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社会学雑誌　第 39号

“
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
”
を
通
し
て
み
る
震
災
と
「
風
俗
」

　
　
　

 

貴
志
祐
介
﹃
十
三
番
目
の
人
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
﹄ 　
　
　

一　

著
者
紹
介

貴
志
祐
介
（
き
し
ゆ
う
す
け
）、
一
九
五
九
年
一
月
三
日
生
ま
れ
。

大
阪
府
大
阪
市
出
身
。
清
風
南
海
高
等
学
校
、
京
都
大
学
経
済
学
部

卒
業
後
、
朝
日
生
命
保
険
に
入
社
。
朝
日
生
命
保
険
に
八
年
間
勤
め

た
後
、
退
職
。
フ
リ
ー
で
執
筆
・
投
稿
活
動
を
行
い
、
今
に
至
る
。

過
去
に
は
岸
祐
介
名
義
で
作
品
を
投
稿
し
て
い
た
。

大
学
四
年
生
の
頃
に
小
説
の
投
稿
を
始
め
、
朝
日
生
命
保
険
に

入
社
し
た
当
初
は
小
説
を
書
く
の
を
や
め
て
い
た
が
、
数
年
後
に

意
欲
が
芽
生
え
て
執
筆
を
再
開
。
三
十
歳
の
時
、
同
僚
の
事
故
死

を
き
っ
か
け
に
自
分
の
人
生
を
考
え
、
執
筆
・
投
稿
活
動
に
専
念

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
九
九
六
年
、﹃
十
三
番
目
の
人
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ

Ｌ
Ａ
﹄
で
作
家
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
す
。
著
者
の
代
表
的
な
作
品
と

し
て
、﹃
硝
子
の
ハ
ン
マ
ー
﹄（
第
五
八
回
日
本
推
理
作
家
協
会
賞

受
賞
）、﹃
新
世
界
よ
り
﹄（
第
二
九
回
日
本
Ｓ
Ｆ
大
賞
受
賞
）、﹃
悪

の
教
典
﹄（
第
三
二
回
吉
川
英
治
文
学
新
人
賞
候
補
）
な
ど
（
貴
志 

一
九
九
六
・
二
〇
一
七
）。

二　

本
著
の
位
置
づ
け

﹃
十
三
番
目
の
人
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
﹄
は
多
重
人
格
と
憑
依
現
象
、

阪
神
・
淡
路
大
震
災
を
題
材
に
し
た
四
〇
一
頁
に
わ
た
る
ミ
ス
テ

リ
ー
ホ
ラ
ー
小
説
。
発
行
元
は
角
川
書
店
で
、
発
行
日
は
一
九
九
六

年
四
月
十
八
日
。
第
三
回
日
本
ホ
ラ
ー
小
説
大
賞
長
編
賞
佳
作
を
受

賞
し
た
﹁
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
﹂
が
﹃
十
三
番
目
の
人
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
﹄
と

改
題
後
、
刊
行
さ
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
に
は
映
画
化
も
さ
れ
て
い
る

（
同
上
）。

中　

村　
　

亮　

善

神
戸
大
学
文
学
部
人
文
学
科

二
〇
二
二
年
度　

社
会
調
査
演
習
報
告



299

“ISOLA”を通して見る震災と「風俗」

こ
の
数
か
月
間
に
千
尋
の
周
り
の
環
境
は
激
変
し
て
い
た
。
育
て

親
で
あ
り
、
千
尋
に
性
的
虐
待
を
行
っ
て
い
た
叔
父
の
森
谷
竜
郎
や

千
尋
を
い
じ
め
て
い
た
二
人
の
生
徒
、
千
尋
に
暴
力
行
為
を
行
っ
た

教
師
が
立
て
続
け
に
心
臓
麻
痺
で
死
亡
し
て
し
ま
う
。
千
尋
に
会
う

た
め
に
神
戸
に
戻
っ
て
く
る
と
、
由
香
里
は
イ
ソ
ラ
が
大
村
茜
（
お

お
む
ら
あ
か
ね
、
千
尋
を
い
じ
め
て
い
た
生
徒
の
一
人
）
を
脅
迫
し

て
い
る
邪
悪
な
気
配
を
感
じ
る
。
ま
た
、
千
尋
の
学
校
の
生
徒
の
話

か
ら
、
方
法
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
﹁
自
然
死
に
見
せ
か
け
て
イ
ソ

ラ
が
殺
人
を
犯
し
て
い
る
﹂
と
由
香
里
は
確
信
す
る
。

千
尋
は
心
を
閉
ざ
し
、
野
村
も
校
内
の
異
常
事
態
の
対
処
に
追
わ

れ
て
い
た
た
め
、
由
香
里
は
単
独
で
高
野
弥
生
（
た
か
の
や
よ
い
）

と
い
う
女
性
を
調
査
す
る
。
こ
の
女
性
は
震
災
前
、
千
尋
や
野
村
に

会
い
に
来
て
、﹁
臨
死
体
験
﹂
に
つ
い
て
聞
き
た
が
っ
て
い
た
西
宮

大
学
の
研
究
者
だ
っ
た
。
イ
ソ
ラ
が
体
外
離
脱
し
て
人
を
殺
し
て
い

る
（
あ
く
ま
で
こ
の
時
は
想
像
）
か
も
し
れ
な
い
た
め
、
臨
死
体
験

を
研
究
し
て
い
た
人
物
に
会
え
ば
何
か
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
思
い
か
ら
調
べ
る
が
、
高
野
弥
生
は
す
で
に
震
災
で
死
亡
し
て
い

た
。
こ
の
時
訪
れ
た
西
宮
大
学
で
、
高
野
と
同
僚
で
あ
っ
た
精
神
薬

理
学
専
攻
の
真
部
和
彦
（
ま
な
べ
か
ず
ひ
こ
）
と
い
う
男
と
出
会
い
、

由
香
里
と
真
部
は
恋
に
落
ち
て
い
く
。

高
野
弥
生
の
研
究
テ
ー
マ
は
﹁
体
外
離
脱
﹂、﹁
臨
死
体
験
﹂
で
あ

り
、
真
部
と
共
同
で
研
究
を
し
て
い
た
。
高
野
は
研
究
へ
の
情
熱
か

ら
自
ら
実
験
台
と
な
り
、薬
物
を
服
用
し
て
﹁
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
・

三　

あ
ら
す
じ

阪
神
大
震
災
で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
神
戸
地
区
で
、
二
十
歳

の
賀
茂
由
香
里
（
か
も
ゆ
か
り
）
は
被
災
者
た
ち
の
心
の
ケ
ア
を
目

的
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
賀
茂
由
香
里
は
﹁
エ
ン

パ
ス
﹂
と
い
う
能
力
を
生
ま
れ
持
っ
て
お
り
、
相
手
の
心
か
ら
発
散

さ
れ
る
感
情
の
波
動
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
る
女
性
で
あ
っ
た
。

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
中
、
被
災
者
の
一
人
で
あ
る
森
谷
千
尋
（
も
り

た
に
ち
ひ
ろ
）
と
い
う
入
院
中
の
女
子
高
生
に
出
会
う
。
由
香
里
は

エ
ン
パ
ス
に
よ
っ
て
、
初
対
面
か
ら
千
尋
が
多
重
人
格
者
で
あ
る
こ

と
に
気
付
き
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
イ
ソ
ラ
と
呼
ば
れ
る
異
様
で
危
険

な
人
物
が
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
千
尋
の
高
校
の
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン

セ
ラ
ー
野
村
に
面
会
し
、
由
香
里
自
身
の
抑
え
き
れ
な
い
好
奇
心
と

野
村
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
二
人
共
同
で
千
尋
の
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
行
う
こ
と
に
な
る
。

千
尋
は
両
親
を
亡
く
し
た
五
歳
の
時
の
事
故
が
き
っ
か
け
で
多
重

人
格
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
に
幽
体
離
脱
を
経
験
し
て
い
た
。
現

在
で
は
十
三
の
人
格
が
存
在
し
、
そ
の
十
三
人
の
力
関
係
を
把
握
し

て
い
く
う
ち
に
、
イ
ソ
ラ
が
阪
神
大
震
災
の
直
後
に
誕
生
し
た
と
い

う
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
か
し
、
由
香
里
は
仕
事
を
休
ん
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
を
し
て
い
た
た
め
、
こ
れ
以
上
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
続

け
る
こ
と
が
難
し
く
な
り
、
い
っ
た
ん
東
京
に
戻
り
、
数
か
月
後
に

ま
た
帰
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
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危
険
人
物
で
あ
っ
た
イ
ソ
ラ
は
由
香
里
の
愛
し
て
い
た
真
部
と
共

に
い
な
く
な
っ
た
が
、
イ
ソ
ラ
の
非
人
間
的
な
冷
酷
さ
は
千
尋
に
伝

染
し
て
い
た
。
イ
ソ
ラ
の
残
し
た
置
き
土
産
は
由
香
里
を
戦
慄
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
っ
た
。

タ
ン
ク
﹂
に
入
る
と
い
う
危
険
な
実
験
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ

た
。
大
震
災
当
日
、
い
つ
も
通
り
真
部
が
見
守
る
中
で
高
野
は
薬
物

を
服
用
し
臨
死
実
験
を
行
い
、
高
野
の
体
は
壁
の
下
敷
き
に
な
っ
て

し
ま
う
。
真
部
は
極
度
の
閉
所
恐
怖
症
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
場
か

ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
い
、
高
野
は
﹁
生
物
的
な
死
﹂
を
迎
え
る
。
し

か
し
、
体
外
離
脱
し
た
精
神
体
は
ま
だ
生
き
て
お
り
、
高
野
は
誰
か

の
体
に
憑
依
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
健
康
な
普
通
の
人
間
は
高
野
を

受
け
入
れ
な
か
っ
た
が
、
す
で
に
十
二
も
の
人
格
が
存
在
し
て
い
た

千
尋
は
抵
抗
な
く
高
野
を
受
け
入
れ
て
し
ま
う
。
長
時
間
の
体
外
離

脱
で
意
識
を
保
つ
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
高
野
は
、
千
尋
の
人
格
た
ち

に
名
前
を
聞
か
れ
、
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
（
ア
イ
ソ
レ
ー
シ
ョ
ン
・
タ
ン
ク

の
頭
五
文
字
の
英
字
綴
り
）
と
だ
け
書
き
残
し
た
こ
と
で
、
十
三
番

目
の
人
格
で
あ
る
イ
ソ
ラ
が
誕
生
し
た
。

イ
ソ
ラ
は
他
人
の
心
臓
に
刺
激
を
与
え
る
こ
と
で
、
故
意
に
心
臓

麻
痺
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
。
長
期
間
の
体
外
離
脱
に
よ
っ
て
生

ま
れ
た
非
人
間
的
な
冷
酷
さ
と
愛
し
て
い
た
真
部
へ
の
復
讐
心
、
そ

し
て
千
尋
の
ト
ラ
ウ
マ
全
て
を
背
負
い
込
ん
だ
人
格
で
あ
る
イ
ソ
ラ

は
、
当
然
話
が
通
じ
る
状
態
で
は
な
く
、
真
部
を
殺
す
た
め
に
夜
な

夜
な
探
し
回
る
よ
う
に
な
る
。
全
て
の
状
況
を
理
解
し
た
真
部
と
、

ど
う
し
て
も
真
部
を
守
り
た
い
由
香
里
は
、
ま
だ
復
興
で
き
て
い
な

い
西
宮
大
学
で
イ
ソ
ラ
と
対
峙
す
る
。
最
終
的
に
真
部
が
薬
物
の
力

で
半
覚
醒
状
態
に
な
り
、
イ
ソ
ラ
を
受
け
入
れ
、
そ
の
ま
ま
自
殺
し

て
し
ま
う
。

写真 1　�イソラと由香里が何度も会うことになる武庫川。右はサイクリン
グロード

　　　　�千尋の高校である私立晨光学院高校（架空の高校）も武庫川べり
にある。（筆者撮影）
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早
朝
に
起
こ
っ
た
激
震
に
、
一
瞬
死
を
意
識
し
た
こ
と
を
鮮

明
に
覚
え
て
い
た
。

周
知
の
と
お
り
、
震
災
の
被
害
は
甚
大
な
も
の
だ
っ
た
。
盤

石
と
思
わ
れ
て
い
た
社
会
が
、
ほ
ん
の
短
時
間
の
揺
れ
で
一
気

に
崩
壊
し
て
し
ま
っ
た
現
実
に
言
い
よ
う
の
な
い
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
た
。

（
中
略
）

や
が
て
復
旧
が
進
み
、
精
神
的
に
も
落
ち
着
き
を
取
り
戻
す

と
、
そ
う
し
た
体
験
は
非
常
に
稀
有
な
も
の
で
あ
り
、
作
品
に

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
だ
。

 

（
貴
志 

二
〇
一
七
：
四
五
）

私
た
ち
は
日
常
の
中
で
こ
う
い
っ
た
災
害
の
話
を
聞
く
と
、
今
当

た
り
前
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
を
実

感
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
極
限
状
態
で
は
、
生
き
て

い
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
罪
悪
感
と
な
っ
て
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
。
作
中
で
、
あ
る
老
人
に
は
明
ら
か
に
深
刻
な
Ｐ

Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）
が
起
き
て
お
り
、
由
香
里

の
エ
ン
パ
ス
に
よ
っ
て
こ
の
老
人
は
自
責
の
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
後
に
、
こ
の
老
人
は
大
震
災
が
原
因
で
生
存
者
の
罪
悪

感
に
苛
ま
れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
過
去
の
戦
争
が
原
因
で
そ
の
当

時
の
体
験
が
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。（
貴

四　

書
評

報
告
者
は
次
の
三
点
か
ら
﹃
十
三
番
目
の
人
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
﹄
を

考
察
す
る
。

１
．
生
存
者
の
罪
悪
感

２
．
由
香
里
の
エ
ン
パ
ス

３
．﹁
風
俗
﹂
／
性
労
働
に
つ
い
て

四
‐
一　

生
存
者
の
罪
悪
感

由
香
里
は
﹁
ア
メ
リ
カ
で
災
害
後
の
心
の
ケ
ア
を
専
門
と
し
て
い

る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
あ
る
、
全
米
被
災
者
救
援
組
織
（N
ational O

rganization 
for V

ictim
 A

ssistance; N
O

VA

）
の
講
習
会
﹂
が
き
っ
か
け
で
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
活
動
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
っ
た
（
貴
志 

一
九
九
六
：

七
）。
物
語
の
序
盤
に
、阪
神
淡
路
大
震
災
発
生
直
後
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
と
し
て
現
地
に
赴
い
た
由
香
里
は
、
衝
撃
的
な
事
実
を
目
に

す
る
。﹁
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
道
路
全
体
が
大
波
の
よ
う
に
う
ね
っ
て
﹂

お
り
、
歩
く
の
さ
え
難
渋
す
る
歩
道
で
﹁
真
正
面
か
ら
、
若
い
男
の

乗
っ
た
二
百
五
十
ｃ
ｃ
の
バ
イ
ク
が
走
っ
て
﹂
く
る
。﹁
液
状
化
現

象
で
吹
き
出
し
た
大
量
の
泥
﹂
や
﹁
ペ
ン
シ
ル
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
が
傾

い
て
い
る
様
子
﹂
は
当
時
の
極
限
状
態
の
イ
メ
ー
ジ
を
掻
き
立
て
る

（
貴
志 

一
九
九
六
：
三－

五
）。
実
際
、
著
者
は
阪
神
淡
路
大
震
災

で
被
災
し
て
お
り
、
自
身
の
ビ
ジ
ネ
ス
本
で
あ
る
﹃
エ
ン
タ
テ
イ
ン

メ
ン
ト
の
作
り
方
﹄
で
も
追
憶
し
て
い
る
。
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震
災
で
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
を
発
症
し
た
人
が
今
で
も
そ
の
症
状
に
苦
し
ん
で

い
る
と
い
う
事
例
は
多
い
。

で
は
、
も
し
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
が
生
存
者
を
恨
ん
で
い
る

と
わ
か
っ
た
ら
、
生
存
者
は
ど
の
よ
う
な
行
動
に
出
る
の
だ
ろ
う

か
。
現
実
で
は
決
し
て
起
こ
り
う
る
こ
と
の
な
い
事
象
が
、
小
説
の

世
界
で
は
容
易
に
体
現
さ
れ
る
。
真
部
は
由
香
里
か
ら
﹁
高
野
が
ま

だ
魂
と
な
っ
て
生
き
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
聞
か
さ
れ
、
絶
句

し
、
嗚
咽
す
る
（
貴
志 

一
九
九
六
：
二
八
五
）。﹁﹃
彼
女
を
あ
ん

な
実
験
に
引
き
込
ま
な
け
れ
ば
。
彼
女
が
、
僕
に
好
意
を
抱
い
て

い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
利
用
し
た
り
し
な
け
れ
ば
⋮
⋮
！
﹄﹂（
貴

志 

一
九
九
六
：
三
〇
八
）
と
い
う
真
部
の
心
の
声
か
ら
は
、
真
部

が
今
ま
で
以
上
に
後
悔
に
苛
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

し
か
し
、
高
野
が
イ
ソ
ラ
と
な
っ
て
ま
だ
生
き
て
い
る
と
い
う
事

実
を
知
っ
た
後
も
、
真
部
は
絶
望
せ
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
由
香
里

と
共
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。

﹁
真
部
さ
ん
。
磯
良
が
体
外
離
脱
を
す
る
の
を
、
防
ぐ
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
か
？
﹂（
中
略
）

﹁
可
能
性
は
あ
る
。
体
外
離
脱
に
は
、
幻
覚
剤
が
促
進
作
用

を
示
し
た
。
だ
か
ら
、
そ
れ
と
拮
抗
す
る
よ
う
な
薬
を
投
与
し

て
や
れ
ば
い
い
か
も
し
れ
な
い
。﹂

 

（
貴
志 

一
九
九
六
：
三
一
七
）

志 
一
九
九
六
：
十
一－

十
三
）
報
告
者
は
最
初
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
は
、
由
香
里
の
エ
ン
パ
ス
と
い
う
能
力
の
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に

植
え
付
け
る
た
め
の
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
、
物
語
の
後

半
で
真
部
が
高
野
を
見
捨
て
て
逃
げ
た
こ
と
に
対
し
て
自
責
の
念
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
シ
ー
ン
が
あ
り
、﹁
生
存
者
の
罪
悪
感
﹂
は
こ

の
物
語
の
一
つ
の
テ
ー
マ
と
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
再
考
し
た
。
以
下
は
真
部
の
台
詞
の
抜
粋
で
あ
る
。

﹁
僕
は
高
野
さ
ん
を
見
捨
て
て
、
ひ
と
り
だ
け
逃
げ
出
し
ま

し
た
。（
中
略
）
と
て
も
、
あ
そ
こ
に
は
戻
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

彼
女
は
、
も
う
死
ん
で
い
る
と
思
っ
た
。
実
際
、
ほ
と
ん
ど
即

死
の
状
態
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
で
す
か
ら
⋮
⋮
。
い
や
、
こ
ん

な
の
は
言
い
訳
で
す
ね
﹂（
中
略
）

﹁
僕
は
、
卑
怯
者
で
す
﹂

（
中
略
）

﹁
⋮
⋮
で
も
、
弥
生
さ
ん
は
、
僕
を
恨
ん
で
い
る
こ
と
で
し
ょ

う
ね
﹂

（
貴
志 

一
九
九
六
：
二
八
〇－

二
八
三
）

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
っ
た
自
責
の
念
は
現
実
世
界
で
は
一
生
解
決

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
何
か
悪
い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
り
、
迷
惑

を
か
け
た
り
し
て
も
、
そ
の
人
が
生
き
て
い
れ
ば
謝
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
に
謝
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
東
日
本
大
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て
の
レ
ポ
ー
ト
で
は﹁
被
災
者
の
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
に
は
、仲
間
が
い
る
、

家
族
が
い
る
と
い
っ
た
、
人
の
支
え
が
軸
に
な
る
﹂
と
い
う
こ
と
や

﹁
自
分
の
存
在
意
義
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
た
﹂
こ
と
が
自
立
へ
の
大

き
な
一
歩
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。﹁
生
存
者
の
罪
悪
感
﹂

に
苛
ま
れ
て
い
る
状
況
と
い
う
の
は
す
で
に
死
ん
だ
人
の
こ
と
を
思

い
悩
ん
で
い
る
状
況
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
に
生
き
て
い
る
自
分
や

生
き
て
い
る
仲
間
に
目
を
向
け
さ
せ
る
こ
と
が﹁
生
存
者
の
罪
悪
感
﹂

か
ら
解
放
さ
れ
る
一
歩
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
‐
二　

由
香
里
の
エ
ン
パ
ス

こ
の
節
で
は
、
由
香
里
の
﹁
エ
ン
パ
ス
﹂
に
つ
い
て
詳
し
く
み
て

い
く
。
由
香
里
は
相
手
の
心
か
ら
発
散
さ
れ
る
感
情
の
波
動
を
感
じ

る
エ
ン
パ
ス
で
あ
り
、
い
つ
で
も
好
き
な
時
に
人
の
心
を
読
め
る
テ

レ
パ
ス
で
は
な
い
（
貴
志 

一
九
九
六
：
二
一
）。
作
中
で
は
、﹁
他

者
に
対
す
る
感
情
移
入
の
能
力
が
極
限
に
ま
で
達
し
た
も
の
﹂（
同
：

二
二
）
や
﹁
一
種
の
先
祖
返
り
﹂（
同
：
三
三
七
）
と
あ
り
、
真
部

と
由
香
里
の
会
話
の
中
で
、
エ
ン
パ
ス
に
つ
い
て
詳
し
く
議
論
さ
れ

て
い
る
。感

情
は
、
一
見
非
合
理
的
だ
が
、
実
は
非
常
に
内
的
整
合
性

の
あ
る
合
理
的
な
体
系
を
持
っ
て
い
る
。
ど
う
い
う
刺
激
を
加

え
れ
ば
、
ど
う
い
う
反
応
が
帰
っ
て
く
る
か
は
、
予
測
が
非
常

に
容
易
な
の
だ
。（
中
略
）
感
情
と
い
う
も
の
が
お
互
い
の
共

真
部
は
、
由
香
里
と
共
に
、
高
野
が
自
分
を
殺
そ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
全
力
で
食
い
止
め
よ
う
と
す
る
。
体
外
離
脱
を
防
ぐ
方

法
を
考
え
た
り
、
千
尋
に
接
触
を
試
み
た
り
（
貴
志 

一
九
九
六
：

三
一
八
）
と
、
目
的
の
た
め
に
行
動
し
続
け
て
い
る
。
ラ
ス
ト
シ
ー

ン
手
前
で
は
、
イ
ソ
ラ
は
夜
し
か
体
外
離
脱
で
き
な
い
た
め
、
日
没

ま
で
に
廃
墟
と
な
っ
て
い
る
西
宮
大
学
で
千
尋
を
探
す
こ
と
に
な
る

が
、
由
香
里
に
虚
偽
の
時
刻
を
言
っ
た
り
（
同
：
三
七
一
）、﹁﹁
ど

こ
だ
⋮
ど
こ
だ
⋮
ド
・
コ
・
ダ
？
﹂と
う
わ
言
の
よ
う
に
つ
ぶ
や
い
て
﹂

（
同
）
い
た
り
す
る
な
ど
、
な
り
ふ
り
構
わ
ず
、
半
ば
狂
乱
状
態
で

目
的
を
遂
行
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン

で
真
部
は
自
ら
薬
物
を
投
与
し
半
覚
醒
状
態
に
な
り
、
イ
ソ
ラ
を
受

け
入
れ
た
後
、
自
殺
す
る
。
こ
こ
で
初
め
て
、
真
部
の
本
当
の
目
的

は
高
野
弥
生
と
の
心
中
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
絶
望
せ

ず
、
積
極
的
に
行
動
し
て
い
た
理
由
は
こ
れ
だ
っ
た
の
だ
。
こ
こ
に

真
部
の
自
責
の
念
は
み
ら
れ
な
い
。
真
部
は
今
ま
で
苛
ま
れ
て
き
た

罪
悪
感
を
払
拭
で
き
て
満
足
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
愛
し
て
い
た
由
香

里
を
残
し
て
死
ぬ
こ
と
に
後
悔
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ

と
を
読
者
は
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

﹁
生
存
者
の
罪
悪
感
﹂
は
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
報
わ
れ

る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
破
滅
と
い
う
結
末
を
も
っ
て
し
か
報
わ
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
の
テ
ー
マ
は
人
類
に
と
っ
て
永
遠
の
課
題
で
あ
り
、

乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
テ
ー
マ
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

阪
神
淡
路
大
震
災
の
経
験
に
み
る
社
会
的
弱
者
の
心
の
支
援
に
つ
い
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登
場
人
物
の
性
別
に
反
映
さ
せ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

四
‐
三　
「
風
俗
」
／
性
労
働
に
つ
い
て

ま
ず
、
由
香
里
が
い
わ
ゆ
る
﹁
風
俗
﹂
の
仕
事
に
就
か
ざ
る
を
得

な
く
な
っ
た
経
緯
を
み
て
い
く
。
エ
ン
パ
ス
は
自
分
の
意
思
に
関
係

な
く
発
動
す
る
た
め
、
不
便
で
制
約
の
多
い
能
力
と
な
っ
て
い
る
。

普
段
は
強
す
ぎ
る
感
情
を
読
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
薬
に
よ
っ
て

抑
え
て
お
り
（
貴
志 

一
九
九
六
：
三
二
）、
感
情
を
あ
ま
り
表
に
出

さ
な
い
人
に
対
し
て
は
エ
ン
パ
ス
を
使
え
な
い
と
い
う
描
写
も
あ
る

（
貴
志 

一
九
九
六
：
五
八
・
二
一
二
な
ど
）。

こ
の
エ
ン
パ
ス
の
能
力
は
小
学
校
に
上
が
る
ま
で
は
後
退
し
て

い
た
が
、
中
学
校
に
入
学
す
る
思
春
期
の
頃
に
異
常
な
発
達
を
遂

げ
る
。
そ
の
せ
い
で
、
由
香
里
は
引
き
こ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
あ
る
時
、
エ
ン
パ
ス
に
よ
っ
て
家
族
が
由
香
里
の
こ
と
を
死
ん

で
ほ
し
い
、
厄
介
者
だ
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
た
め
、
家

出
を
決
意
す
る
。
し
か
し
、
貯
金
は
あ
っ
た
も
の
の
、
薬
の
処
方
や

宿
代
、
食
事
代
を
考
え
る
と
ど
う
頑
張
っ
て
も
支
出
が
収
入
を
超
過

し
て
し
ま
う
た
め
、
由
香
里
は
性
風
俗
で
働
く
こ
と
に
な
る
（
貴

志 

一
九
九
六
：
二
五－

三
七
）。

由
香
里
は
性
労
働
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
し
て﹁
そ
う
い
う
の
は
、

自
堕
落
で
、
お
金
さ
え
貰
え
ば
何
で
も
す
る
、
卑
し
い
人
の
す
る
仕

事
だ
と
思
っ
て
い
た
の
﹂（
貴
志 

一
九
九
六
：
三
四
一
）
と
語
っ
て

い
る
。
真
部
と
の
会
話
の
中
で
、
エ
ン
パ
ス
に
よ
っ
て
客
の
感
情
を

通
認
識
に
あ
れ
ば
、
加
害
者
は
、
そ
れ
以
上
争
う
こ
と
な
く
矛

を
収
め
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
お
互
い
の
利
益
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
、ゲ
ー
ム
の
理
論
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

 

（
貴
志 

一
九
九
六
：
三
三
五－

三
三
六
）

つ
ま
り
、
感
情
は
、
そ
れ
自
体
に
は
意
味
が
な
く
、
他
者
へ
の

伝
達
の
た
め
に
進
化
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
感
情
の
本
質
や
存
在

理
由
は
﹃
伝
達
﹄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。（
貴
志 

一
九
九
六
：

三
三
六
）
そ
う
考
え
る
と
、
言
葉
や
ボ
デ
ィ
ラ
ン
ゲ
ー
ジ
が
未
発
達

で
あ
っ
た
我
々
の
先
祖
は
感
情
を
直
接
伝
達
し
て
お
り
、
由
香
里
の

エ
ン
パ
ス
は
そ
う
い
う
意
味
で
﹁
先
祖
返
り
﹂
で
は
な
い
の
か
（
貴

志 

一
九
九
六
：
三
三
七
）、
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ

た
著
者
の
細
部
ま
で
の
こ
だ
わ
り
は
、
物
語
を
よ
り
リ
ア
ル
に
捉
え

さ
せ
て
く
れ
る
。

由
香
里
が
感
情
を
重
視
し
、﹁
感
情
そ
の
も
の
に
は
、
意
味
な
ん
か

全
然
な
く
て
、
他
者
へ
の
伝
達
の
た
め
だ
け
に
進
化
し
て
き
た
っ
て

こ
と
？
﹂（
同
：
三
三
六
）
と
困
惑
を
露
わ
に
す
る
の
に
対
し
て
、
真

部
が
理
知
的
に
由
香
里
の
能
力
を
分
析
す
る
描
写
は
、
あ
る
種
、
男

女
の
考
え
方
の
差
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
生
ま

れ
な
が
ら
に
女
性
は
感
情
的
で
、
男
性
は
理
性
的
だ
と
す
る
根
拠
は

な
い
。
脳
科
学
的
に
み
て
も
そ
う
い
っ
た
性
差
は
神
話
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
（
澤
田
、
佐
藤 

二
〇
一
六
）。
著
者
で
あ
る
貴
志
は
、
こ
の

よ
う
な
社
会
的
に
作
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
を
上
手
く
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夜
の
街
で
働
く
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
流
れ
は
現
代
社
会
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。
特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｂ
Ｏ
Ｎ
Ｄ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
橘
氏

は
家
出
少
女
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
﹁
彼
女
た
ち
は
言
う
ん
で
す
。

（
泊
め
男
は
）
気
持
ち
悪
い
し
嫌
だ
け
ど
、
自
分
と
同
じ
雰
囲
気
が

す
る
っ
て
。
寂
し
い
大
人
だ
っ
て
思
う
と
共
感
し
て
し
ま
う
そ
う
で

す
﹂
と
語
る
（
東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン
﹁﹃
＃
家
出
少
女
﹄
に
群
が

る
＂
泊
め
男
＂
の
恐
ろ
し
い
実
態
﹂）。
も
ち
ろ
ん
、﹁
泊
め
男
﹂
と

性
風
俗
を
利
用
し
て
い
る
男
と
で
は
差
は
あ
る
も
の
の
﹁
寂
し
い
人

た
ち
﹂
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
本
著
で
は
﹁
性
風
俗
﹂﹁
風

俗
﹂
と
い
う
単
語
は
一
度
も
出
て
い
な
い
。
報
告
者
は
、
今
ま
で
の

議
論
か
ら
、
著
者
が
風
俗
を
﹁
悩
み
を
抱
え
て
い
る
寂
し
い
大
人
を

癒
す
も
の
﹂
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
な

ら
ば
、
性
風
俗
で
働
い
て
い
る
人
は
誰
が
癒
や
し
て
く
れ
る
の
だ
ろ

う
か
。﹁
こ
れ
ま
で
、
彼
女
は
大
勢
の
男
た
ち
の
心
を
癒
し
て
き
た
。

だ
が
、
彼
女
の
心
を
癒
し
て
く
れ
る
人
間
は
、
一
人
も
い
な
か
っ
た

の
だ
﹂（
貴
志 

一
九
九
六
：
三
四
七
）
由
香
里
は
真
部
に
自
分
の
生

い
立
ち
を
全
て
告
白
し
、
真
部
が
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
と
、﹁
彼
な

ら
ば
、
由
香
里
を
癒
し
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
﹂（
同
）
と
思
っ

て
い
る
。﹁
悩
み
を
告
白
し
、
受
け
入
れ
て
も
ら
う
﹂
こ
と
は
由
香

里
が
普
段
風
俗
で
し
て
い
た
こ
と
を
真
部
に
た
だ
さ
れ
た
だ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
由
香
里
も
﹁
悩
み
を
抱
え
て
い
る
寂
し
い
大
人
﹂

で
あ
り
、
自
分
を
受
け
入
れ
て
ほ
し
い
と
願
う
た
だ
の
人
間
で
あ
っ

た
の
だ
。
常
に
人
間
は
﹁
誰
か
に
受
け
入
れ
て
も
ら
い
た
い
﹂
と
い

読
み
取
る
こ
と
に
対
し
て
﹁
心
ま
で
汚
さ
れ
て
し
ま
う
と
思
っ
て
、

怯
え
て
た
﹂（
同
：
三
四
二
）
と
話
し
て
い
る
。
し
か
し
、
エ
ン
パ

ス
に
よ
っ
て
読
み
取
っ
た
感
情
は
由
香
里
が
想
像
し
て
い
た
も
の
と

全
く
逆
の
も
の
だ
っ
た
。

﹁
わ
た
し
は
そ
れ
ま
で
、
あ
あ
い
う
と
こ
ろ
に
来
る
男
の
人

な
ん
て
、心
の
中
が
汚
れ
き
っ
た
人
だ
っ
て
思
っ
て
た
の
。（
中

略
）で
も
、そ
れ
が
違
う
っ
て
わ
か
っ
た
だ
け
で
も
意
味
が
あ
っ

た
わ
。
街
を
歩
い
て
い
る
、
ご
く
普
通
の
人
だ
っ
て
。
そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
普
段
の
生
活
の
中
で
満
た
さ
れ
な
い
思
い
を
抱
い
て

い
る
、
寂
し
い
人
た
ち
だ
っ
た
の
よ
。

み
ん
な
、
頭
の
中
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
望
を
持
っ
て
い
た
わ
。

（
中
略
）
で
も
、
ほ
と
ん
ど
の
人
た
ち
は
、
内
気
す
ぎ
て
そ
れ

を
口
に
出
せ
な
か
っ
た
り
、
そ
の
こ
と
で
、
過
去
に
す
ご
く
傷

つ
い
た
経
験
を
持
っ
て
た
り
し
て
⋮
⋮
﹂

 

（
貴
志 

一
九
九
六
：
三
四
二－
三
四
三
）

い
つ
し
か
、
由
香
里
の
仕
事
は
性
風
俗
に
来
る
男
の
人
た
ち
に
、

そ
れ
ぞ
れ
の
悩
み
に
即
し
た
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
る
セ
ラ
ピ
ス
ト
の

よ
う
な
仕
事
と
し
て
確
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
現
代
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
二
点
考
察
す
る
。
一
点
目

は
、
風
俗
産
業
の
機
能
に
つ
い
て
で
あ
る
。
十
代
の
女
性
が
、
な
ん

ら
か
の
原
因
で
不
登
校
に
な
り
、
家
族
に
虐
げ
ら
れ
、
家
出
し
て
、
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か
わ
い
そ
う
な
被
害
者
な
の
か
﹄）

と
述
べ
て
い
る
。
家
族
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
思
っ
て
家
を
出

た
里
奈
も
、
由
香
里
と
同
じ
よ
う
に
仕
事
に
対
す
る
信
念
や
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
。
風
俗
で
働
い
て
い
る
こ
と
は
﹁
世

間
的
に
は
、
胸
を
張
っ
て
言
え
る
よ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
﹂（
貴

志 

一
九
九
六
：
三
四
六
）
と
由
香
里
は
言
う
。
し
か
し
、
そ
こ
で
働

い
て
い
る
人
た
ち
に
は
そ
の
人
な
り
の
思
い
が
あ
る
。
女
性
か
ら
も

男
性
か
ら
も
﹁
風
俗
で
働
く
人
は
か
わ
い
そ
う
な
被
害
者
だ
﹂
と
い

う
偏
見
は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
実
態
は
、
そ
う
い
っ
た
偏
見

を
意
に
も
介
さ
な
い
よ
う
な
風
俗
で
働
く
人
な
り
の
生
き
方
が
あ
る

の
だ
。
そ
こ
に
は
女
性
の
強
か
さ
や
逞
し
さ
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。

文
献

Ｂ
Ｒ
Ａ
Ｉ
Ｎ　

Ｃ
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｉ
Ｃ
﹁
Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
（
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
障
害
）

と
は
？
症
状
や
き
っ
か
け
、
原
因
に
つ
い
て
﹂https://tokyo-brain.clinic/

psychiatric-illness/ad/1245

（
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
八
月
一
三
日
）。

女
子
Ｓ
Ｐ
Ａ
！
﹁
夜
の
街
で
生
き
抜
く
家
出
少
女
た
ち
は
、
か
わ
い
そ
う
な
被

害
者
な
の
か
（
二
〇
二
〇
年
一
月
六
日
）﹂https://joshi-spa.jp/974934

（
最

終
閲
覧
二
〇
二
二
年
八
月
一
三
日
）。

貴
志
祐
介
、
一
九
九
六 ﹃
十
三
番
目
の
人
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
Ｌ
Ａ
﹄、
角
川
書
店
。

―
―
―
―
、
二
〇
一
七 ﹃
エ
ン
タ
テ
イ
ン
メ
ン
ト
の
作
り
方
―
―
売
れ
る
小
説
は

こ
う
書
く
―
―
﹄、
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
。

う
承
認
欲
求
を
持
っ
て
い
る
。
泊
め
男
の
例
も
、
性
風
俗
も
、
体
を

受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
で
誰
も
が
自
分
の
胸
の
内
に
抱
え
て
い
る

寂
し
さ
を
紛
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
点
目
は
女
性
側
と
男
性
側
、
両
者
か
ら
み
る
風
俗
へ
の
偏
見
で

あ
る
。
家
庭
内
不
和
で
家
出
を
し
た
由
香
里
だ
が
、
本
著
で
は
被
害

者
や
か
わ
い
そ
う
な
子
と
し
て
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
千
尋
の
多
重

人
格
の
こ
と
を
野
村
に
聞
こ
う
と
す
る
好
奇
心
や
勇
気
、
イ
ソ
ラ
を

調
査
し
よ
う
と
す
る
行
動
力
、
そ
し
て
﹁
わ
た
し
は
、
世
間
か
ら
ど

う
見
ら
れ
よ
う
と
、
自
分
の
仕
事
に
誇
り
を
持
っ
て
き
た
わ
。﹂（
貴

志 

一
九
九
六
：
三
四
六
）
と
い
う
由
香
里
の
発
言
か
ら
は
仕
事
へ

の
熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
由
香
里
は
二
十
歳
に
し
て
自

分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
信
念
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ

ろ
う
。
雑
誌
﹃
女
子
Ｓ
Ｐ
Ａ
！
﹄
の
記
事
に
よ
る
と
、
家
出
少
女
で

売
春
を
し
て
生
活
を
し
て
い
た
﹁
里
奈
﹂
は

自
分
た
ち
は
お
金
で
買
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹃
売
っ

て
や
っ
て
い
る
﹄、
女
の
性
を
売
る
の
は
生
き
る
た
め
の
戦
略

で
、
そ
れ
を
選
ぶ
か
選
ば
な
い
か
は
﹃
女
の
自
由
﹄

（
中
略
）

そ
う
や
っ
て
、
選
択
的
に
自
由
を
得
て
い
る
か
ら
、
自
由
と

不
自
由
の
天
秤
の
バ
ラ
ン
ス
が
と
れ
て
い
れ
ば
、
被
害
者
で
は

な
い
。

（
女
子
Ｓ
Ｐ
Ａ
！
﹃
夜
の
街
で
生
き
抜
く
家
出
少
女
た
ち
は
、
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市
川
明
日
美
ほ
か
﹁
阪
神
淡
路
大
震
災
の
経
験
に
み
る
社
会
的
弱
者
の
心
の

支
援
﹂﹃
国
際
文
化
ジ
ャ
ー
ナ
ル
﹄
十
六
号
、https://w

w
w.w

orld.ryukoku.
ac.jp/~fum

is96/docs/05sem
rep.pdf

（
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
八
月
一
三
日
）。

澤
田
玲
子
・
佐
藤
弥
、
二
〇
一
六
﹁
男
脳
ｖ
ｓ
女
脳
？
―
―
感
情
処
理
に
お
け

る
行
動
と
脳
の
性
差
﹂﹃
心
理
学
ワ
ー
ル
ド
﹄（
七
五
）
日
本
心
理
学
会
。

東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン
﹁｢
＃
家
出
少
女｣

に
群
が
る
＂
泊
め
男
＂
の
恐
ろ
し
い
実

態
（
二
〇
一
九
年
一
二
月
一
四
日
）﹂https://toyokeizai.net/articles/-/319675

（
最
終
閲
覧
二
〇
二
二
年
八
月
一
三
日
）。


