ち
ば
ん
で
す
。

地
図
の
よ
う
な
物
を
持
っ
て
、
道
を
聞
く
よ

う
な
感
じ
で
近
づ
い
て
き
た
ら
ど
う
し
ま
す

か
？
そ
う
い
う
時
も
、「
こ
の
辺
の
者
じ
ゃ
な

い
の
で
わ
か
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
て
立
ち
去
り

ま
す
。
本
当
に
困
っ
て
い
る
人
な
ら
他
の
誰
か

に
聞
き
ま
す
。「
自
分
が
何
と
か
し
て
あ
げ
な

く
ち
ゃ
」
と
思
わ
な
く
て
も
い
い
の
で
す
。

そ
れ
で
も
相
手
が
追
い
か
け
て
き
て
何
か
さ

れ
そ
う
に
な
っ
た
時
は
、自
分
を
守
る
た
め
の
行

動
を
起
こ
し
ま
す
。
橋
本
さ
ん
に
教
え
て
い
た

だ
い
た
護
身
術
の
技
を
一
部
ご
紹
介
し
ま
す
。

○
ハ
ン
マ
ー
パ
ン
チ

げ
ん
こ
つ
を
ハ
ン
マ
ー
の
よ
う
に
使
っ
て
攻

撃
し
ま
す
。
こ
の
時
、
相
手
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与

え
て
も
、
自
分
は
ケ
ガ
を
し
に
く
い
、
安
全
な

げ
ん
こ
つ
を
作
る
よ
う
に
し
ま
す
。

①
親
指
を
離
し
て
手
の
ひ
ら
を
開
く
。

②
親
指
以
外
の
四
指
を
第
一
関
節
・
第
二
関
節

ま
で
曲
げ
、
し
っ
か
り
握
る
。

③
親
指
を
人
差
し
指
と
中
指
の
第
一
関
節
と
第

二
関
節
の
間
に
外
側
か
ら
添
え
る
。

膝
を
少
し
曲
げ
て
腰
を
落
と
し
、
半
歩
下
が

り
ま
す
。
げ
ん
こ
つ
を
作
っ
た
両
手
を
、
片
方

は
自
分
の
顔
を
守
る
位
置
に
、
も
う
片
方
は
胸

を
守
る
位
置
に
構
え
ま
す
。

相
手
の
鼻
を
狙
っ
て
、
小
指
の
下
の
肉
の
部

分
を
当
て
る
よ
う
に
、
手
を
大
き
く
回
し
て
振

り
下
ろ
し
ま
す
。
鼻
の
位
置
で
止
め
ず
に
、
必

ず
下
ま
で
振
り
下
ろ
す
の
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。

相
手
が
ひ
る
ん
だ
ら
す
ぐ
逃
げ
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
と
き
同
時
に
大
声
を
出
し
ま
す
。
お
な
か

か
ら
声
を
出
す
よ
う
に
し
て
、
低
く
、
短
い
、

加
害
者
が
び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
声
を
出
し
ま

し
ょ
う
。「
ウ
ォ
ー
！
」
と
叫
ん
で
も
い
い
し
、

「
な
め
ん
な
ー
！
」「
バ
カ
ヤ
ロ
ー
！
」
な
ど
、女

性
が
普
通
使
わ
な
い
よ
う
な
言
葉
が
効
果
的
で

4
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す
。
い
ざ
と
い
う
時
使
え
る
と
思
う
こ
と
が
自

信
に
つ
な
が
る
の
で
、
練
習
し
て
お
く
の
が
お

勧
め
で
す
。
声
を
出
す
と
普
段
の
倍
の
力
が
出

る
そ
う
で
す
。
ま
た
、
声
を
出
す
と
ア
ド
レ
ナ

リ
ン
が
出
て
視
力
が
ア
ッ
プ
し
、
頭
の
回
転
が

速
く
な
っ
て
逃
げ
足
も
速
く
な
る
そ
う
で
す
。

○
イ
ー
グ
ル
ク
ロ
ウ

鷲
の
爪
の
よ
う

に
構
え
た
手
で
相

手
の
目
を
狙
い
ま

す
。
目
は
反
射
神

経
が
良
く
、
何
か

が
そ
ば
に
来
る
と

思
わ
ず
目
を
閉
じ

る
の
で
、
失
明
さ

せ
る
心
配
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
指
先
・
手
首

を
固
定
し
、
相
手
の
顔
を
つ
か
む
よ
う
に
攻
撃

し
ま
す
。
こ
の
と
き
も
や
は
り
同
時
に
大
声
を

出
し
て
威
嚇
し
ま
す
。

「
引
っ
張
り
っ
こ
を
し
て
は
ダ
メ
で
す
。
相

手
の
ひ
じ
が
伸
び
て
い
る
と
、
手
を
振
り
払
う

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
」
と
橋
本
さ
ん
。
つ
か
ま

れ
た
方
の
手
は
げ
ん
こ
つ
を
作
り
、
加
害
者
の

方
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
大
声
を
出
し
な
が
ら
、

相
手
の
親
指
側
に
手
を
勢
い
よ
く
ひ
ね
っ
て
振

り
ほ
ど
き
ま
す
。
一
歩
踏
み
込
む
こ
と
で
相
手

の
ひ
じ
が
緩
み
、力
が
入
り
に
く
く
な
り
ま
す
。

両
手
を
そ
れ
ぞ
れ
つ
か
ま
れ
て
し
ま
っ
た
時

も
、
必
ず
相
手
の
親
指
の
方
向
へ
手
を
ひ
ね
る

よ
う
に
し
ま
す
。

片
腕
を
両
手
で
つ
か
ま
れ
た
時
は
、
つ
か
ま

れ
た
方
の
手
を
げ
ん
こ
つ
に
し
、
も
う
片
方
の

手
を
添
え
て
一
気
に
自
分
の
方
へ
引
き
上
げ
ま

す
。
手
が
離
れ
た
ら
即
座
に
逃
げ
ま
す
。

足
の
甲
や
す
ね
を
蹴
る
な
ど
し
て
、
少
し
で

も
相
手
を
ひ
る
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
蹴
る
時
は
足

の
指
の
付
け
根
を
使
っ
て
蹴
る
よ
う
に
し
ま

す
。私

た
ち
が
、
逃
げ
な
く
て
は
い
け
な
い
よ
う

な
状
況
に
追
い
込
ま
れ
る
時
、
そ
の
相
手
は
関

係
を
壊
し
た
く
な
い
人
、
例
え
ば
上
司
と
か
友

人
、
家
族
の
関
係
者
な
ど
で
あ
る
事
が
多
い
そ

う
で
す
。
攻
撃
し
て
逃
げ
た
い
け
れ
ど
、
け
が

を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
思
う

と
、
力
が
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ

ん
な
時
に
、
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
ら
れ
る
け
れ
ど

回
復
可
能
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
わ
か
っ
て
い
れ

ば
、た
め
ら
わ
ず
攻
撃
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

Ｗ
Ｅ
Ｎ
―
Ｄ
Ｏ
で
は
そ
う
い
っ
た
急
所
を
二

つ
に
分
け
て
考
え
て
い
ま
す
。

○
ハ
ー
ド

ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
る
と
回
復
が
難
し
い
と
こ

ろ
、大
け
が
を
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

足
の
甲
、
膝
や
ひ
じ
な
ど
の
関
節
、
下
腹
部
、

の
ど
、
あ
ご
、
こ
め
か
み
な
ど
で
す
。
体
の
裏

側
（
ア
キ
レ
ス
腱
・
尾
て
い
骨
・
腎
臓
・
首
な

ど
）
は
全
て
ハ
ー
ド
に
な
り
ま
す
。

○
ソ
フ
ト

そ
の
時
は
痛
い
け
れ
ど
回
復
が
可
能
な
と
こ

ろ
で
す
。
す
ね
、
股
間
、
み
ぞ
お
ち
、
鎖
骨
、

頸
動
脈
、
鼻
・
目
・
耳
な
ど
で
す
。

加
害
者
が
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
選
ぶ
時
、
抵
抗
し

な
さ
そ
う
な
弱
い
人
、
被
害
に
あ
っ
て
も
泣
き

寝
入
り
し
そ
う
な
人
を
狙
う
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
弱
そ
う
な
相
手
か
ら
思
わ

ぬ
反
撃
を
受
け
、
け
が
を
さ
せ
ら
れ
た
り
す
る

と
、
加
害
者
が
逆
恨
み
す
る
事
が
あ
り
ま
す
。

「
不
愉
快
な
、
怖
い
思
い
を
さ
せ
ら
れ
て
、

最
後
の
手
段
と
し
て
護
身
術
を
使
っ
た
の
に
、

『
変
な
女
に
い
き
な
り
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
た
』

な
ど
と
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
た
ら
た
ま
り
ま
せ

ん
よ
ね
。
で
も
、
警
察
は
先
に
入
っ
て
き
た
情

報
か
ら
捜
査
を
は
じ
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
護

身
術
を
使
っ
た
時
は
、
加
害
者
よ
り
早
く
警
察

に
行
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
橋
本
さ
ん
。「
こ
う

い
う
状
況
で
こ
ん
な
暴
力
を
ふ
る
わ
れ
た
の

で
、
や
む
な
く
反
撃
し
て
こ
う
な
り
ま
し
た
」

と
説
明
し
ま
す
。相
手
が
け
が
を
し
た
時
な
ど
、

自
分
の
し
た
こ
と
が
正
当
防
衛
で
あ
っ
た
と
主

張
す
る
証
拠
に
な
り
ま
す
。

最
後
に
橋
本
さ
ん
は
「
サ
ー
ク
ル
ズ
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
紹
介
。
こ
れ
は
カ
ナ
ダ
の
子
ど
も
た

ち
の
性
教
育
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
自
分

を
中
心
に
広
が
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
を
図

に
し
た
も
の
で
す
。
自
分
が
誰
と
ど
う
い
う
関

係
を
持
っ
て
い
い
の
か
、
持
つ
必
要
が
な
い
の

か
が
と
て
も
わ
か
り
や
す
く
で
き
て
い
る
の

で
、
Ｗ
Ｅ
Ｎ
―
Ｄ
Ｏ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
は
な
い

け
れ
ど
、
橋
本
さ
ん
は
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
必

ず
紹
介
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。

中
心
の
紫
は
大
切
な
「
自
分
」
で
す
。
そ
の

周
り
の
青
は
体
温
を
感
じ
て
も
嫌
で
は
な
い

人
、
愛
情
と
信
頼
関
係
の
あ
る
人
で
す
。
両

親
・
祖
父
母
・
き
ょ
う
だ
い
、
少
し
年
齢
が
上

が
る
と
性
的
な
関
係
の
あ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
が
こ

こ
に
入
り
ま
す
。
水
色
は
肩
を
抱
け
る
関
係
、

親
戚
や
親
友
で
す
。黄
色
は
握
手
を
す
る
関
係
、

学
校
の
先
生
や
親
の
友
人
な
ど
。
オ
レ
ン
ジ
は

手
を
振
る
関
係
、
顔
見
知
り
の
近
所
の
人
な
ど

で
す
。
そ
し
て
赤
は
上
司
や
仕
事
上
の
知
り
合

い
、
医
療
従
事
者
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
人
た

ち
で
す
。

誰
か
が
境
界
線
を
踏
み
越
え
て
「
自
分
」
に

近
づ
い
て
来
る
こ
と
は「
侵
害
」で
す
。境
界
線

が
あ
る
こ
と
を
把
握
し
て
い
な
い
と
「
侵
害
」

に
気
づ
く
事
が
で
き
ず
、
い
つ
の
間
に
か
「
自

分
」
の
位
置
か
ら
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
い
、
相

手
が
代
わ
り
に
そ
の
場
所
に
居
座
っ
て
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
始
め
る
の
で
す
。

「
な
ん
だ
か
居
心
地
が
悪
い
時
、
自
分
が
人

間
関
係
の
中
心
に
い
る
か
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
ど
う
し
た
ら
元
の
位
置
に
戻
れ
る
か
も
考

え
ま
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
体
は
誰
の
も
の
で
す

か
？
自
分
で
す
！
あ
な
た
の
こ
と
を
決
め
る
の

は
誰
で
す
か
？
私
で
す
！
大
き
な
声
で
Ｗ
ｈ
ｏ

ｉ
ｓ
ｙ
ｏ
ｕ
ｒ

ｂ
ｏ
ｓ
ｓ
？
Ｉ
　
ａ
ｍ
！

と
言
い
ま
し

ょ
う
」
と
言

う
橋
本
さ
ん

と
、
参
加
者

全
員
で
円
陣

を
組
ん
で
講

座
を
締
め
く

く
り
ま
し

た
。
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限
度
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
の
労
使
に

よ
る
削
減
を
目
指
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
改
正

さ
れ
ま
す
。

１
か
月
60
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
に
つ

い
て
は
、
法
定
割
増
賃
金
率
が
現
行
の
25
％
か

ら
50
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
時
間

外
労
働
が
対
象
で
、
休
日
労
働
（
35
％
）
と
深

夜
労
働
（
25
％
）
の
割
増
賃
金
率
は
変
更
さ
れ

ま
せ
ん
（
中
小
企
業
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、

引
上
げ
は
猶
予
さ
れ
ま
す
）。

ま
た
、事
業
場
で
労
使
協
定
を
締
結
す
れ
ば
、

１
か
月
に
60
時
間
を
超
え
る
時
間
外
労
働
を
行

っ
た
労
働
者
に
対
し
て
、
改
正
に
よ
る
引
き
上

げ
分
（
25
％
か
ら
50
％
に
引
き
上
げ
た
差
の

25
％
の
分
）の
割
増
賃
金
の
支
払
い
に
代
え
て
、

有
給
休
暇
を
付
与
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ

の
休
暇
を
取
得
し
た
場
合
も
、
現
行
の
25
％
の

割
増
賃
金
の
支
払
い
は
必
要
で
す
。

さ
ら
に
、
限
度
時
間
（
１
か
月
45
時
間
）
を

超
え
る
時
間
外
労
働
を
行
う
場
合
の
割
増
賃
金

率
の
引
上
げ
が
努
力
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
こ
れ

は
企
業
規
模
に
か
か
わ
ら
ず
適
用
さ
れ
ま
す
。

限
度
時
間
を
超
え
て
時
間
外
労
働
を
行
う
場

合
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
労
使
で
特
別
条
項
付
き

の
時
間
外
労
働
協
定
を
締
結
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
が
、
新
た
に
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間
外

労
働
に
対
す
る
割
増
賃
金
率
も
定
め
る
こ
と
が

必
要
で
、
こ
の
率
は
法
定
割
増
賃
金
率
（
25
％
）

を
超
え
る
率
と
す
る
よ
う
に
努
め
な
く
て
は
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
月
45
時
間
を
超
え
る
時
間

外
労
働
を
で
き
る
限
り
短
く
す
る
よ
う
に
努
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

以
上
を
図
に
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。ま

た
、
年
次
有
給
休
暇
を
有
効
活
用
す
る
た

め
の
制
度
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
現
行
で
は
、
年

次
有
給
休
暇
は
日
単
位
で
取
得
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
が
、
事
業
場
で
労
使
協
定
を
締
結

す
れ
ば
、
１
年
に
５
日
分
を
限
度
と
し
て
、
時

間
単
位
で
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
日

単
位
で
取
得
す
る
か
、
時
間
単
位
で
取
得
す
る

か
は
労
働
者
が
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

平
成
21
年
９
月
30
日
か
ら
、
育
児
休
業
等
に

係
る
労
使
間
の
紛
争
に
関
し
て
、
都
道
府
県
労

働
局
長
に
よ
る
紛
争
解
決
の
援
助
が
受
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
勧
告
に
従
わ
な
い
企

業
名
の
公
表
制
度
や
、
虚
偽
の
報
告
を
し
た
企

業
に
対
す
る
過
料
が
創
設
さ
れ
ま
す
。
平
成
22

年
４
月
１
日
か
ら
は
、
調
停
委
員
に
よ
る
調
停

制
度
が
利
用
で
き
ま
す
。

ま
た
、
平
成
21
年
７
月
１
日
か
ら
１
年
以
内

の
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
、

①
３
歳
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
労
働
者
が
希
望

す
れ
ば
利
用
で
き
る
、
短
時
間
勤
務
制
度
を
設

け
る
こ
と
が
事
業
主
の
義
務
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
労
働
者
が
請
求
す
れ
ば
、
所
定
外
労
働

（
残
業
）
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

②
病
気
や
け
が
を
し
た
小
学
校
就
学
前
の
子
の

看
護
の
た
め
の
休
暇
取
得
日
数
が
、
子
ど
も
の

人
数
に
応
じ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
子
が
１
人

で
あ
れ
ば
年
５
日
、
２
人
以
上
で
あ
れ
ば
年
10

日
に
な
り
ま
す
。

③
父
親
の
育
児
休
業
取
得
を
促
進
す
る
た
め

に
、
育
児
休
業
制
度
が
改
正
さ
れ
ま
す
。
父
母

と
も
に
育
児
休
業
を
取
得
す
る
場
合
、
休
業
可

能
期
間
が
、
子
が
１
歳
２
か
月
に
達
す
る
ま
で

に
延
長
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

④
配
偶
者
の
出
産
後
８
週
間
以
内
の
期
間
に
お

け
る
父
親
の
育
児
休
業
取
得
を
促
進
す
る
観
点

か
ら
、
父
親
が
こ
の
期
間
内
に
育
児
休
業
を
取

得
し
た
場
合
に
は
、
配
偶
者
の
死
亡
等
の
特
別

な
事
情
が
な
く
て
も
、
再
度
の
取
得
が
可
能
に

な
り
ま
す
。

⑤
現
行
の
制
度
で
は
、
労
使
協
定
を
結
ぶ
こ
と

に
よ
り
、
配
偶
者
が
専
業
主
婦
（
夫
）
や
育
児

休
業
中
で
あ
る
場
合
、
事
業
主
は
育
児
休
業
の

申
し
出
を
拒
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今

回
の
改
正
で
は
こ
の
規
定
を
廃
止
し
、
す
べ
て

の
労
働
者
が
育
児
休
業
を
取
得
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。

⑥
仕
事
と
介
護
の
両
立
支
援
の
た
め
、
労
働
者

が
申
し
出
る
こ
と
に
よ
り
、
要
介
護
状
態
の
家

族
の
介
護
を
す
る
労
働
者
は
、
対
象
家
族
（
配

偶
者
、
父
母
及
び
子
、
配
偶
者
の
父
母
、
同
居

し
か
つ
扶
養
し
て
い
る
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
及

び
孫
）
が
１
人
で
あ
れ
ば
年
５
日
、
２
人
以
上

で
あ
れ
ば
年
10
日
、
短
期
の
介
護
休
暇
を
取
得

で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。こ
の
休
暇
の
他
に
、

現
行
の
介
護
休
業
（
対
象
家
族
１
人
に
つ
き
、

要
介
護
状
態
ご
と
に
１
回
、
通
算
し
て
93
日
ま

で
取
得
可
能
）
が
取
得
で
き
ま
す
。
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