
『
新
生
』

「
仮
面
の
告
白
』

と

ー
ー
ー
藤
村
と
三
島
に
み
る
「
宿
命
」
と
「
告
白
」
の
あ
わ
い
|
|
|

は
じ
め
に

島
崎
藤
村
と
三
島
由
紀
夫
。
乙
の
二
人
を
並
べ
る
こ
と
自
体
、
奇
異
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
明
治
か
ら
昭
和
ま
で
息
の
長
い
活
動
を
し
た
自
然
主
義
の
巨

人
・
藤
村
と
、
戦
後
に
登
場
し
、
私
小
説
の
対
極
に
あ
る
虚
構
を
書
き
続
け
、
自

決
し
た
三
島
。
謹
厳
居
士
と
、
映
画
出
演
や
ボ
デ
ィ
ビ
ル
に
ま
で
手
を
そ
め
た
派

一
方
が
、

手
な
活
動
家
。

一
高
の
受
験
に
失
敗
し
て
政
治
家
へ
の
道
を
断
念
し
、

さ
ら
に
志
し
た
実
業
を
や
め
て
文
学
を
選
ん
だ
の
に
対
し
、
一
方
は
、
学
習
院
高

等
科
を
首
席
で
卒
業
し
て
天
皇
か
ら
金
時
計
を
拝
受
し
、
東
京
帝
大
法
学
部
を
卒

業
後
、
大
蔵
官
僚
に
な
り
、
自
ら
の
意
思
で
役
人
を
や
め
て
作
家
生
活
に
入
っ
た
。

自
然
の
厳
し
い
北
信
州
の
出
身
者
と
、
東
京
人
。
幼
時
か
ら
家
族
と
離
れ
て
他
人

の
釜
の
飯
を
喰
っ
た
藤
村
と
、
お
坊
ち
ゃ
ま
と
し
て
祖
母
に
溺
愛
さ
れ
て
育
っ
た

「
黙
し
が
ち
な
唇
」
と
自
ら
言
う
よ
う
に
、
重
く
、
粘
り
づ
よ
く
、
ま
わ

り
く
ど
い
文
体
の
藤
村
と
、
あ
ふ
れ
で
る
言
葉
が
時
に
装
飾
過
多
と
評
さ
れ
る
、

三
島
。

華
麗
な
文
体
の
三
島
。
l
|
全
く
、
相
反
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

だ
が
、
乙
の
二
人
は
、
意
外
に
相
似
し
た
精
神
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
特
に

「
宿
命
」
へ
の
思
い
と
「
告
白
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
注
視
す
べ
き
も
の
が
あ

有

フE

由
巾，a1
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子

り
、
二
人
の
作
家
を
比
較
す
る
こ
と
は
、
十
分
有
意
義
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

そ
こ
で
、
比
較
分
析
の
端
緒
と
し
て
、
ま
ず
本
稿
で
は
、
ニ
作
家
の
作
品
の
う
ち

『
新
生
』
と
『
仮
面
の
告
白
』
を
取
り
上
げ
て
、

「
宿
命
」
と
「
告
白
」
の
あ
り

方
を
探
っ
て
い
く
。
中
年
期
と
青
年
期
と
、
執
筆
の
時
期
乙
そ
異
な
る
が
、
こ
の

作
品
を
書
き
、

「
告
白
」
す
る
乙
と
で
、
二
人
の
作
家
は
人
生
最
大
の
危
機
を
何

戸
川

u
n
D
 

と
か
切
り
抜
け
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

『
新
生
』
は
、
大
正
七
(
一
九
一
八
)
年
五
月
一
日

1
一
O
月
五
日
(
第
一
巻
)
、

八
(
一
九
一
九
)
年
四
月
二
七
日

1
一
O
月
一
一
一
一
一
日
(
第
二
巻
)
、

「
墓
尽
朝
日
新
聞
」

に
連
載
さ
れ
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
姪
の
こ
ま
子
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
を
大
胆
に
告

白
し
た
小
説
で
あ
る
。
材
料
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
捨
選
択
が
行
わ
れ
た
よ

う
だ
が
、
少
な
く
と
も
事
実
関
係
に
お
い
て
は
、
作
中
の
岸
本
の
行
動
と
現
実
の

藤
村
の
評
伝
的
事
実
と
は
、
完
全
に
一
致
す
る
。
こ
の
告
自
に
あ
た
っ
て
、
藤
村

は
、
文
壇
か
ら
追
放
さ
れ
て
「
社
会
的
に
葬
ら
る
〉
」
乙
と
も
覚
悟
し
て
い
た
と

い
う
が
、
実
際
に
は
、
周
囲
か
ら
誠
実
な
憤
悔
の
書
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
彼
の
文
名
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
た
。
そ
の
一
方
、
芥
川
の
「
老
猶
な



る
偽
善
者
」
と
い
う
有
名
な
評
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
発
表
当
初
か
ら
激
し
い
批

判
も
あ
り
、
融
制
誉
褒
庇
の
甚
だ
し
い
作
品
で
も
あ
?
た
。

乙
の
作
品
に
対
す
る
最
も
痛
烈
な
批
判
者
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
平
野
謙
で

あ
(
生
平
野
は
、
藤
村
が
『
新
生
』
を
書
い
た
意
図
は
「
恋
愛
か
ら
の
自
由
と
金

銭
か
ら
の
自
由
」
に
あ
る
と
し
、

『
新
生
』
は
「
純
正
な
芸
術
作
品
」
と
し
て
の

自
立
性
を
欠
い
て
い
る
と
断
じ
た
。
こ
の
平
野
の
「
新
生
論
」
に
対
す
る
反
論
も

ま
た
出
現
し
て
は
い
る
。
藤
村
と
作
中
の
主
人
公
岸
本
と
を
峻
別
し
て
い
な
い
、

作
品
の
芸
術
性
を
見
て
い
な
い
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
野
の
読
み

は
、
今
日
で
も
な
お
説
得
力
を
失
っ
て
い
な
い
し
、

『
新
生
』
読
解
の
ヒ
ン
ト
を

与
え
つ
"
つ
け
て
く
れ
る
。
作
者
が
自
分
を
モ
デ
ル
に
し
て
告
白
し
た
『
新
生
』
の

よ
う
な
タ
イ
プ
の
作
品
で
は
、
作
品
自
体
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
詳
読
す
る
と
と
も

に
、
作
者
自
身
を
そ
れ
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な

読
み
が
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
の
平
野
は
、

『
新
生
』
の
テ
l
マ
を
、
宿

命
の
自
覚
と
そ
れ
に
対
す
る
た
た
か
い
と
遁
走
に
見
て
い
る
。

そ
こ
で
、
以
下
、

し
ば
ら
く
『
新
生
』
に
お
け
る
「
宿
命
」
の
あ
り
方
を
見
て
み
た
い
。

妻
の
園
子
に
先
立
た
れ
、
四
人
の
子
供
の
世
話
や
労
作
に
追
わ
れ
、
中
年
の
作

家
岸
本
は
強
い
倦
怠
感
を
お
ぼ
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
家
事
の
手
伝
い
に
来
て

い
た
姪
の
節
子
が
、
岸
本
に
母
に
な
っ
た
乙
と
を
告
げ
る
。
二
人
の
関
係
が
暴
露

さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
お
び
え
た
岸
本
は
、
単
身
フ
ラ
ン
ス
へ
逃
れ
て
い
く
。

こ
れ
が
第
一
巻
半
ば
あ
た
り
ま
で
の
概
要
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
指
摘

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
岸
本
と
節
子
の
関
係
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど

不
明
で
あ
る
。
岸
本
中
心
の
視
点
で
あ
る
た
め
、
節
子
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
か
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
仕
方
が
な
い
と
し
て
、
岸
本
自
身
の

口
か
ら
も
、
節
子
と
の
関
係
の
詳
細
は
語
ら
れ
な
い
。
花
袋
が
、
そ
れ
を
読
ん
で

「
島
崎
君
が
自
殺
す
る
」
と
心
配
し
た
と
い
う
、
第
一
巻
一
三
章
で
、
唐
突
に
節

子
の
妊
娠
が
告
げ
ら
れ
、
物
語
は
、
岸
本
と
節
子
の
関
係
は
自
明
の
こ
と
と
し
て

展
開
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

岸
本
は
、
妻
に
先
立
た
れ
た
あ
と
、
再
婚
の
話
を
断
り
つ
帆
つ
け
て
、
四
人
の
子

供
を
育
て
て
き
た
。
そ
の
不
自
由
な
独
身
生
活
の
手
伝
い
に
来
て
く
れ
た
姪
と
関

係
を
も
っ
て
し
ま
う
わ
け
だ
が
、
な
ぜ
再
婚
し
な
い
の
か
に
つ
い
て
、
彼
は
、
妻

「
十
二
年
も
か
〉
っ
て
、
漸
く
自
分
の
妻
と
ほ
ん
た
う
に
心
の
顔

「
両
性
の
相
魁
す
る

の
生
存
中
に
、

を
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
や
う
」
な
家
庭
生
活
を
送
り
、

や
う
な
家
庭
」
に
懲
り
、

「
独
身
は
彼
に
取
っ
て
女
人
に
対
す
る
一
種
の
復
離
を

意
味
し
て
居
た
。
伎
は
愛
す
る
こ
と
を
す
ら
恐
れ
る
や
う
に
成
っ
た
。
愛
の
経
験

き
ず
つ

は
そ
れ
ほ
ど
深
く
彼
を
傷
け
た
」
(
一
ー
ー
八
)
か
ら
だ
と
説
明
す
る
。
妻
の
園
子
と

の
十
二
年
間
の
葛
藤
に
よ
っ
て
、
家
庭
生
活
に
不
信
感
を
も
っ
た
と
い
う
の
で
あ

一部ー

る
。
さ
ら
に
、
青
年
時
代
の
勝
子
と
の
恋
愛
と
、
彼
女
が
別
の
男
性
に
嫁
ぎ
、
死

「
彼
が
男
女
の
煩
ひ
か
ら
離
れ
よ
う
/
¥
と
し
た
の

去
し
た
乙
と
を
回
想
し
て
、

も
、
自
分
の
方
へ
近
づ
い
て
来
る
女
性
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
も
、
そ
し
て
自
分

一
人
に
生
き
よ
う
と
し
た
の
も
|
|
す
べ
て
は
皆
一
生
の
中
の
最
も
感
じ
易
く
最

も
心
の
柔
か
な
年
頃
に
受
け
た
苦
い
愛
の
経
験
に
根
、
ざ
し
た
の
で
あ
っ
た
」
(
一

ー
一
二
六
)
と
も
考
え
る
。
青
春
期
と
家
庭
生
活
に
お
け
る
苦
い
愛
の
経
験
か
ら
、

「
女
性
を
軽
蔑
す
る
や
う
な
」

「
多
く
の
場
合
に
」

「
女
性
に
冷
淡
」
で
あ
り
、

「
性
分
」
(
一
ー
一
五
)
を
も
ち
、

「
実
際
岸
本
は
女
性
と
い
ふ
も
の
か
ら
煩
は
さ

れ
ま
い
と
し
て
青
年
時
代
か
ら
そ
の
日
ま
で
歩
き
続
け
て
来
た
や
う
な
男
」
(
一

|
七
七
)
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
石
↑
ま
た
、
三
年
間
の
フ
ラ
ン
ス
生
活
の
末
に
、

「
も
と
/
¥
彼

新
生
の
た
め
の
再
婚
を
決
意
し
て
帰
国
の
途
に
つ
い
た
岸
本
は
、

の
独
身
は
深
く
女
性
を
厭
ふ
と
こ
ろ
か
ら
来
て
居
た
。
彼
の
や
う
に
女
性
を
厭
ひ



な
が
ら
、
彼
の
や
う
に
女
性
を
求
め
ず
に
は
居
ら
れ
な
か
っ
た
と
は
」
(
二
|
八
)

と
慨
嘆
す
る
。
要
す
る
に
、
彼
は
過
去
の
経
験
に
よ
り
異
性
の
愛
情
が
信
じ
ら
れ

ず
、
そ
の
た
め
に
女
性
を
肉
体
的
に
も
強
く
遠
ざ
け
て
き
た
と
言
う
の
だ
。

だ
が
、
壮
年
の
健
康
な
男
性
が
女
性
を
求
め
る
こ
と
は
、
肉
体
的
に
も
精
神
的

に
も
当
然
で
は
あ
る
ま
い
か
。
乙
乙
ま
で
女
性
を
蔑
視
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
を

強
調
さ
れ
る
と
、

「
彼
は
現
世
に
縛
ら
れ
」

「ポ
1
ズ
に
恕
か
れ
て
お
り
」
、
知

ら
な
い
女
性
に
対
し
て
は
「
自
分
の
ポ
1
ズ
を
突
き
ぬ
け
て
失
敗
す
る
か
も
知
れ

ぬ
口
説
に
の
り
だ
す
だ
け
の
勇
気
が
な
い
の
だ
。
肉
親
の
女
に
は
そ
の
障
壁
が
な

い
の
で
藤
村
は
ポ
l
ズ
を
崩
す
怖
れ
な
し
に
か
な
り
自
由
に
又
自
然
に
ポ
l
ズ
か

ら
情
欲
へ
移
行
す
る
こ
と
が
出
来
易
か
っ
た
の
だ
と
思
う
」
(
デ
カ
ダ
ン
文
学
論
)

と
い
う
坂
口
安
吾
の
評
が
生
き
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
第
二
巻
で
は
、

「
現
実
を

厭
ひ
果
て
る
や
う
に
成
っ
た
も
の
が
悲
痛
な
心
で
堕
ち
て
行
っ
た
デ
カ
ダ
ン
の
生

活
(
略
)
の
中
に
咲
い
た
罪
の
筆
の
や
う
に
節
子
を
考
へ
る
や
う
に
成
っ
た
」
(
七

ニ
)
と
も
言
っ
て
い
る
。
岸
本
は
、
現
実
を
厭
い
、

の
意
味
あ

「
一
一
躍
の
復
簡
」

い
を
乙
め
て
女
性
を
嫌
い
、
遠
ぎ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

で
は
、

一
体
な
ぜ
、
岸

本
が
節
子
と
の
関
係
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
作
中
に
書
か
れ
た
事
項
か
ら
合

理
的
な
説
明
を
求
め
る
と
、
そ
う
し
て
、
あ
ま
り
に
抑
圧
さ
れ
た
性
的
な
欲
求
が
、

手
近
に
い
た
姪
に
向
か
っ
て
逝
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
る
の
が
、
自
然
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
岸
本
自
身
は
、
節
子
と
の
関
係
の
生
起
が
、
そ
の
よ
う
に
自
ら
の
抑

圧
の
強
さ
の
あ
ま
り
だ
と
は
思
わ
な
い
。
単
行
本
に
な
る
に
際
し
て
削
除
さ
れ
た

章
だ
け
に
、
よ
け
い
に
、
彼
の
原
初
的
な
思
い
が
分
か
る
箇
所
な
の
だ
が
、
岸
本

「
も
と
/
¥
近
い
血
族
の
異
性
に
誘
惑
さ
れ
易
い
や
う
な
罪
の
深
い
性
分
に

生
れ
つ
い
た
の
で
は
な
い
か
」
(
初
出
一

l
l
八
O
)と
考
え
る
の
で
あ
る
。
自
己
が

はあ
ま
り
に
女
性
応
対
し
て
性
歓
を
抑
圧
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
認
識
す
る

の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
性
分
」
と
し
て
イ
ン
セ
ス
ト
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
と
考

え
る
の
だ
。
「
性
分
」
で
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
、
個
人
の
責
任
の
範
鴎
の
外
で

つ
ま
り
、
生
得
的
に
そ
の
よ
う
に
「
生
ま
れ
つ
い
た
」
と
、
受
身
的
に
、

あ
る
。

節
子
と
の
事
件
を
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

こ
の
こ
と
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
、
岸
本
が
、
ハ
え
の
こ
と
を
思
い
出
し
た

こ
と
と
も
関
連
す
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
の
蟻
悔
の
日
々
の
中
で
、
岸
本
は
、
自
分
と

同
じ
よ
う
に
憂
霞
な
性
質
を
も
っ
た
父
の
奇
行
な
生
涯
を
思
い
出
し
、
幼
い
子
供

の
時
代
に
戻
っ
て
、
父
に
「
心
の
苦
痛
」
を
訴
え
た
い
と
願
う
。
こ
れ
ら
の
父
に

関
す
る
記
憶
は
、
彼
が
「
長
い
冬
龍
り
」
か
ら
抜
け
出
し
、
「
お
前
も
支
度
し
た

ら
可
い
で
は
な
い
か
」
と
帰
国
を
促
す
声
を
き
く
契
機
と
も
な
る
。
伎
は
、
数
奇

な
生
涯
を
送
っ
た
父
が
、
自
分
と
閉
じ
様
な
憂
欝
な
性
格
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を

想
起
し

「
岸
本
の
半
生
の
悩
ま
し
か
っ
た
や
う
に
、
父
も
ま
た
悩
ま
し
い
生
涯

-87-

を
送
っ
た
人
で
あ
っ
た
」
(
一

l
一
一
一
二
)
た
め
に
、
父
に
心
を
訴
え
る
こ
と
で
、

な
ぐ
さ
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
第
一
巻
で
の
父
の
記
憶
は
、

第
二
巻
の
終
わ
り
近
く
に
な
っ
て
、
兄
の
民
助
が
、
岸
本
に
、
ハ
メ
の
お
こ
し
た
事

件
を
語
る
場
面
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

民
助
に
言
は
せ
る
と
、
あ
れ
ほ
ど
道
徳
を
や
か
ま
し
く
言
っ
た
父
で
も
誘
惑

に
は
勝
て
な
か
っ
た
や
う
な
隠
れ
た
行
為
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
同
族
の

聞
に
起
っ
て
来
た
出
来
事
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。

『
俺
は
今
ま
で
斯
様
な
乙
と
を
口
に
出
し
た
こ
と
も
無
い
。
』
と
民
助
は

弟
を
前
に
置
い
て
、
最
早
乙
の
世
に
居
な
い
父
の
道
徳
上
の
欠
陥
が
末
子
の

岸
本
に
ま
で
伝
は
り
遺
っ
て
居
る
の
を
悲
し
む
か
の
や
う
な
口
調
で
言
っ
た
。

(
二
|
一
三
四
)

旧
家
に
お
い
て
、
そ
の
名
門
意
識
や
大
家
族
制
の
弊
と
し
て
、
血
族
結
婚
が
繰



り
返
さ
れ
る
こ
と
は
、
ま
ま
あ
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
結
果
、
類
廃
し
た
性

関
係
も
結
ぼ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
岸
本
は
、
民
助
か
ら
、
同
族
と
の
聞
に
お
き

た
父
の
性
的
事
件
を
聞
く
の
だ
が
、
そ
こ
で
「
最
早
乙
の
世
に
居
な
い
父
の
道
徳

上
の
欠
陥
が
末
子
の
岸
本
に
ま
で
伝
は
り
遣
っ
て
居
る
の
を
悲
し
む
か
の
や
う
な

口
調
で
言
っ
た
」
と
表
現
す
る
。
乙
れ
は
、
非
常
に
巧
妙
な
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。

「
父
の
道
徳
上
の
欠
陥
が
末
子
の
岸
本
に
ま
で
伝
は
り
遣
っ
て
居
る
」
と
考
え
た

の
は
書
き
手
の
岸
本
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
民
助
の
考
え
で
あ
り
、

客
観
的
な
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
読
み
手
に
は
伝
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

岸
本
は
、
第
一
巻
に
フ
ラ
ン
ス
で
父
を
想
起
し
た
乙
と
を
書
い
て
い
た
。
と
す
る

と
、
第
二
巻
二
ニ
四
章
の
こ
の
時
点
で
長
兄
か
ら
父
の
事
件
を
聞
き
、
第
一
巻
の

末
尾
に
父
を
回
想
し
た
事
を
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

実
際
に
、

フ
ラ
ン
ス
で
亡
き
父
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
に
せ
よ
、
作
品
『
新
生
』

の
中
で
は
、
同
践
の
女
性
・
節
子
と
関
係
を
も
っ
て
し
ま
っ
た
乙
と
を
、
民
助
の

言
葉
と
あ
わ
せ
、
預
廃
し
た
旧
家
の
血
に
よ
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
。
節
子
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
は
、
(
恐
ら
く
、
遺
伝
的
に
、
と
岸
本
は
言
い
た
い

の
か
も
し
れ
な
い
て
父
と
同
じ
陥
昇
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
「
宿
命
」
と
し

て
、
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
訂
↑

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
も
の
と
と
を
「
宿
命
」
と
し
て
、
あ
る
い
は
「
運
命
」

『
新
生
』
の
そ
こ
乙
乙
に
散
見
さ
れ

と
し
て
、
受
動
的
に
受
け
取
る
あ
り
方
は
、

る。
例
え
ば
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
最
初
に
節
子
と
関
係
を
持
っ
た
理
由
は
語
ら
れ

な
い
の
だ
が
、
帰
国
後
、
「
口
に
も
言
へ
な
い
や
う
な
姪
の
様
子
は
其
時
不
思
議

な
力
で
岸
本
を
ひ
き
つ
け
」
(
傍
点
引
用
者
・
以
下
同
じ
)
(
二
|
三
二
、
ほ
と
ん

ど
衝
動
的
に
接
吻
を
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
て
、
躍
り
が
戻
る
と
、

ご
度
恐
ろ

し
い
火
傷
を
し
た
悲
痛
な
経
験
の
あ
る
も
の
が
今
一
度
火
の
中
へ
巻
き
込
ま
れ
て

行
っ
た
」
(
二

l
三
七
)
と
思
う
の
で
あ
る
。
苛
烈
な
経
験
を
し
た
も
の
が
、
そ
れ

を
自
分
が
な
し
た
乙
と
と
は
思
え
ず
、
運
命
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
と
し
か
考
え
ら

れ
ぬ
様
子
が
よ
く
害
か
れ
て
い
る
。
だ
が
、

乙
の
受
動
的
表
現
は
、
本
当
に
正
確

な
の
だ
ろ
う
か
。
節
子
と
の
接
吻
は
、
た
と
え
本
人
に
「
不
思
議
な
力
」
に
よ
る

も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
明
ら
か
に
岸
本
が
自
ら
成
し
た
こ
と
な
の
で

あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
作
中
で
表
現
さ
れ
て
い
る
、
乙
の
受
動
性
は
何
を
意

味
す
る
の
か
。

ま
た
、
節
子
と
の
事
件
、
が
明
る
み
に
で
る
こ
と
を
お
そ
れ
、
岸
本
は
遠
く
フ
ラ

「
眼
に
見
え
な
い
不
可
抗
な
力
に
で
も

ン
ス
へ
出
奔
す
る
が
、
そ
の
旅
立
ち
は
、

押
だ
さ
れ
る
や
う
に
し
て
故
国
か
ら
離
れ
て
来
た
」
(
一
ー
ー
五
六
)
と
受
動
的
な
も

の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
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(
一
二
七
)
、

そ
の
一
方
、
岸
本
は
、

「
ど
う
か
し
て
自
分
を
教
は
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
時
に
節
子
を
も
。

「
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」

「
早
く
こ
の
家
を
畳
ま
ね
ば
成
ら
ぬ
。
新
し
い

家
の
方
へ
節
子
を
隠
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
」
(
三
四
)
と
い
う
強
い
意
志
の
も
と
、
着
々

と
、
綿
密
に
出
国
の
準
備
を
進
め
て
い
く
。
乙
う
い
っ
た
意
志
や
行
為
と
、
受
動

又
た
泉
太
や
繁
を
も
」
(
二
八
)
、

的
な
認
識
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
の
帰
国
の
途
に
際

『
還
る
の
を
赦
さ
れ
る
の
だ
』
(
ニ

l
一
)
と
思
い
、

し
で
も
、

コ
ニ
年
前
、
半
死

の
岸
本
の
耳
に
一
傑
の
活
路
を
き
〉
や
い
て
呉
れ
た
海
は
、
も
う
一
度
故
国
の
方

へ
と
彼
を
呼
ぶ
や
う
に
成
っ
た
」
(
一

O
)、
「
も
う
一
度
乙
の
甲
板
の
上
に
立
た

せ
ら
れ
た
自
分
そ
の
も
の
を
不
思
議
に
さ
へ
思
っ
た
」
(
一
一
一
)
と
想
起
す
る
。
レ

ト
リ
ッ
ク
だ
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
乙
乙
で
も
受
け
身
的
な
表
現

が
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
、

「
遠
い
島
に
で
も
流
会
れ
た
人
の
や
う

に
自
分
の
境
涯
を
よ
く
誓
へ
て
見
た
岸
本
は
、
自
分
で
自
分
の
手
錠
を
解
き
腰
縄



を
解
く
思
ひ
を
し
て
、
倍
し
い
自
責
の
生
活
か
ら
離
れ
よ
う
と
し
て
居
た
」
(
一
)

の
で
あ
り
、
回
生
を
望
み
、

「
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
と
い
う
思
い
か
ら
、
自

ら
帰
国
を
決
心
し
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

引
越
の
場
面
も
同
様
で
あ
る
。
兄
た
ち
と
住
ん
で
い
た
高
輪
の
家
か
ら
、
兄
一

家
が
谷
中
に
移
り
、
岸
本
一
家
は
愛
宕
下
の
下
宿
屋
で
不
安
定
な
生
活
を
始
め
る
。

作
中
で
描
か
れ
る
数
度
の
引
越
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
平
野
謙
が
考
証
し
て
い
る

と
お
り
、
節
子
と
岸
本
と
の
関
係
の
変
化
に
連
動
し
て
お
り
、
岸
本
自
身
が
画
策

し
て
い
た
乙
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
、
岸
本
は
、
作
中
で
は
、
「
泉
太
や
繁

の
た
め
か
ら
言
つ
で
も
、
岸
本
は
何
時
ま
で
二
家
族
同
棲
の
や
う
な
現
在
の
仮
の

状
態
を
続
け
て
行
く
べ
き
で
は
無
い
と
思
っ
て
来
た
」
(
二
l
四
七
)
と
、
そ
の
理

由
を
息
子
た
ち
の
教
育
上
に
求
め
、
節
子
に
向
つ
て
は
、

『
吾
慣
の
関
係
は
肉
の

苦
し
み
か
ら
出
発
し
た
や
う
な
も
の
だ
が
、
ど
う
か
し
て
こ
れ
を
活
か
し
た
い
と

「
斯
う
し
た
二
人
の
心
持
か
ら
言
っ
て
も
岸
本
は
別
れ
住
む

思
ふ
ね
』
と
語
り
、

こ
と
が
互
の
た
め
に
良
い
と
考
へ
る
こ
と
を
節
子
に
話
し
た
」
。

「
ー
か
ら
言
つ

て
も
」

「
ー
か
ら
言
っ
て
も
」
と
い
う
表
現
ば
か
り
で
、
最
も
主
要
な
理
由
は
閉

ざ
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
「
間
も
な
く
岸
本
兄
弟
の
家
族
は
別
れ
住
ま

う
と
す
る
動
き
の
渦
の
中
に
あ
る
や
う
に
成
っ
た
」
(
一
一
|
五

O
)と
、
例
の
ご
と

く
受
動
的
表
現
を
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
行
為
の
真
の
理
由
は
伏
せ
ら
れ
た
ま
ま
、
作
中
で
起
こ
る
動
き
に
関
し
て

は
、
あ
た
か
も
「
運
命
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
受
動
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
そ
の
実
、
大
き
な
行
為
は
、
す
べ
て
岸
本
自
身
が
決
定
し
、
着
々
と
準
備
を

す
す
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
読
み
手
が
知
り
た
い
の
は
、
自
分
は
「
運
命
」

「宿

命
」
と
い
っ
た
大
き
な
流
れ
に
流
さ
れ
て
い
る
と
の
岸
本
の
認
識
と
、
自
ら
の
前

に
存
す
る
事
象
に
対
し
て
彼
が
主
体
的
に
判
断
し
決
定
し
て
い
る
こ
と
と
が
、
彼

自
身
の
中
で
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
だ
が
、

そ
の
肝
心
の
点
、
が
、
作
品
の
中
で
は
暖
昧
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
暖
昧
さ

『
新
生
』
の
執
筆
方
法
や
告
白
の
あ
り
方
と
、
深
く
関
わ
り
を
も
っ
。

は
そ
乙
で
、
次
に
『
新
生
』
の
告
白
の
問
題
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

薮
禎
子
は
、
第
二
巻
九
二
章
か
ら
一
一

O
章
あ
た
り
の
段
階
ま
で
を
、

が
「
新
生
』
の
名
の
下
に
意
図
し
た
小
説
」
と
の
意
で
「
原
『
新
生
』
」
と
名
づ

『
新
生
』
の
作
因
が
、
平
野
氏
が
え
ぐ
り
出
し
た
よ
う

「
藤
村

け
、
そ
の
上
で
「
も
し
、

な
も
の
だ
け
だ
っ
た
と
し
た
ら
、
第
二
巻
は
放
棄
し
て
も
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
ま
子
は
、
第
一
巻
完
結
か
ら
間
も
な
い
時
点
で
台
湾
に
引
き
取
ら
れ
、
そ
の
事

(
4
)
 

の
ケ
リ
は
一
応
つ
い
た
形
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、

Q
d
 

平
野
が
言
う
よ
う
に
『
新
生
』
の
執
筆
が
「
恋
愛
か
ら
の
自
由
と
金
銭
か
ら
の
自

由
」
と
い
っ
た
現
実
的
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
れ
ば
、
実
兄
か
ら
義
絶
さ
れ
て
も

は
や
金
を
要
求
さ
れ
る
乙
と
も
な
く
な
り
、
こ
ま
子
も
台
湾
に
去
っ
て
煩
わ
さ
れ

る
こ
と
も
な
く
な
っ
た
第
一
巻
の
時
点
で
、
藤
村
は
書
く
こ
と
を
や
め
て
も
よ
か
っ

乙
ま
子
が
台
湾
に
引
き
取
ら
れ
て
い
っ
た
あ
と
に
も
、

た
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

藤
村
は
「
新
生
』
を
書
き
続
け
た
の
で
あ
り
、

『
新
生
」
の
執
筆
は
、
恋
愛
や
金

銭
か
ら
の
逃
亡
な
ど
と
い
っ
た
現
実
的
要
因
を
越
え
た
、
芸
術
的
要
因
に
見
る
べ

き
だ
と
の
見
解
で
あ
る
。
だ
が
、
私
は
、
藤
村
と
し
て
は
、
い
ず
れ
は
第
二
巻
を

書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
第
二
巻
は
、
な
ぜ
『
新
生
』

な
ど
と
い
う
告
白
小
説
を
書
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
い
わ
ば
作
品
の

成
立
理
由
を
述
べ
た
巻
で
あ
る
。
私
小
説
作
家
と
し
て
、
彼
は
、
な
ぜ
告
白
を
書

い
た
の
か
、
と
い
う
理
由
に
口
を
ぬ
ぐ
い
続
け
る
乙
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
な



の
で
あ
る
。

む
し
ろ
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
藤
村
が
、
な
ぜ
『
新
生
』
を
節
子
の
台
湾

行
き
の
場
面
で
終
え
た
の
か
、
な
ぜ
そ
れ
以
降
の
場
面
を
書
か
な
か
っ
た
の
か
、

と
い
う
乙
と
だ
。

西
丸
四
方
の
『
藤
村
の
秘
密
』
に
よ
れ
ば
、
乙
ま
子
は
、
大
正
八
年
夏
に
台
湾

か
ら
帰
国
し
、
藤
村
に
復
緩
や
そ
迫
っ
た
と
言
日
↑
つ
ま
り
、

「
新
生
』
第
二
巻
執

筆
中
の
彼
の
も
と
に
、
こ
ま
子
が
再
び
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
十
川
信
介
は
、

こ
れ
を
「
『
新
生
』
第
二
巻
連
載
中
の
彼
に
と
っ
て
、
こ
の
事
実
が
大
き
な
衝
撃

を
与
え
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
節
子
が
耐
え
忍
ぶ
で
あ
ろ
う
と
信
ず
る
岸
本
を

描
く
藤
村
は
、
そ
の
モ
デ
ル
が
忍
べ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の

(
E
}
 

で
あ
る
」
と
総
括
し
て
い
る
。

問
題
は
、
ま
さ
に
乙
乙
に
あ
る
。
な
ぜ
、
藤
村
は
、
自
ら
と
こ
ま
子
を
モ
デ
ル

に
し
た
小
説
『
新
生
』
を
、
節
子
の
台
湾
か
ら
の
帰
国
を
含
め
た
物
語
に
し
な
か
っ

た
の
か
。
執
筆
の
時
点
で
、

乙
ま
子
は
帰
国
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
乙
の
事
実
を

小
説
中
に
取
り
込
む
こ
と
は
可
能
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
藤
村
は
、
節
子

の
台
湾
行
き
ま
で
で
小
説
を
終
え
、
帰
国
の
場
面
は
書
か
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
、

『
新
生
』
の
最
大
の
問
題
点
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
恋
愛
か
ら
の
自
由
と
金

銭
か
ら
の
自
由
」
を
求
め
て
書
か
れ
た
書
だ
と
す
る
平
野
謙
の
批
判
を
、
ど
う
し

て
も
か
わ
し
き
れ
な
い
作
品
構
造
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三
好
行
雄
は
、
乙
の
作
品
の
特
異
性
を
、

界
と
、
描
写
対
象
と
し
て
の
実
生
活
と
の
平
凡
な
関
係
は
は
じ
め
か
ら
絶
た
れ
て

「
『
新
生
』
で
は
小
説
の
表
現
的
世

い
て
、
私
小
説
リ
ア
リ
ズ
ム
の
根
底
に
ひ
そ
む
、
小
説
の
時
間
と
実
生
活
の
時
間

と
の
癒
着
H

往
復
自
在
な
可
逆
関
係
の
も
っ
と
も
究
極
の
形
が
顕
在
化
し
た
の
で

あ
る
」
と
言
い
、
藤
村
は
、

「
(
主
人
公
の
生
き
る
)
小
説
の
時
聞
を
、
(
作
者
の

生
き
た
)
実
生
活
の
時
聞
を
な
ぞ
る
乙
と
で
整
序
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
、
私
小
説

作
家
の
固
有
の
方
法
論
に
立
脚
」
し
て
書
い
た
の
だ
と
説
明
れ

μ。
三
好
の
指

摘
す
る
通
り
、
藤
村
は
、
執
筆
を
思
い
た
っ
た
時
の
実
生
活
の
時
点
(
薮
の
言
う

「
原
『
新
生
』
」
ま
で
)
以
降
の
小
説
世
界
は
、
小
説
を
発
表
す
る
乙
と
で
変
化
し

て
い
く
現
実
世
界
を
な
ぞ
る
乙
と
で
「
整
序
」
す
れ
ば
よ
い
、
と
考
え
て
い
た
は

ず
で
あ
る
。
小
説
の
時
間
よ
り
先
行
す
る
現
実
の
時
聞
を
写
生
す
る
こ
と
乙
そ
が
、

も
っ
と
も
客
観
的
で
あ
り
、
小
説
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
生
み
出
す
の
だ
と
い
う
私

小
説
的
構
成
で
あ
る
。

だ
が
、
始
め
と
中
と
終
わ
り
を
も
っ
小
説
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
こ
か
で
作
品
は

終
わ
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
永
遠
に
ひ
き
続
い
て
い
く
現
実
の
時
聞
を
ど
こ

か
で
断
ち
切
っ
て
、
小
説
の
時
間
と
し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
作
者
の
窓
意
が
働
く
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
作
者
の
意
図
が
働
く
以
上
、

も
と
も
と
小
説
に
私
小
説
的
客
観
性
な
ど
、
絶
対
に
あ
り
え
な
い
と
も
言
え
る
の

だ
。
そ
し
て
、
藤
村
は
『
新
生
』
を
節
子
の
台
湾
行
き
の
場
面
で
終
わ
ら
せ
、
実
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生
活
上
の
モ
デ
ル
こ
ま
子
の
帰
国
の
モ
チ
ー
フ
は
作
中
に
取
り
込
ま
な
か
っ
た
。

『
新
生
』
第
二
巻
は
、
藤
村
に
と
っ
て
は
、
女
主
人
公
が
宗
教
的
な
悟
り
を
も
っ

て
台
湾
へ
と
行
き
、
叔
父
姪
は
互
い
に
愛
を
抱
き
な
が
ら
も
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
物
語
、
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
現
実
の
時
聞
を
写
生
す
る
こ
と
で
小
説
の
時
聞
を
組
み
立
て
て
い

く
私
小
説
の
方
法
と
、
作
家
自
身
が
作
品
の
モ
チ
ー
フ
を
決
め
て
構
成
す
る
乙
と

と
は
、
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
の
か
。
藤
村
は
、
作
品
を
書
き
始
め
る
前
に
は
ま

だ
知
り
え
な
か
っ
た
実
生
活
上
の
事
実
を
、
小
説
の
展
開
に
つ
れ
て
な
ぞ
っ
て
い

く
、
と
い
う
私
小
説
的
方
法
を
あ
る
程
度
ま
で
と
り
つ
つ
、
し
か
し
、
結
局
は
自

ら
の
意
思
に
よ
っ
て
小
説
の
時
間
を
断
ち
切
り
、
作
品
を
終
え
た
。
現
実
の
乙
ま



子
は
帰
国
し
、
藤
村
に
復
縁
を
追
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
が
節
子
に
あ
っ
た
こ
と
と

し
て
、
作
品
『
新
生
』
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
執
筆
の
時
点
で
、
す
で

に
起
き
て
い
た
実
生
活
上
の
事
実
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ

の
事
実
は
藤
村
の
考
え
る
『
新
生
』
の
モ
チ
ー
フ
に
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

藤
村
は
、
小
説
の
時
間
と
実
生
活
の
時
間
の
癒
着
を
あ
る
程
度
の
時
点
ま
で
は
利

用
し
つ
つ
、
最
終
的
に
は
、
自
ら
の
内
的
モ
チ
ー
フ
に
則
っ
て
、

「
福
音
の
書
」

(
瀬
沼
茂
樹
)
と
し
て
の
『
新
生
』
に
仕
立
て
た
。
そ
う
す
る
乙
と
で
、
こ
ま
子
の

帰
国
な
ど
、
自
ら
の
思
い
遣
り
に
は
進
行
し
な
か
っ
た
現
実
世
界
が
、

『
新
生
』

の
世
界
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
と
慰
め
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

『
新
生
』
は
、

『
新
生
』
結
末
以
降
の
現
実
を
知
っ
て
い
た
藤
村
に
と
っ
て
、
あ
ら
ま
ほ
し
き
夢

の
世
界
だ
っ
た
の
だ
。

乙
の
作
、
も
と
二
部
よ
り
成
る
が
、
本
来
な
ら
更
に
一
部
を
書
き
足
し
全
体

を
三
部
作
と
も
し
て
、
結
局
乙
の
作
の
主
人
公
が
遠
い
旅
か
ら
抱
い
て
采
た

心
に
帰
っ
て
行
く
ま
で
を
書
い
て
み
な
け
れ
ば
、
全
局
の
見
通
し
も
つ
き
か

ね
る
や
う
な
作
で
、
人
生
記
録
と
し
て
も
ま
こ
と
に
不
充
分
な
も
の
で
は
あ

る。

(
「
寝
覚
」
附
記
、
昭
日
・

6
)

後
の
藤
村
の
乙
の
発
言
を
、
薮
は
「
な
く
も
が
な
の
」

「
卑
屈
な
弁
明
」
だ
と

一
言
う
。
だ
が
、
私
は
、

『
新
生
』
事
件
全
て
の
決
着
が
つ
く
ま
で
を
小
説
と
し
て

書
く
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
、
と
い
う
藤
村
の
素
直
な
感
慨
と
し
て
読
み
た
い
。
私

小
説
的
方
法
に
則
っ
て
、
小
説
の
時
間
と
現
実
の
時
聞
を
癒
着
さ
せ
な
が
ら
書
い

「
乙
の
作
の
主
人
公
が
遠
い
旅
か
ら
抱
い
て
来
た
心
」
(
新
生
を
願
い
、

再
婚
を
も
決
意
し
た
心
)
に
再
び
い
た
る
ま
で
|
|
藤
村
の
実
生
活
で
言
え
ば
、

加
藤
静
子
と
の
結
婚
ま
で
ー
ー
ー
を
書
か
ね
ば
、
方
法
的
に
は
欠
陥
の
あ
る
作
品
だ

た
以
上

と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、
同
じ
附
記
に
、

「
今
日
に
な
っ
て
見
る
と
、

れ
を
書
い
た
当
時
わ
た
し
は
新
生
と
い
ふ
言
葉
に
拘
泥
し
過
ぎ
た
こ
と
に
気
づ
く
」

と
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
当
時
の
藤
村
は
「
新
生
」
と
い
う
テ
1
マ
に
乙
だ
わ
り

過
ぎ
、

「
新
生
」
に
そ
ぐ
わ
な
い
モ
チ
ー
フ
|
|
こ
ま
子
の
帰
国
と
、
そ
の
後
の

復
縁
騒
ぎ
な
ど
|
|
は
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

実
生
活
の
時
聞
を
追
う
乙
と
で
小
説
の
時
聞
を
成
立
さ
せ
、
そ
れ
で
客
観
性
を

保
つ
な
ら
ば
、
事
件
全
体
を
そ
の
方
法
で
覆
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

藤
村
は
、
あ
る
程
度
ま
で
は
そ
の
よ
う
に
私
小
説
的
に
描
き
な
が
ら
、
最
後
は
実

生
活
が
自
ら
の
望
む
形
に
な
っ
た
時
点
で
小
説
を
打
ち
切
っ
て
し
ま
い
、
そ
の
後

に
生
起
し
た
、
小
説
内
モ
チ
ー
フ
に
そ
ぐ
わ
な
い
事
実
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
作
品
に
は
、
芥
川
や
平
野
な
ど
の
批
判
を
決
し
て
否
定
し
え
な
い
よ
う

な
、
実
生
活
と
小
説
の
時
間
と
の
暖
昧
な
癒
着
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
の
不
徹
底
さ
に
気
づ
い
て
い
た
の
は
他
な
ら
ぬ
藤
村
自
身
で
あ
り
、
そ
の
反
省

「
寝
覚
」
附
記
の
よ
う
な
発
言
を
生
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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カ3

『
仮
面
の
告
白
』
は
、
田
和
二
四
(
一
九
四
九
)
年
七
月
に
発
表
さ
れ
た
。
女
に

肉
体
的
欲
求
を
感
じ
ら
れ
な
い
性
的
倒
錯
者
で
あ
る
乙
と
を
自
覚
し
、
正
常
に
ふ

る
ま
う
た
め
の
演
技
を
覚
え
た
〈
私
〉
の
一
人
称
で
語
ら
れ
る
。
自
伝
的
・
告
白

調
で
あ
り
な
が
ら
、
私
小
説
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
も
評
さ
れ
る
明
確
な
方
法
論
に

立
脚
し
た
小
説
と
し
て
、
三
島
初
期
の
代
表
作
と
な
っ
灯
↑
ま
た
、
作
品
に
現
れ

る
事
項
が
作
家
の
伝
記
的
事
実
と
重
な
る
点
で
、

『
新
生
』
と
同
様
で
あ
る
。

今
述
べ
た
よ
う
に
、
作
品
は
、
主
人
公
〈
私
〉
の
告
白
と
し
て
成
っ
て
い
る
の

で
は
、
主
人
公
に
は
、
自
分
が
性
的
倒
錯
者
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
を
現
在

'
H
e〉
、

十
'
h

・4μ

こ

書
き
韻
っ
て
い
る
乙
と
は
、
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。



ヒ
ル
シ
ユ
フ
ェ
ル
ト
が
倒
錯
者
の
特
に
好
む
絵
画
彫
刻
類
の
第
一
位
に
、

「
聖
一
セ
パ
ス
チ
ャ
ン
の
絵
画
」
を
挙
げ
て
ゐ
る
の
は
、
私
の
場
合
、
興
味
深

い
偶
然
で
あ
る
。
乙
の
こ
と
は
、
倒
錯
者
、
殊
に
先
天
的
な
倒
錯
者
に
あ
っ

て
は
、
倒
錯
的
衝
動
と
サ
デ
ィ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
衝
動
と
が
、
分
か
ち
が
た
く

錯
綜
し
て
ゐ
る
場
合
が
圧
倒
的
で
あ
る
乙
と
を
、
推
測
さ
せ
る
の
に
好
都
合

で
あ
る
。

〆'町、

'-' 

〈
私
〉
が
、
「
聖
セ
パ
ス
チ
ャ
ン
」
図
を
前
に
、
初
め
て

az-丘一
o
b』
覚
え
た

乙
と
に
つ
い
て
の
解
説
で
あ
る
。
こ
乙
で
は
、

「
聖
セ
パ
ス
チ
ャ
ン
」
図
へ
の
晴

好
を
理
由
に
、
自
ら
を
「
先
天
的
な
倒
錯
者
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
ヒ
ル
シ
ユ
フ
ェ
ル
ト
と
い
う
医
学
者
の
名
前
は
、
作
中
で
あ
と

二
度
出
て
く
る
が
、
そ
の
う
ち
、
娼
婦
を
相
手
に
不
可
能
を
知
っ
た
時
に
は
、

「
倒
錯
現
象
を
全
く
単
な
る
生
物
学
的
現
象
と
し
て
説
明
す
る
ヒ
ル
シ
ユ
フ
ェ
ル

ト
の
学
説
は
私
の
蒙
を
ひ
ら
い
た
。
あ
の
決
定
的
な
一
夜
も
当
然
の
帰
結
で
あ
り
、

伺
ら
恥
べ
き
帰
結
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
(
回
)
と
も
述
べ
て
い
る
。
ヒ
ル
シ
ユ

フ
ェ
ル
ト
は
、
倒
錯
の
要
因
を
先
天
的
で
生
物
学
的
な
も
の
(
例
え
ば
遺
伝
や
内

分
泌
の
働
き
な
ど
)
に
求
め
て
お
り
、
〈
私
〉
は
そ
の
立
場
に
よ
っ
て
、
自
己
の

倒
錯
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
は
、
自
己
の
性
的
倒
錯
を
、
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
流
の

先
天
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
と
し
て
(
い
わ
ば
宿
命
と
し
て
)
認
識
し
て
い
る
の
だ

、刀

一
方
、
作
品
の
構
成
は
必
ず
し
も
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
。

第
一
章
で
は
、
幼
年
期
の
記
憶
を
振
り
返
り
、
そ
の
記
憶
を
三
種
類
に
分
類
し

て
い
る
。
第
一
の
前
提
(
糞
尿
汲
取
人
と
オ
ル
レ
ア
ン
の
少
女
と
兵
士
の
汗
の
匂

ひ
)
は
、
男
性
へ
の
好
み
を
表
す
。
糞
尿
汲
取
人
や
花
電
車
の
運
転
手
や
地
下
鉄

の
切
符
切
り
と
い
っ
た
人
た
ち
は
、
制
服
を
身
に
つ
け
て
お
り
、
彼
が
今
、
社
会

で
働
い
て
い
る
乙
と
が
如
実
に
わ
か
る
職
業
で
あ
る
。
彼
ら
に
対
し
て
、
〈
私
〉

は
、
「
悲
劇
的
な
も
の
」
を
感
じ
て
、
強
く
惹
か
れ
る
。
彼
ら
の
よ
う
に
、
と
く

普
通
に
生
活
し
、
社
会
で
働
く
大
人
に
対
し
て
、
「
私
が
そ
乙
か
ら
拒
ま
れ
て
ゐ

る
」
と
思
う
だ
け
に
、
強
く
憧
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
大
人
の
「
男
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
八
私
〉
は
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
絵
本
を
好
ん
だ
の

だ
が
、
男
だ
と
信
じ
て
い
た
彼
女
が
、
じ
つ
は
女
だ
と
知
る
と
見
向
き
も
し
な
く

な
る
。
兵
士
の
汗
の
匂
い
も
、
男
性
の
象
徴
と
言
っ
て
よ
い
。
病
弱
な
〈
私
〉
は
、

祖
母
の
も
と
で
、
女
の
子
の
遊
び
相
手
だ
け
を
あ
て
が
わ
れ
て
育
て
ら
れ
た
だ
け

に
、
と
く
と
く
普
通
の
生
活
や
、
大
人
に
な
る
こ
と
、
社
会
に
で
る
こ
と
、
男
性

と
し
て
の
生
活
と
い
う
も
の
が
、
自
分
に
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
前
提
(
松
旭
斎
天
勝
と
ク
レ
オ
パ
ト
ラ
)
は
、
扮
装

欲
・
演
技
す
る
こ
と
へ
の
指
向
で
あ
る
。
扮
装
し
、
演
技
す
る
と
き
に
、

噺
の
世
界
の
空
担
的
な
事
件
」
も
現
実
も
同
質
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
自
分
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「
お
伽

が
空
想
の
中
で
組
み
立
て
た
世
界
を
現
実
の
も
の
と
す
る
た
め
に
、
演
技
が
必
要

な
の
で
あ
る
。
第
三
の
前
提
(
死
と
夜
と
血
潮
へ
の
指
向
)
は
、
第
一
と
第
二
の
前

提
の
組
合
せ
と
も
言
え
る
。
執
劫
に
「
殺
さ
れ
る
王
子
」
の
幻
影
を
〈
私
〉
は
追

い
(
男
性
性
・
「
悲
劇
的
な
も
の
」
へ
の
憧
れ
)
、
そ
の
た
め
に
彼
は
、
童
話
を
自

分
の
都
合
の
よ
い
よ
う
に
創
作
す
る
(
現
実
を
空
想
に
よ
り
改
変
す
る
)
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
か
な
り
系
統
だ
て
て
自
己
の
幼
年
時
代
を
振
り
返
っ
て
い

る
の
だ
が
、
前
田
貞
回
が
言
う
よ
う
に
、
乙
の
分
析
に
は
、
明
ら
か
に
フ
ロ
イ
ト

{
9
)
 

の
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
理
論
が
応
用
さ
れ
て
い
る
。

『
仮
面
の
告
白
』

第
一
章
で
書
か
れ
て
い
る
事
実
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
理
論
に
よ
っ

て
解
く
乙
と
が
で
き
る
し
、

「
-
む
し
ろ
、
三
島
は
フ
ロ
イ
ト
理
論
を
知
悉
し
て
い

た
と
推
測
さ
れ
る
の
で
、

エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
理
論
に
よ
っ
て
、
第



一
章
に
お
け
る
三
種
類
の
『
前
提
』
が
書
か
れ
て
い
る
と
言
っ
た
方
が
正
確
だ
ろ

う
」
(
前
田
)
と
い
う
状
況
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
作
品
に
、
エ
デ
ィ
プ
ス
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
状
況
が
見
ら
れ
る
幼

年
期
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
(
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
応
用
)
と
、
前
述

し
た
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
流
の
倒
錯
を
純
粋
に
生
物
学
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
す

る
主
人
公
の
立
場
と
は
、
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
ヒ
ル
シ
ュ
フ
ェ
ル
ト
理
論
は
先

フ
ロ
イ
ト
理
論
は
、
幼
年
期
の
環
境
に
起
因
す
る
も
の
を
分
析
し

天
説
で
あ
り
、

ょ
う
と
す
る
後
天
説
だ
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
品
自
体
は
フ
ロ
イ
ト
理
論
を

応
用
し
て
作
ら
れ
て
お
り
、
実
際
に
作
中
の
八
私
〉
の
幼
年
時
代
の
環
境
か
ら
も

性
的
倒
錯
の
原
因
と
な
る
状
況
が
見
ら
れ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
八
私
〉
自
身
は
、

強
固
に
、
倒
錯
を
先
天
的
な
宿
命
と
し
て
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
作
品
に
は
「
宿
命
」
に
関
す
る
記
述
が
多
い
。

私
が
幼
時
か
ら
人
生
に
対
し
て
抱
い
て
ゐ
た
観
念
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス

風
な
予
定
説
の
線
を
外
れ
る
こ
と
が
た
え
て
な
か
っ
た
。
(
略
)
今
か
う
し
た

奇
矯
な
書
物
を
書
い
て
ゐ
る
こ
と
す
ら
が
、
献
立
表
に
は
ち
ゃ
ん
と
載
せ
ら

れ
て
を
り
、
最
初
か
ら
私
は
そ
れ
を
見
て
ゐ
た
筈
で
あ
っ
た
。
(
一
)

乙
こ
で
、
八
私
〉
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
彼
の
人
生
は
す
べ
て
予
定
説
の
線
か

ら
外
れ
る
こ
と
が
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
膨
大
な
既
視
感
が
蓄
積
さ

れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
す
べ
て
予
定
さ
れ
、
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
跡
追

い
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
ぞ
〈
私
〉
は
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
現
在
、
書
い

て
い
る
原
稿
で
す
ら
、
既
に
書
く
こ
と
は
決
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
従
っ
て
自

分
は
動
い
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
う
恐
ろ
し
く
受
身
的
な
、
ま
る
で
自
動
人
形
の

よ
う
な
感
覚
。
自
分
が
動
い
て
い
る
の
だ
が
、
自
分
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
未
知
な
こ
と
は
何
も
な
く
、
す
べ
て
い
つ
か
見
た
よ
う
な
気
が
し
、
そ
れ
に

従
っ
て
自
分
は
演
じ
て
い
る
だ
け
。
|
|
極
め
て
虚
無
的
な
感
覚
で
あ
る
。
そ
れ

だ
け
に
、
彼
は
「
大
人
に
な
る
乙
と
の
不
安
」
(
一
)
を
抱
き
な
が
ら
(
逆
に
、
第

一
の
前
提
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
拒
ま
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
だ
け
に
、

強
い
憧
れ
を
も
も
っ
て
い
る
。
大
人
に
な
る
こ
と
、
男
性
と
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と

は
、
私
に
と
っ
て
、
憧
れ
と
同
時
に
不
安
を
伴
い
、
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ト
な
感
覚
を

生
み
出
す
)
、

「
人
生
と
い
ふ
も
の
は
舞
台
だ
と
い
ふ
意
識
に
と
ら
は
れ
つ
づ
け
」

(
三
)
て
、
演
技
す
る
の
で
あ
る
。
人
生
に
踏
み
出
す
実
感
は
な
い
も
の
の
、
予
定

さ
れ
た
ま
ま
に
、
と
も
か
く
演
じ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

四

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
宿
命
」
を
、
〈
私
〉
は
、
作
品
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に

告
白
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

-93-

一
・
二
章
で
、
産
湯
幻
想
か
ら
順
に
説
き
お
こ
し
て
幼
少
年
期
の
体

験
を
述
べ
、
同
性
愛
者
で
あ
る
乙
と
を
確
信
す
る
に
到
り
、
三
・
四
章
で
は
、
そ

れ
を
ふ
ま
え
て
女
性
と
の
恋
愛
の
失
敗
を
述
べ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る
。
だ

作
品
は
、

カ1

「
仮
面
の
告
白
』
は
、
主
人
公
〈
私
〉
の
性
意
識
の
発
展
を
単
純
に
た
ど
っ

て
い
っ
た
作
品
で
は
な
い
。
実
際
に
は
、
ま
ず
〈
私
〉
は
、
女
友
達
園
子
と
逢
引

や
そ
し
て
い
な
が
ら
も
、
ど
う
し
て
も
街
で
見
か
け
た
若
い
男
の
方
に
関
心
が
向
か

い
、
そ
の
男
の
上
に
幻
想
的
な
物
語
を
組
み
立
て
る
自
分
に
気
付
い
て
樗
然
と
し
、

自
己
の
幻
想
的
な
気
質
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
作
品
の
結
末
部
分
の
認
識

に
到
る
。
そ
う
し
て
、
自
己
の
本
質
(
宿
命
)
を
知
覚
す
る
結
末
を
迎
え
た
と
乙
ろ

で
、
作
品
の
冒
頭
か
ら
始
ま
る
自
己
分
析
に
取
り
組
み
、
そ
の
よ
う
に
自
己
形
成

さ
れ
て
い
っ
た
幼
時
か
ら
の
記
憶
を
語
り
始
め
る
。
つ
ま
り
、

乙
の
手
記
・
告
白

を
書
き
始
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。



だ
が
、
作
品
の
中
に
は
、
〈
私
〉
が
手
記
を
書
い
て
い
る
乙
と
だ
け
は
繰
り
返

し
記
さ
れ
る
の
だ
が
、
な
ぜ
〈
私
〉
が
こ
の
手
記
を
書
く
の
か
、
の
理
由
は
ほ
と

ん
ど
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
乙
で
、
作
品
は
作
家
か
ら
自
立
し
た
も
の
だ
と
い

う
乙
と
を
認
め
つ
つ
、
あ
え
て
、
作
中
の
主
人
公
〈
私
〉
と
作
家
三
島
と
を
重
ね

『
新
生
』
の
節
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
作
家
が
自
ら
を
モ
デ
ル
に
し

て
描
い
た
作
品
の
場
合
、
そ
の
方
が
よ
り
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
読
解
で
き
る
と
考
え

て
み
た
い
。

る
か
ら
で
あ
る
。

三
島
が
、
作
品
『
仮
面
の
告
白
』
を
書
い
た
事
情
の
中
で
、
私
に
は
気
に
な
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
島
自
身
に
よ
る
『
仮
面
の
告
白
』
執
筆
前
後
の
事
情

の
団
組
と
、
三
島
に
執
筆
依
頼
を
し
た
河
出
書
一
の
編
集
者
・
坂
本
一
亀
に
よ
る

証
言
と
の
聞
に
く
い
遣
い
が
あ
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
三
島
本
人
は
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
る
。

私
が
大
蔵
省
を
や
め
る
決
心
を
し
た
の
は
一
九
四
八
年
の
夏
で
あ
り
、
九

月
二
自
に
辞
表
を
出
し
、
九
月
二
十
二
日
に
、
/
「
依
願
免
本
官
」
/
と
い

ふ
辞
令
を
う
け
と
っ
た
。

(
略
)
十
月
に
入
る
と
、
昔
の
主
馬
寮
の
パ
レ
ス
乗
馬
ク
ラ
ブ
に
入
会
し
た

が
、
河
出
書
房
か
ら
書
下
ろ
し
小
説
の
依
頼
を
受
け
た
の
は
、
あ
た
か
も
そ

の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

乙
の
依
頼
は
私
に
と
っ
て
、
ま
乙
と
に
時
宜
を
得
た
、

渡
り
に
舟
の
申
入
れ
で
あ
っ
た
。

(
私
の
遍
歴
時
代
)

と
こ
ろ
が
、
坂
本
は
、

エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る。

私
が
同
僚
の
一
人
と
、
四
谷
駅
前
に
あ
っ
た
木
造
バ
ラ
ッ
ク
の
大
蔵
省
仮

庁
舎
に
三
島
き
ん
を
訪
ね
た
の
は
、
回
和
二
十
三
年
八
月
二
十
八
日
(
土
)
の

正
午
す
乙
し
前
で
あ
っ
た
。
正
式
に
、
書
き
下
ろ
し
長
篇
小
説
シ
リ
ー
ズ
の

交
渉
を
し
た
。
快
諾
。
そ
し
て
、
今
ぜ
ひ
書
き
た
い
長
簡
が
あ
る
、
自
分
は
、

乙
れ
に
賭
け
る
つ
も
り
だ
、
そ
の
意
味
で
も
、
今
の
勤
め
を
や
め
た
い
、
さ
つ

そ
く
辞
表
を
出
す
:
:
:
三
島
さ
ん
の
あ
の
澄
ん
だ
眼
が
燃
え
て
い
た
。
作
者

の
長
篇
に
た
い
す
る
意
気
と
み
に
、
私
と
同
僚
の
二
人
は
、
う
れ
し
さ
の
あ

ま
り
却
っ
て
黙
り
こ
ん
で
し
ま
い
、
三
島
さ
ん
の
話
に
惹
き
入
れ
ら
れ
て
い

(
「
仮
面
の
告
白
」
の
乙
日
一

，』。
中

i

「
私
の
遍
歴
時
代
」
で
、
三
島
は
、
坂
本
か
ら
長
篇
執
筆
依
頼
を
受

け
た
の
は
十
月
だ
と
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
執
筆
依
頼
を
し
た
当
の
坂
本
は
、

三
島
が
ま
だ
大
蔵
省
に
い
た
八
月
二
八
日
に
依
頼
を
し
、
三
島
は
そ
れ
を
快
諾
し

た
の
だ
と
主
張
す
る
。
く
い
違
い
は
、
三
島
が
執
筆
依
頼
を
受
け
た
の
が
、
大
蔵

省
を
辞
職
し
た
前
か
後
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
組
臨
は

伺
を
意
味
し
、
ど
ち
ら
の
主
張
が
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
」
考
え
る
た
め
に
、

つ
ま
り
、
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二
人
の
主
張
に
く
い
違
い
の
あ
る
、
回
和
二
三
年
の
八
月
と
十
月
の
あ
い
だ
に
何

が
あ
っ
た
か
ら
』
考
え
て
み
よ
う
。

『
仮
面
の
告
白
』
の
中
で
は
、
回
和
二
三
年
夏
と
は
、
ど
の
よ
う
な
時
期
だ
っ

た
だ
ろ
う
か
。
〈
私
〉
が
、
園
子
の
家
か
ら
の
結
婚
打
診
を
断
っ
た
の
が
二

O
年

夏
。
終
戦
の
翌
年
一
年
間
を
、
〈
私
〉
は
「
あ
い
ま
い
な
楽
天
的
な
気
持
ち
で
す

と
し
た
」
と
述
べ
、
娼
家
に
行
っ
た
の
が
こ
二
年
の
新
年
で
、
園
子
と
の
再
会
が

そ
の
年
の
梅
雨
時
期
で
あ
る
。
そ
の
後
一
年
ほ
ど
、
二
人
は
、

「
二
三
ヶ
月
お
き

民
、
昼
の
て
二
時
間
」
の
逢
瀬
を
続
け
て
い
た
。

晩
夏
の
一
日
、
高
原
の
避
暑
地
か
ら
か
へ
っ
た
園
子
と
、
私
は
「
金
の
鶏
」

と
い
ふ
レ
ス
ト
ラ
ン
で
逢
っ
た
。
逢
ふ
と
す
ぐ
、
私
は
役
所
を
や
め
た
い
き

さ
つ
を
話
し
た
。

(
四
)

「
役
所
を
や
め
た
」
乙
と
が
、
三
島
の
大
蔵
省
辞
職
に
相
当
す
る
こ
と
は
言
う



ま
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
う
す
る
と
、
間
和
二
三
年
夏
と
は
、
ま
さ
に
作
品
の
最
終

場
面
の
時
期
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
『
仮
面
の
告
白
』

は
、
〈
私
〉
が
精
神
的
な
愛
情
を
向
け
て
い
る
園
子
と
逢
引
し
な
が
ら
も
、
ど
う

し
て
も
若
い
男
の
肉
体
の
方
に
関
心
が
向
い
、
そ
の
男
の
上
に
幻
担
的
な
物
語
を

組
み
立
て
て
い
る
自
分
に
気
付
い
て
鰐
然
と
し
、
自
己
の
幻
想
的
な
気
質
を
認
め

ざ
る
を
え
な
い
シ

1
ン
で
終
わ
る
。
普
通
の
男
と
し
て
生
き
て
い
く
乙
と
を
断
念

す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
、
主
人
公
が
自
己
の
宿
命
を
受
入
れ
、
そ
の
宿
命

の
気
質
と
と
も
に
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
認
識
を
得
る
作
品
の
最
終

場
面
が
、
問
題
の
八
月
と
十
月
と
の
聞
に
挿
ま
っ
て
い
る
。

乙
の
最
終
場
面
は
、
三
島
の
回
想
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
関
係
に
な
る
。
ー

|
|
大
蔵
省
を
辞
め
、
因
子
と
の
別
れ
(
逃
れ
ら
れ
な
い
自
己
の
気
質
の
確
認
)
が

あ
っ
た
ほ
ぽ
一
月
あ
と
に
、
折
り
よ
く
河
出
書
房
か
ら
の
執
筆
依
頼
、
が
舞
い
込
ん

で
き
た
。
彼
は
、
そ
の
依
頼
を
承
諾
し
、
つ
い
最
近
に
起
き
た
園
子
と
の
別
れ
と
、

そ
れ
を
契
機
と
し
て
考
え
さ
せ
ら
れ
た
自
己
の
宿
命
を
テ
l
マ
に
長
編
を
書
乙
う

と
し
、
自
己
分
析
に
着
手
し
た
。
つ
ま
り
、
実
際
児
自
分
の
身
の
上
に
起
き
た
事

実
を
も
と
に
作
品
を
書
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
私
小
説
的
な
、
作
家
と
作
品

と
の
と
く
普
通
の
関
係
を
表
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
坂
本
の
記
憶
ど
お
り
だ
と
す
る
と
、
ど
う
か
。
八
月
下
旬
に
、
三

島
は
坂
本
か
ら
執
筆
依
頼
を
受
け
た
。
そ
し
て
、
執
筆
依
頼
を
受
け
た
と
き
、
三

島
は
、
二
つ
返
事
で
承
諾
し
、

「
今
ぜ
ひ
書
き
た
い
長
篇
が
あ
る
」

「
自
分
は
乙

の
長
編
に
作
家
的
生
命
を
賭
け
る
、
と
い
う
こ
と
を
ハ
ツ
キ
リ
し
た
口
調
で
語
つ

『
仮
面
の
告
白
』
の
最
終
場
面

の
で
き
ご
と
は
ま
だ
起
き
て
い
な
い
。
主
人
公
と
園
子
が
逢
っ
た
の
は
、
主
人
公

た
」
と
い
う
の
だ
。
も
ち
ろ
ん

乙
の
と
き
に
、

が
役
所
を
辞
め
た
あ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
作
品
の
最
終
場
面
の
で
き
と
と
が
起
き

て
い
な
い
時
点
で
、
三
島
は
「
作
家
的
生
命
を
賭
け
る
」
長
編
を
書
乙
う
と
決
意

「
そ
の
後
、
言
葉
ど
お
り
に
大
蔵
省
を
や
め
た
氏
と
数
回
打
合

せ
を
か
さ
ね
る
都
度
、
構
想
は
快
調
に
す
す
ん
で
い
る
ら
し
く
、
氏
の
表
情
は
明

し
た
。
坂
本
は
、

る
か
っ
た
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
国
子
と
の
訣
別
と
自
己
の
気
質
の
確
認
に
相
当

す
る
事
実
は
、
そ
う
い
っ
た
長
編
執
筆
依
頼
を
承
諾
し
た
あ
と
、

『
仮
面
の
告
白
』

の
構
想
途
中
に
起
こ
っ
た
。

ニ
島
は
、
の
ち
に
自
己
の
創
作
方
法
を
、

「
芝
居
の
場
合
は
最
後
の
一
行
が
ピ

シ
ー
ツ
と
決
ま
ら
な
け
れ
ば
、
書
き
だ
さ
な
い
。
芝
居
は
、
乙
と
に
そ
う
で
す
ね
」

と
語
っ
て
い
桁
↑
「
芝
居
は
、
こ
と
に
そ
う
」
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
三
島

の
場
合
は
、
小
説
も
か
な
り
戯
曲
的
で
あ
っ
て
、
結
末
に
む
か
つ
て
追
い
込
ん
で

い
く
劇
的
な
構
成
方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
三
島
が
「
作
家
的
生
命
ぞ
賭
け

る
」
と
ま
で
言
っ
て
い
る
長
編
を
構
想
す
る
場
合
に
、
結
末
を
ど
う
す
る
か
を
考

「
今
ぜ
ひ
書
き
た
い
長
篇
が
あ
る
」
と
言
っ
た
三
島
の
脳
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え
な
い
は
ず
が
な
い
。

裏
に
、

「
仮
面
の
告
白
』
の
原
型
が
思
い
う
か
ん
で
い
た
の
は
確
実
だ
ろ
う
。
そ

し
て
、
結
末
を
構
想
し
て
い
る
と
き
に
、
園
子
よ
り
も
街
の
男
に
眼
が
い
く
自
分

に
自
己
の
気
質
を
は
っ
き
り
と
再
確
認
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
『
仮
面
の
告
白
』
の

最
終
場
面
が
思
い
う
か
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。
最
後
に
向
か
っ
て
追
い
込
ん
で
い

く
小
説
を
書
く
三
島
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
か
な
り
早
い
時
期
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

あ
る
い
は
、

「
今
ぜ
ひ
書
き
た
い
長
篇
が
あ
る
」
と
言
明
し
た
時
点
で
す
で
に
、

『
仮
面
の
告
白
』
の
結
末
は
、

つ
ま
り
主
人
公
が
園
子
と
別
れ
を
迎
え
る
乙
と
は
、

決
定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
作
家
三
島
に
よ
っ
て
、
長
編
小
説

『
仮
面
の
告
白
』
の
最
終
場
面
が
着
想
さ
れ
、
そ
れ
を
跡
づ
け
て
い
く
形
で
、
実

際
に
園
子
に
相
当
す
る
女
性
と
の
別
れ
が
、
三
島
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
三
島
の
回
想
よ
り
は
、

「
長
篇
依
頼
と
そ
の
景
諾
が



『
(
大
蔵
省
を
)
や
め
る
決
心
』
の
キ
ツ
カ
ケ
で
あ
っ
た
ろ
う
乙
と
を
私
は
今
も
思
っ

て
い
る
」
と
強
調
す
る
坂
本
の
回
想
の
方
を
、
信
用
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
長
篇

は
十
月
で
は
な
く
、
作
品
の
最
終
場
面
の
で
き
と
と
が
お
き
る
よ
り
も
前
・
八
月

に
依
頼
さ
れ
た
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

佐
伯
彰
一
は
、
三
島
を
「
先
取
り
す
る
私
小
説
家
」
と
呼
ぴ
、
「
ひ
た
す
ら

「
私
』
を
先
ど
り
、
先
く
ぐ
り
す
る
ゲ
l
ム
に
の
め
り
こ
ん
で
行
っ
た
の
が
、
彼

の
作
家
的
生
涯
だ
っ
た
ろ
う
か
」
、

「
『
仮
面
の
告
白
』
は
、

つ
ま
る
所
、
先
取

り
さ
れ
た
告
白
小
説
、
決
意
に
よ
っ
て
先
行
さ
れ
た
私
小
説
で
は
な
か
っ
た
ろ
う

(ロ}

か
」
と
評
し
て
い
る
。
私
も
同
感
で
あ
る
。

『
仮
面
の
告
白
』
の
主
人
公
は
、
人

生
に
対
し
て
「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
風
な
予
定
説
」
の
感
覚
を
抱
き
、
自
分
の
行

為
は
、
既
に
ど
こ
か
で
決
定
さ
れ
て
い
る
乙
と
に
従
っ
て
受
動
的
に
動
い
て
い
る

だ
け
だ
と
感
じ
て
い
た
。
同
様
に
、
園
子
と
の
別
れ
が
、
「
決
意
に
よ
っ
て
先
行

さ
れ
」
、
そ
の
先
取
り
さ
れ
た
決
意
を
あ
と
か
ら
追
い
か
け
て
、
自
ら
の
も
の
に

し
よ
う
と
し
た
の
が
、
作
品
『
仮
面
の
告
白
』
と
作
家
三
島
と
の
関
係
だ
っ
た
よ

「
私
の
遍
歴
時
代
」
の
中
で
乙
の
時
期
の
前
後
関
係
を
あ

う
に
思
う
。
三
島
が
、

え
て
ず
ら
し
て
回
想
し
た
の
も
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
に
触
れ
ら
れ
た
く
な
か
っ

た
か
ら
で
は
な
い
か
。
園
子
に
相
当
す
る
女
性
へ
の
裏
切
り
意
識
を
明
記
し
な
い

た
め
で
は
な
か
っ
た
か
と
も
推
測
さ
れ
る
。

『
仮
面
の
告
白
』
の
た
め
に
、
三
島
が
そ
う
い
っ
た
糊
塗
ま
で
し
た
の
は
、
む

ろ
ん
そ
れ
が
「
作
家
的
生
命
を
賭
け
る
」
作
品
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
中
に

『
花
ぎ
か
り
の
森
』
な
ど
の
執
筆
に
よ
っ
て
天
才

少
年
と
も
て
は
や
さ
れ
た
三
島
で
あ
っ
た
が
、
敗
戦
後
、
多
様
な
価
値
観
の
支
配

「
二
十
歳
で
早
く
も
、
時
代
お
く
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
自

日
本
浪
墨
派
の
近
く
に
い
て
、

す
る
文
壇
の
中
で
、

分
を
発
見
」
(
私
の
遍
歴
時
代
)
し
、

「
荒
涼
た
る
空
白
感
」
の
た
め
、

「
最
も
死

の
近
く
に
ゐ
た
」
(
終
末
感
か
ら
の
出
発
)
状
態
で
あ
っ
た
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、

「
伺
と
か
し
て
、
自
分
、
及

び
、
自
分
の
人
生
を
ま
る
ご
と
肯
定
し
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
も
が
い

て
い
た
の
が
、
『
仮
面
の
告
白
』
執
筆
前
の
三
島
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
仮
面

の
告
白
』
は
、
そ
う
し
た
八
方
塞
が
り
の
状
況
を
打
ち
破
る
た
め
に
書
か
れ
た
の

自
己
の
文
学
的
資
質
を
再
び
開
花
さ
せ
る
た
め
に
、

で
あ
っ
た
。

「
『
仮
面
の
告
白
』
ノ

l
ト
」
に
は
、

「
こ
の
本
を
書
く
こ
と
は
私
に
と
っ
て

裏
返
し
の
自
殺
だ
。
(
略
)
乙
の
本
を
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
私
が
試
み
た
の
は
、
さ

う
い
ふ
生
の
回
復
術
で
あ
る
」
と
、
創
作
の
意
図
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
三
島
は
、

自
己
肯
定
の
た
め
に
『
仮
面
の
告
白
』
を
構
想
し
、
そ
れ
を
作
品
化
す
る
た
め
に
、

自
ら
作
品
の
最
終
場
面
を
演
じ
た
。
構
想
し
、
そ
の
シ
ナ
リ
オ
ど
お
り
に
演
じ
、

そ
れ
を
作
品
に
書
き
、
そ
の
上
で
、
主
人
公
と
書
き
手
と
の
一
致
を
暗
黙
の
前
提
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と
し
て
い
る
「
私
小
説
」
の
手
法
を
逆
手
に
と
っ
て
、
主
人
公
の
最
終
的
な
結
論

を
自
ら
の
も
の
と
し
て
取
り
込
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
現
実
に
未
練
を
残
す
自
己
を

断
ち
切
っ
て
、
空
想
世
界
に
生
き
て
い
く
決
意
を
自
己
の
内
側
に
定
着
さ
せ
、
そ

れ
ら
」
作
家
三
島
の
今
後
の
指
針
と
し
た
の
で
あ
る
。
『
禁
色
』
な
ど
以
降
の
作
品

は

『
仮
面
の
告
白
』
で
得
た
結
論
を
前
提
に
し
て
書
か
れ
て
い
っ
た
。

『
仮
面
の
告
白
』
の
最
終
場
面
は
、
ま
さ
に
彼
自
身
の
決
意
表
明
で
あ
る
よ
う

に
思
う
。
ま
だ
生
起
し
て
い
な
い
事
実
に
先
行
し
て
、
三
島
は
自
己
を
モ
デ
ル
に

し
た
作
品
を
構
想
し
、
自
分
の
未
来
を
先
取
り
し
て
考
え
た
。
で
き
あ
が
っ
た
構

想
に
の
っ
と
っ
て
、
そ
の
構
想
の
と
お
り
に
三
島
は
行
動
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の

で
き
と
と
を
作
品
に
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
自
身
の
中
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
し

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
中
の
で
き
ご
と
は
、
乙
と
ご
と
く
三
島
自
身
の
伝

記
的
事
実
に
合
致
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
三
島
の
強
い
決
意
が
は
た
ら
い
て
い



た
。
そ
の
決
意
こ
そ
が
仮
面
で
あ
り
、
そ
れ
ら
』
告
白
す
る
こ
と
で
、
三
島
は
、
仮

面
を
肉
づ
き
の
も
の
に
仕
立
て
あ
げ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

『
仮
面
の
告
白
』

は
、
ま
さ
に
決
意
の
書
な
の
で
あ
る
。

五

以
上
、

『
新
生
』
と
『
仮
面
の
告
白
』
と
、
二
つ
の
作
品
に
お
け
る
「
宿
命
」

と
「
告
白
」
の
あ
り
方
を
見
て
き
た
。

『
新
生
』
で
は
叔
父
姪
の
あ
い
だ
の
イ
ン
セ
ス
ト
な
関
係
を
、

『
仮
面
の
告
白
』

で
は
同
性
愛
を
モ
チ
ー
フ
に
、
い
ず
れ
も
ノ
ー
マ
ル
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
性
関
係
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
普
通
で
は
な
い
関
係
や
気
質
が
な
ぜ
形
成
さ
れ

て
い
っ
た
か
は
、
と
も
に
作
品
中
に
描
か
れ
て
い
な
が
ら
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

主
人
公
た
ち
は
、
そ
れ
を
遺
伝
や
気
質
な
ど
の
「
宿
命
」
に
よ
る
も
の
だ
と
頑
迷

に
認
識
し
て
い
る
点
で
も
等
し
い
。
自
分
が
普
通
で
は
な
い
宿
命
の
下
に
お
か
れ

て
い
る
と
信
じ
、
そ
れ
に
恐
怖
し
、
何
と
か
逃
れ
出
ょ
う
と
試
み
る
の
で
あ
る
。

そ
の
試
み
の
表
れ
が
、
二
つ
の
作
品
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

「
新
生
」
と
い
う
願
い

を
乙
め
た
題
名
や
、

「
自
分
の
や
う
な
も
の
で
も
ど
う
か
し
て
生
き
た
い
」
と
い

う
気
持
ち
、

「
生
の
回
復
術
」
と
い
う
表
現
に
、
宿
命
か
ら

「
裏
返
し
の
自
殺
」

の
逃
走
を
望
み
、
何
と
か
新
し
い
生
を
生
き
た
い
と
い
う
願
い
が
表
わ
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

た
だ
、
そ
の
よ
う
に
主
人
公
に
と
っ
て
、
運
命
だ
と
認
識
さ
れ
、
受
動
的
に
う

け
と
め
ら
れ
て
い
る
宿
命
が
、
ど
の
よ
う
に
告
白
さ
れ
て
い
る
か
は
、
異
な
っ
て

い
る
。
両
作
品
と
も
、
作
品
に
描
か
れ
た
事
象
が
、
現
実
の
作
家
の
伝
記
的
事
実

比
重
な
る
こ
と
は
同
じ
な
の
だ
が
、
そ
の
伝
記
的
事
実
の
中
に
、
ど
の
よ
う
に
宿

命
へ
の
思
い
を
入
れ
て
作
品
化
す
る
か
が
、
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
新
生
』
で
は
、
作
家
の
実
生
活
の
上
に
お
き
た
こ
と
を
ひ
た
す
ら
小
説
で
な

ぞ
り
、
さ
ら
に
は
、
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
変
化
し
た
作
家
の
実
生
活
を
も
作
中
に

と
り
こ
む
と
い
う
、
私
小
説
の
究
ま
っ
た
形
で
書
い
て
い
た
。
だ
が
、
作
品
は
、

作
家
の
動
き
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ひ
だ
け
で
は
な
い
。
主
人
公
自
身
が
決
定
し
、

積
極
的
に
行
動
し
て
い
た
は
ず
の
こ
と
も
、
作
品
で
は
受
動
的
に
描
か
れ
て
お
り
、

主
人
公
が
「
宿
命
」
に
流
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
乙
と
が
、
強
調
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
実
生
活
を
ひ
た
す
ら
作
品
に
写
す
と
は
い
っ
て
も
、
ど
乙
で
作
品
を
終
わ

ら
せ
る
か
、
と
い
う
最
終
決
定
は
、
作
家
自
身
の
意
図
が
は
た
ら
い
て
い
た
。
作

品
『
新
生
』
は
、
作
中
で
の
主
人
公
の
動
き
が
、
あ
る
決
意
の
も
と
積
極
的
に
行

動
し
て
い
る
の
か
、
宿
命
を
受
け
身
で
受
け
止
め
て
い
る
の
か
が
暖
昧
で
あ
る
よ

う
に
、
そ
の
書
か
れ
方
も
、
作
者
の
決
意
に
よ
っ
て
成
立
さ
せ
ら
れ
た
部
分
と
、

ひ
た
す
ら
作
家
の
実
生
活
を
後
追
い
す
る
部
分
と
が
暖
昧
な
の
で
あ
る
。

『
仮
面
の
告
白
』
で
は
、
も
う
少
し
、
方
法
意
識
は
鮮
明
で
あ
っ
た
。
現
実
に
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お
き
た
事
実
を
ひ
た
す
ら
写
し
て
い
く
の
で
は
な
く
、
逆
に
、
事
実
が
起
き
る
ま

え
に
、
作
者
が
作
品
の
構
成
を
考
え
て
お
り
、
作
者
は
そ
の
構
成
に
忠
実
に
演
技

し
、
作
品
に
書
く
乙
と
で
、
そ
の
事
実
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

作
家
と
作
中
の
主
人
公
が
重
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
私
小
説
の
手
法
を
逆
手
に
と
っ

て
、
作
中
の
人
物
の
最
終
的
な
決
意
を
自
分
の
も
の
と
し
て
取
り
込
も
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
仮
面
を
構
築
し
、
そ
れ
を
懸
命
に
告
白
す
る
こ
と
で
、
仮
の
面
を
肉

付
き
の
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
試
み
が
、
作
品
『
仮
面
の
告
白
」
な
の
で
あ
っ
た
。

乙
の
よ
う
な
書
き
方
の
違
い
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
起
因
す
る

の
だ
ろ
う
。

『
新
生
』
の
作
者
は
、
生
活
人
で
あ
り
、
実
体
と
し
て
の
他
者
を
把

握
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
他
者
を
ふ
み
に
じ
っ
て
で
も
、
自
己
救
出
を
は
か
り
た

『
仮
面
の
告
白
』
の
作
者

い
己
の
思
い
を
作
中
に
告
白
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、



に
は
、
実
体
と
し
て
の
他
者
も
自
己
も
な
い
。
生
活
と
か
現
実
と
か
は
、
あ
く
ま

で
わ
か
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
自
己
を
探
り
当
て
る

た
め
に
、
仮
面
を
構
想
し
、
そ
れ
を
作
品
化
し
て
し
ま
う
こ
と
で
、
今
後
の
方
向

づ
け
を
計
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
ナ
ル
シ
シ
ス
ム
の

差
だ
と
言
え
よ
う
か
。

だ
が
、
違
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
い
ず
れ
も
、
現
実
に
生
起
し
た
事
実
を
そ
の

ま
ま
生
か
し
、
作
者
自
身
を
モ
デ
ル
に
し
て
「
告
白
」
す
る
形
式
を
と
り
な
が
ら
、

い
わ
ゆ
る
「
私
小
説
」
「
心
境
小
説
」
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
心
境
小
説
が

筋
ら
し
い
筋
の
な
い
話
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
『
仮
面
の
告
白
』
も
『
新
生
』
も
、

極
め
て
劇
的
な
の
で
あ
る
。
「
私
小
説
の
究
極
の
形
」
と
言
わ
れ
る
『
新
生
』
だ

が
、
作
中
に
書
か
れ
た
と
と
に
よ
っ
て
変
化
し
た
自
分
の
生
活
を
、
観
察
し
な
が

ら
作
品
化
す
る
と
な
る
と
、
作
者
自
身
の
自
己
劇
化
は
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
『
仮
面

の
告
白
」
で
は
、
決
意
に
よ
っ
て
作
っ
た
仮
面
を
、
実
際
に
演
じ
て
い
く
の
だ
か

ら
な
お
さ
ら
で
あ
り
、
そ
の
上
で
自
己
分
析
が
な
さ
れ
て
い
く
。
生
活
の
上
で
も
、

作
品
の
上
で
も
、
強
く
作
家
の
意
志
が
は
た
ら
か
ざ
る
を
え
な
い
方
法
で
、
二
つ

の
作
品
は
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
新
生
』
と
『
仮
面
の
告
白
」
に
は
、
自
分
に
は
い
か
ん
と
も

し
ょ
う
が
な
い
(
と
思
え
る
)
宿
命
を
相
手
に
し
な
が
ら
、
自
分
の
意
志
に
よ
っ
て

そ
乙
か
ら
逃
走
し
、
新
し
い
生
を
生
き
よ
う
と
し
た
主
人
公
の
姿
が
描
か
れ
て
い

こ
の
よ
う
に
、

る
。
彼
ら
は
、

「
仮
面
」
を
つ
け
て
演
技
を
し
、
同
時
に
自
己
の
宿
命
を
「
告
白
」

し
、
そ
う
し
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
新
生
」
を
願
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
作
品
を
書
い
た
藤
村
と
三
島
は
、
ま
た
、

ロ
マ
ン
的
心
性
を
も
ち
、
ゾ
ル

レ
ン
の
人
で
あ
る
な
ど
、
重
な
り
合
う
本
質
も
多
く
、
彼
ら
が
の
ち
に
日
本
的
な

る
も
の
に
む
か
つ
た
の
も
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
も
ち
ろ
ん
、
他
者
や
自
己
を
実

体
と
し
て
感
じ
て
い
た
か
ど
う
か
、
な
ど
の
異
質
さ
も
あ
る
。
そ
れ
ら
を
含
め
て
、

さ
ら
に
作
家
比
較
の
必
要
性
を
感
じ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
次
稿
に
ゆ
ず
り
た
い
と

思
う
。

注(
1
)
 
平
野
謙
「
島
崎
藤
村
|
|
『
新
生
』
論
」
(
『
近
代
文
学
』
回
和
引
・
ー

(
2
)
 
こ
の
間
の
藤
村
自
身
の
体
験
の
経
緯
は
、

『春』

『
桜
の
実
の
熟
す
る
時
』

な
ど
に
詳
し
い
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
作
品
を
読
ん
で
も
、
主
人
公
の
女

性
不
信
の
理
由
は
暖
昧
で
、
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
『
新
生
』
で
は
、
と

く
に
抽
象
的
な
言
辞
で
そ
れ
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
西
丸
四
方
は

不
義
を
犯
し
た
母
へ
の
「
隠
れ
た
不
信
は
妻
へ
の
嫉
妬
と
な
り
、
女
性
一
般

へ
の
復
讐
と
な
っ
た
」
(
島
崎
藤
村
の
秘
密
)
と
推
測
し
て
い
る
。
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(
3
)
 
親
族
聞
の
男
女
の
関
係
は
、

『
家
』
で
も
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
な
っ
て
お

り
、
藤
村
が
強
く
意
識
し
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
。

(
4
)
 
薮
禎
子
「
『
新
生
』
の
基
本
構
造
」
(
『
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
』
日

号
、
昭
和
的
・

5
)

(
5
)
 

乙
ま
子
の
帰
国
後
の
様
子
を
、

「
愛
な
き
家
族
の
暗
い
空
気
に
耐

ま
た
、

え
か
ね
た
彼
女
は
、
ひ
そ
か
に
藤
村
と
逢
う
喜
び
で
蘇
生
し
、
藤
村
に
結
婚

(
6
)
 を

迫
り
、
藤
村
も
あ
ら
た
め
て
打
開
の
道
を
考
慮
し
た
」
と
の
指
摘
が
あ
る

(
伊
藤
一
夫
編
『
島
崎
藤
村
事
典
新
訂
版
』
明
治
書
院
、
昭
和
町
・
4
)
。

十
川
信
介
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
4
島
崎
藤
村
』
(
角
川
書
庖
、
昭
和

(
7
)
 

好
行
雄
「
『
新
生
』
論
の
た
め
に
|
|
主
と
し
て
方
法
を
め
ぐ
っ
て
」



(
8
)
 (

『
島
崎
藤
村
論
』
筑
摩
書
房
、
回
和
田
・

l
)

『
仮
面
の
告
白
」
に
関
し
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。

「
『
仮
面
の
告
白
』
試
論
|
|
あ
る
、
厭
世
詩
家
と
女
性
」
(
『
近
代
文
学

試
論
』
担
号
、
回
和
日
・
ロ
)
。
「
三
島
由
紀
夫
に
お
け
る
性
役
割
|
|
男

性
性
を
中
心
に
」
(
『
金
城
国
文
』
臼
号
、
平
成
4
・
3
)
。
ご
参
照
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
9
)
 
前
田
貞
昭
「
『
仮
面
の
告
白
』
私
見
|
|
三
種
類
の
「
前
提
」
の
意
図
す

(
m
w
)
 る

と
乙
ろ
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
近
代
文
学
試
論
』
凶
号
、
回
和
弘
・
日
)

坂
本
一
亀
「
『
仮
面
の
告
白
』
の
こ
と
」
(
『
現
代
の
眼
』
岡
和

ω・
4
)
。

「
『
仮
面
の
告
白
』
の
乙
ろ
」
(
『
文
芸
』
問
和
必
・
2
)
も
、
同
趣
旨
の
文

章
で
あ
る
。

(
日
)

三
島
由
紀
夫
・
三
好
行
雄
「
対
談
・
三
島
文
学
の
背
景
」
(
「
園
文
皐
』

田
和
必
・
5
臨
時
増
刊
号
)

佐
伯
彰
一

-99一

(ロ)

コ
ニ
島
由
紀
夫
|
|
先
取
り
す
る
作
家
の
『
私
』
」
(
『
群
像
』

回
和
田
・
3
)


