
アリストテレスの好きな悲i:~-r詩学」第十三章と第十四章を中心に一一

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
好
き
な
悲
劇

『
詩
学
』
第
十
三
章
と
第
十
四
章
を
中
心
に

は
じ
め
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
」

の
な
か
で
独
自
の
悲
劇
論
を
展
開
し
、

C々
古
A
山

ざ
ま
な
悲
劇
作
品
を
具
体
例
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ギ
リ
シ
ア

悲
劇
作
品
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
を
確
認
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

が
理
想
と
す
る
悲
劇
の
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。
そ
し
て

さ
ら
に
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
作
品
に
対
す
る
実
際
の
評
価
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

悲
劇
論
か
ら
な
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
作
品
に
対
す
る
評
価
と
の
隔
た
り
を
指

摘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
論
、
特
に
そ
の
筋
構
成
論

の
限
界
を
見
定
め
た
い
。

(2) 

そ
の
さ
い
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、

(3) 

ソ
ポ
ク
レ
ス
、

{4) 

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
い
う

大
悲
劇
詩
人
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
を
み
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

し
か
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
引
用
し
て
い
る
悲
劇
作
品
を
網
羅
し
て
、
こ
れ

ら
の
悲
劇
作
品
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
を
一
つ
一
つ
決
定
す
る
こ

渡

辺

I告

司

と
は
し
な
い
。
三
大
悲
劇
詩
人
に
対
す
る
評
価
を
も
っ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
悲

劇
作
品
に
対
す
る
評
価
と
す
る
理
由
は
、
以
下
の
三
つ
で
あ
る
。
第
一
に
、
三

大
悲
劇
詩
人
の
作
品
以
外
に
悲
劇
作
品
が
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第

こ
に
、
個
々
の
作
品
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
を
確
定
す
る
こ
と
が
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難
し
い
の
に
対
し
て
、
三
大
悲
劇
詩
人
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
は

確
定
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
三
に
は
、
三
大
悲
劇
詩
人
に
対
す

る
評
価
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
で
も
当
時
の
人
々
の
評
価
を

推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
個
々
の
悲
劇
作
品
に
つ
い
て
の
当
時
の
評
価
ま

で
は
推
測
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
悲
劇
を
論
じ

る
に
あ
た
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
機
会
に
三
大
悲
劇
詩
人
の
名
前
を
あ
げ
彼
ら
に

つ
い
て
論
評
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
『
詩
学
』
第
十
三
章
で
は
ソ
ポ
ク
レ
ス
の

『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
が
最
も
優
れ
た
悲
劇
で
あ
る
と
評
価
し
、

ま
た
「
詩
学
」

第
十
四
章
で
は
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
」
が
最
も
優

れ
た
悲
劇
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
ほ
ど
な
の
で
あ
る
。
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な
お
、

こ
こ
で
の
問
題
は
、

一
方
で
、
第
十
三
章
に
お
い
て
ソ
ポ
ク
レ
ス
の

『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
が
、
他
方
で
、
第
十
四
章
に
お
い
て
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の

『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
が
最
も
優
れ
た
悲
劇
で
あ
る
述
べ
ら
れ
て
い

る
と
い
う
矛
盾
を
論
じ
る
こ
と
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、

(5) 

「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
メ
ロ
ド
ラ
マ
」
と
し
か
思
わ
れ
な
い

わ
れ
わ

れ
に
は

『
タ
ウ
リ

ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
が
最
も
優
れ
て
い
る
と
評
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う

こ
と
の
方
に
あ
る
。

文
学
史
と
筋
構
成
論

さ
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
『
詩
学
』
第
四
章
に
お
い
て
、
独
自
の
文
学
史

を
展
開
し
て
い
る
。
第
四
章
の
こ
の
文
学
史
は
、
三
大
悲
劇
詩
人
に
対
す
る
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
の
大
枠
を
形
作
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ

こ
で
ま
ず
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
史
観
を
概
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

『
詩
学
」
第
四
章
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
文
学
史
は
、

わ
れ
わ
れ
が
思
い

う
か
べ
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
文
学
史
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
こ
こ
で
の
文
学

史
は
、
個
々
の
作
品
を
一
つ
一
つ
、
時
系
列
上
に
配
置
し
て
い
く
歴
史
学
的
な

方
法
に
の
っ
と
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
目
的

論
に
も
と
づ
い
た
発
展
的
な
歴
史
観
に
の
っ
と
っ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

ホ
メ
ロ
ス
は
厳
粛
な
事
柄
に
つ
い
て
も
最
も
優
れ
た
詩
人
だ
っ
た
が
、

(
:
:
:
)
同
様
に
、
風
刺
で
な
く
滑
稽
な
も
の
を
劇
の
形
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
喜
劇
の
あ
り
か
た
も
最
初
に
示
し
た
。
ち
ょ
う
ど
、
「
イ
リ
ア
ス
』
と
「
オ

デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
が
悲
劇
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
の
と
同
じ
関
係
を
、
『
マ
ル

ギ
テ
ス
』
は
喜
劇
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
巴
品
∞
σ
2
1
E邑
m
H
N
)

こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
」
と

『
オ
デ
ユ
ツ
セ

イ
ア
』
と
い
う
二
つ
の
叙
事
詩
か
ら
悲
劇
が
発
展
し
た
と
考
え
て
い
る
。
ま
た

(
6
)
 

喜
劇
も
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
『
マ
ル
ギ
テ
ス
』
か
ら
発
展
し
た
と
考
え
て
い
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
悲
劇
と
か
喜
劇
と
か
い
う
よ
う
な
、
あ
ら
か
じ

め
決
ま
っ
た
劇
が
初
め
か
ら
あ
る
わ
り
で
は
な
い
。
悲
劇
や
喜
劇
は
、

ホ
メ
ロ
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ス
の
詩
を
起
源
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
発
展
を
し
た
と
み
な
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
に
合
ま
れ
て
い
る
悲
劇
の

要
素
と
喜
劇
の
要
素
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
本
性
を
獲
得
し
た
と
き
に
、
悲

劇
と
喜
劇
と
が
完
成
す
る
の
だ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
る
。
先
の
引

用
箇
所
の
す
ぐ
後
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

こ
う
し
て
悲
劇
は
、
新
し
い
可
能
性
が
明
ら
か
に
な
る
と
そ
の
新
し
い
可
能

性
を
詩
人
が
発
展
さ
せ
る
と
い
う
ふ
う
に
し
て
、
少
し
づ
っ
発
展
し
た
。
そ

し
て
、
多
く
の
変
化
を
へ
た
の
ち
に
、

そ
の
本
性
を
獲
得
し
た
と
き
に
発
展

を
止
め
た
。

(
E邑
巳
ω
1
5
)
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悲
劇
に
つ
い
て
は
、

ホ
メ
ロ
ス
の
『
イ
リ
ア
ス
』
と
『
オ
デ
ユ
ツ
セ
イ
ア
』
と

い
う
二
つ
の
作
品
に
含
ま
れ
て
い
る
悲
劇
の
要
素
が
、
あ
た
か
も
有
機
体
が
成

長
す
る
か
の
よ
う
に
、
多
く
の
変
遷
を
へ
て
そ
れ
自
体
に
固
有
の
性
質
を
獲
得

し
、
そ
の
発
展
を
停
止
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
用
箇
所

で
は
悲
劇
の
発
展
だ
け
が
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
喜
劇
の
発
展
に
つ
い
て
も
他

の
箇
所
で
同
様
の
説
明
が
与
え
ら
れ
て
い
る

(
H
E
E
N
l
p
E
i
E
)
。

こ
の
よ
う
に
、
悲
劇
と
喜
劇
と
の
そ
れ
ぞ
れ
が
一
種
の
生
命
体
と
み
な
さ
れ
、

目
的
論
に
も
と
づ
く
発
展
的
な
歴
史
の
流
れ
の
な
か
に
お
い
て
悲
劇
や
喜
劇
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
理
解
さ
れ
て
い
る
点
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
史
の
大

き
な
特
徴
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
悲
劇
と
喜
劇
の
歴
史
を
説
明
す
る
こ

れ
ら
の
箇
所
で
悲
劇
詩
人
や
喜
劇
詩
人
の
名
前
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
一
度
も

記
し
て
い
な
い
と
い
う
点
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
悲
劇
詩
人
や
喜
劇
詩

人
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
史
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
。

詩
人
た
ち
は
、
悲
劇
と
喜
劇
の
そ
れ
ぞ
れ
が
完
全
な
形
に
ま
で
発
展
す
る
た
め

か
れ
ら
は
悲
劇
や
喜
劇
の
完
全
な
形
を
実
現
す
る
た

に
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

め
に
新
た
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
、
悲
劇
な
り
喜
劇
な
り
、
劇
を
つ
く
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
文
学
史
の
な
か
で
重
要
な
役
割
を
果
た

ホ
メ
ロ
ス
と
い
う
詩
人
だ
げ
な
の
で
あ
る
。

し
て
い
る
の
は
、

さ
ら
に
、
第
三
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
完
成
さ
れ
た

悲
劇
な
ら
び
に
完
成
さ
れ
た
喜
劇
と
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
品
を
さ
し
て

い
る
の
か
が
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
悲
劇
の
完
全
な
形
は
、

こ
の
文
学
史
に
お
い
て
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
悲
劇
の
あ
る
べ

き
姿
、
喜
劇
の
あ
る
べ
き
姿
は
暗
黙
の
前
提
と
し
て
す
で
に
了
解
さ
れ
て
い
る

か
の
よ
う
に
文
学
史
の
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
み
て
き
た
よ
う
に
き
わ
め
て
特
異
な
文
学
史
を
述
べ
た
あ
と
で

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
も
う
少
し
具
体
的
な
事
実
に
踏
み
込
ん
で
悲
劇
の
変
選

の
跡
を
追
っ
て
い
る
。
こ
の
変
遷
は
次
の
五
項
目
に
わ
た
っ
て
い
る
。
第
一
に
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
に
よ
る
俳
優
の
数
の
増
加
で
あ
る
。
第
二
に
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
に
よ
る
書
き
割
り
の
使
用
で
あ
る
。
第
三
に
、
劇
の
大
規
模
化
で

あ
る
。
第
四
に
、
用
い
ら
れ
る
韻
律
の
変
化
で
あ
る
。
第
五
に
、
劇
の
内
的
構

造
の
変
化
で
あ
る

(
E邑
巳
5
1
ω
N
)
。

具
体
的
な
悲
劇
の
変
遷
が
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
の
箇
所
に
お
い
て
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初
め
て
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
と
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
お
い
て
初
め
て
具
体

的
な
悲
劇
詩
人
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
、

さ
ふ
り
に

ま
た
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
よ
り
も
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
作
品
の
方
が
悲
劇
の

(8) 

完
全
な
姿
に
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、

第
四
章
の
こ
の
文
学
史
上
の
悲
劇
の
変
遷
の
説
明
か
ら
次
の
こ
と
が
ひ
と
ま
ず

推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
世
代
に
属
す
る
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
に
対
す
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
が
低
く
、
新
し
い
世
代
に
属
す
る
ソ
ポ
ク
レ
ス
や
エ

ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対
す
る
評
価
が
高
い
、

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
第
四
章
の
文
学
史
は
、

い
わ
ゆ
る
通
常
の
文

学
史
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
性
格
を
有
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
れ
は
、

ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
独
自
の
歴
史
観
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
で
、
文
学
史
上
の
諸
事
実
を

捨
象
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
文
学
史
は
、
そ

の
特
異
さ
ゆ
え
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
観
や
悲
劇
観
に
満
ち
あ
ふ
れ
で
い

る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
第
四
章
の
文
学
史
か
ら
こ
れ

ま
で
に
え
ら
れ
た
結
論
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
に
対
す
る
見
方
の
大
枠
を

な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対
す
る
評
価

を
み
る
ま
え
に
、
『
詩
学
』
の
前
半
部
分
で
展
開
さ
れ
て
い
る
筋
構
成
に
つ
い
て

の
議
論
を
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
詩
学
」
の
な
か
で
、
筋
は
、

悲
劇
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
同
時
に
、
ま
た
悲
劇
の
原
理
で
あ
り
、

わ
ば
目
的
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
あ
る
悲
劇
を
別

の
悲
劇
に
比
較
し
て
異
な
る
種
類
な
の
か
、
同
じ
種
類
な
の
か
を
い
う
場
合
、

な
に
よ
り
も
ま
ず
そ
の
筋
に
も
と
づ
い
て
判
断
す
る
の
が
正
し
い

(
E
U
E

。l

∞
)
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
筋
構
成
は
悲
劇
作
品
を
比
較
す
る
さ
い
の

基
準
に
も
な
り
う
る
か
ら
で
あ
る
。

筋
構
成
に
つ
い
て
の
議
論
に
は
二
つ
の
論
が
並
び
立
っ
て
い
る
。

一
つ
は
劇

の
形
式
に
関
わ
る
論
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
劇
の
内
容
に
関
わ
る
論
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
独
立
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ

こ
れ
ら
二
つ
は
、

て
い
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
が
悲
劇
の
筋
の
別
々
の
側
面
を
論
じ
て
い
る

と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
二
つ
の
論
は
、
悲
劇
と
は
あ
わ
れ
み
と
お
そ
れ
の
感
情

を
観
客
に
喚
起
す
る
劇
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
成
功
し
て
い
る
の
は
形
式
的
な
議
論
の

方
で
あ
り
、
内
容
に
関
わ
る
議
論
の
方
は
悲
劇
を
と
ら
え
損
な
っ
て
い
る
。

劇
の
内
容
に
つ
い
て
一
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
悲
劇
を
「
完
全
で
厳
粛
な
行
為

の
模
倣
(
同
主
宰
ピ
l
N
U
と
と
定
義
す
る
。
先
に
み
た
文
学
史
の
な
か
で
悲
劇
が

特
に
発
展
さ
せ
た
と
さ
れ
て
い
た
「
厳
粛
な
要
素
」
が
こ
の
定
義
に
反
映
さ
れ

て
い
る
の
を
み
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
定
義
中
の
「
厳
粛
な
行
為
」
と

い
う
規
定
が
登
場
人
物
の
性
格
と
劇
中
の
出
来
事
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、
人
物
の
性
格
に
つ
い
て
第
二
章

(
H
E
S
E
-ロ
)
で
は
悲
劇
は
わ
れ

わ
れ
よ
り
も
優
れ
た
人
物
を
描
く
と
さ
れ
、
さ
ら
に
、
第
十
三
章

(zaEー
ロ
)
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しヨ

で
は
わ
れ
わ
れ
に
似
た
人
聞
か
、
よ
り
優
れ
た
人
聞
を
描
く
と
さ
れ
て
い
る
。

劇
中
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
、

わ
れ
わ
れ
に
似
た
人
聞
か
よ
り
優
れ
た
人
聞
が

不
幸
に
な
っ
た
り
(
第
十
三
章
)
あ
る
い
は
近
親
者
を
殺
害
し
よ
う
と
し
た
り

(
第
十
四
章
)
す
る
出
来
事
が
推
奨
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

劇
の
形
式
に
つ
い
て
一
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
二
つ
の
分
類
基
準
を
提
出
す
る
。

一
つ
は
、
逆
転
と
認
知
の
有
無
に
も
と
づ
く
、
単
純
な
筋
構
成
か
複
雑
な
筋
構

成
か
と
い
う
分
類
で
あ
る
。
逆
転
と
認
知
が
劇
中
に
認
め
ら
れ
れ
ば
そ
の
劇
は

複
雑
な
劇
で
あ
り
、
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
そ
の
劇
は
単
純
な
劇
で
あ
る
。
そ
し

て
複
雑
な
劇
の
方
が
単
純
な
劇
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、

幸
福
に
終
わ
る
か
不
幸
に
終
わ
る
か
と
い
う
分
類
で
あ
る
。
こ
の
分
類
は
は
っ
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き
り
と
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
第
十
三
章
の
理
想
的
な
悲
劇
に

つ
い
て
の
論
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
分
類
の
組
み
合
わ
せ
で
、

悲
劇
は
四
種
類
に
分
類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
単
純
な
筋
構
成
を
持
ち
、
不

幸
か
ら
幸
福
へ
と
登
場
人
物
の
境
遇
が
転
換
す
る
悲
劇
、
②
単
純
な
筋
構
成
を

持
ち
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
登
場
人
物
の
境
遇
が
転
換
す
る
悲
劇
、
③
複
雑
な

筋
構
成
を
持
ち
、
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
登
場
人
物
の
境
遇
が
転
換
す
る
悲
劇
、

④
複
雑
な
筋
構
成
を
持
ち
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
登
場
人
物
の
境
遇
が
転
換
す

る
悲
劇
、

の
四
つ
で
あ
る
。

ア
イ
ス
キ
ユ
ロ
ス
の
悲
劇
作
品
へ
の
評
価

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
悲
劇
作
品
に
対
し
て
は
っ
き
り

と
し
た
評
価
を
く
だ
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
彼
の
作
品

を
低
く
評
価
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
次
の
三
つ
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
三
部
作
形
式
を
重

視
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
が
単
純
な
筋
構
成
か

ら
な
る
と
い
う
こ
と
、
第
三
に
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
が
舞
台
装
置
な
ど
の
視
覚

的
効
果
を
多
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
の
理
由
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
の
上
演
形
式
と
関
わ
っ
て
い
る
。

一
般
に
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
ア
祭
と
い
う
お
祭
り
の
場
で
上
演
さ

れ
、
し
か
も
そ
の
上
演
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
同
一
の
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た

悲
劇
作
品
三
篇
が
一
日
の
内
に
上
演
さ
れ
る
と
い
う
形
式
を
と
っ
て
い
た
。
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、
三
篇
の
悲
劇
作
品
が
全
体
と
し
て
一
つ
の
ま
と
ま
り
に

な
っ
て
一
つ
の
物
語
を
構
成
す
る
よ
う
に
三
部
作
形
式
で
劇
を
作
っ
た
。
た
と

え
ば
、

オ
レ
ス
テ
イ
ア
三
部
作
(
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
『
コ
エ
ポ
ロ
イ
』
「
エ
ウ
メ

二
一
ア
ス
』
)

と
い
わ
れ
て
い
る
作
品
が
こ
の
手
法
で
作
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
作
品
の
一
つ
一
つ
が
そ
れ
自
体
で
完

結
し
、
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
詩
学
』
第

七
章
で
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
蓋
然
性
な
い
し
必
然
性
に
従
っ
て
出
来
事
が
展
開

し
、
登
場
人
物
が
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
、
あ
る
い
は
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
な
る

こ
と
の
で
き
る
長
さ
が
筋
の
長
さ
の
制
限
と
し
て
十
分
で
あ
る
。

(EUHω

ロ
15)
」
筋
の
長
さ
の
こ
の
規
定
か
ら
直
ち
に
三
部
作
形
式
が
否
定
さ
れ
る
わ
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け
で
は
な
い
が
、
『
詩
学
』
に
お
い
て
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
中
『
コ
エ
ポ
ロ

イ
』
だ
け
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

(
n
F
E
L
B
U
E
)
、
三
部
作
形
式
に
つ
い

て
一
言
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
を
考
慮
す
る
と
き
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
が
、

一
つ
一
つ
の
作
品
の
な
か
で
出
来
事
が
完
結
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

次
に
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
が
低
く
評
価
さ
れ
る
第
二
の
理
由
に
つ
い

て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
み
た

よ
う
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
独
自
の
分
類
に
も
と
づ
い
て
悲
劇
作
品
を
論

じ
て
い
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
悲
劇
作
品
を
、
単
純
な
筋
と
複
雑
な
筋
と
の

二
つ
に
分
類
し
、
逆
転
と
認
知
を
持
つ
複
雑
な
筋
の
方
が
、
あ
わ
れ
み
と
お
そ
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れ
を
強
く
喚
起
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
単
純
な
筋
よ
り
も
複
雑
な
筋
の
方
を

よ
り
優
れ
て
い
る
と
み
な
す
。
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
単
純
な
筋
を
も
っ

も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
王
妃
ク
リ
ュ
タ
イ
メ
ス
ト
ラ
に
よ
る
王
ア

ガ
メ
ム
ノ
ン
の
暗
殺
を
描
い
た
劇
『
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
』
に
は
逆
転
も
認
知
も
な

ぃ
。
こ
の
点
で
も
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ

て
低
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
視
覚
的
効
果
の
多
用
と
い
う
第
三
の
理
由
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
視
覚
的
効
果
に
よ
る
感
情
喚
起
は
悲
劇
の
技
法
に
属
さ

な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
視
覚
的
効
果
に
よ
っ
て
あ
わ
れ
み
や
お
そ
れ
を
観
客

に
感
じ
き
せ
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
。
特
に
妖
怪
的
な
も
の
を
舞
台
に
乗
せ
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
悲
劇
で
な
い
と
ま
で
語
る
(
の
}
M

・

E-zaσ
吋

15)
。こ

の
点
で
も
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
に
反
し
て
い
る
。
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、
視
覚
的
効
果
を
う
ま
く
利
用
す
る
。
た
と
え
ば
、
『
ア
ガ
メ

ム
ノ
ン
』

の
な
か
の
、

ク
リ
ュ
タ
イ
メ
ス
ト
ラ
が
ト
ロ
イ
ア
よ
り
凱
旋
し
た
ア

ガ
メ
ム
ノ
ン
を
館
の
戸
口
で
迎
え
、
館
か
ら
車
ま
で
紅
の
織
物
が
敷
き
詰
め
ら

れ
る
場
面

s
o
u
-
E
H
)
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

一
直
線
に
館
へ
と
の
び
る
紅

の
織
物
の
壮
麗
さ
と
敷
物
の
道
が
暗
示
す
る
不
吉
な
予
感
。
二
つ
の
相
反
す
る

感
情
が
織
物
と
い
う
小
道
具
に
よ
っ
て
み
ご
と
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
視
覚
的
効
果
に
よ
っ
て
あ
わ
れ
み
や
お
そ
れ
を
観
客
に
感
じ
さ
せ
る
ア

イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
作
品
は
、
観
客
へ
の
感
情
効
果
が
ど
れ
ほ
ど
優
れ
て
い
よ
う

と
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
低
く
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

理
想
的
な
悲
劇
|
|
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」

『
詩
学
」
第
十
三
章
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
悲
劇
の
筋
構
成
の
あ
る

べ
き
姿
を
論
じ
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
を
最
も
優
れ
た
悲
劇

と
し
て
い
る
。

先
に
み
た
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
批
判
に
お
い
て
、
単
純
な
筋
構
成
よ
り
も
複
雑

な
筋
構
成
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
理
想
的
な
悲
劇
を
論
じ
る
『
詩
学
』
第

十
三
章
に
お
い
て
も
、
こ
の
考
え
方
が
受
け
継
が
れ
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
評

価
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
も
、
理
想
的
な
悲
劇
は
複
雑
な
筋
構
成

を
持
つ
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
前
提
に
立
っ
て
、
第
十
三
章
で
は
も
う
一
つ
の
形
式
的
な
分
類
、
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つ
ま
り
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
主
人
公
の
境
遇

の
転
換
に
中
心
的
な
論
点
が
移
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
分
類
に
従
つ

て
次
の
四
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
一
に
、
善
人
が
幸
福
か
ら

不
幸
に
転
落
す
る
様
子
を
描
く
場
合
、
第
二
に
、
悪
人
が
不
幸
か
ら
幸
福
に
な

る
様
子
を
描
く
場
合
、
第
三
に
、
極
悪
人
が
幸
福
か
ら
不
幸
へ
転
落
す
る
様
子

を
描
く
場
合
、
第
四
に
、
善
人
と
悪
人
の
中
間
に
位
置
す
る
人
が
幸
福
か
ら
不

幸
へ
転
落
す
る
様
子
を
描
く
場
合
、
の
四
つ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
主
人
公
の
性
格
と
主
人
公
の
境
遇
の
転
換
の
仕
方
に
応
じ
て
筋

の
構
成
の
仕
方
を
四
つ
に
分
類
し
た
の
ち
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

そ
れ
ぞ

れ
の
場
合
の
ど
れ
が
理
想
的
か
を
吟
味
す
る
。
第
一
の
、
善
人
が
幸
福
か
ら
不
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幸
に
転
落
す
る
様
子
を
描
く
場
合
は
、
悲
劇
的
な
感
情
を
喚
起
す
る
こ
と
な
く
、

た
だ
い
ま
わ
し
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
だ
け
だ
と
さ
れ
る

(HBNσ218)
。

ま
り
、
こ
の
よ
う
な
劇
の
展
開
は
悲
劇
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
第
二
の
、
悪
人
が
不
幸
か
ら
幸
福
に
な
る
様
子
を
描
く
場
合
は
、
悲

劇
に
必
要
な
要
素
を
何
一
つ
も
っ
て
い
な
い
と
さ
れ

(EωNσ
包
ー
ロ
お
巴
)
、
こ

う
し
た
場
合
は
悲
劇
に
す
ら
な
り
え
な
い
と
否
定
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
、
極

悪
人
が
幸
福
か
ら
不
幸
へ
転
落
す
る
様
子
を
描
く
場
合
は
、
人
間
愛
に
う
っ
た

え
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
悲
劇
的
な
感
情
を
喚
起
し
な
い

と
さ
れ
(
広
田
巳
1
3
、
こ
の
場
合
も
悲
劇
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
み
な
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
残
さ
れ
た
可
能
性
と
し
て
、
第
四
の
、
善
人
と
悪
人

の
中
間
に
位
置
す
る
人
が
幸
福
か
ら
不
幸
へ
転
落
す
る
様
子
を
描
く
場
合
が
指

摘
さ
れ
る

(
E日
ω
目
lE)
。
以
上
の
よ
う
な
吟
味
を
お
こ
な
っ
た
の
ち
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
、
結
論
と
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
優
れ
た
筋
構
成
は
、
登
場
人

物
の
境
遇
が
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
転
換
す
る
の
で
は
な
く
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ

と
転
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
原
因
は
自
分
の
邪
悪
さ
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
大
き
な
過
失
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
登

場
人
物
は
わ
れ
わ
れ
と
似
た
人
聞
か
そ
う
で
な
け
れ
ば
れ
わ
れ
よ
り
優
れ
た
人

間
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
E
E巳
守
口
)
。
」
こ
う
し
た
意
味
で
の
理
想
的
な

悲
劇
が
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
な
の
で
あ
る
。

こ
の
吟
味
と
結
論
の
な
か
に
は
注
目
す
べ
き
点
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
、
幸

福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
筋
構
成
の
形
式
的
な
分
類
が

い
つ
の
ま
に
か
価
値
評
価
の
基
準
に
変
化
し
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
の

つ

う
ち
、
第
一
の
場
合
の
吟
味
か
ら
第
三
の
場
合
の
吟
味
ま
で
、
幸
福
か
ら
不
幸

へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
分
類
は
形
式
的
な
分
類
の
ま
ま
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
本
来
、
第
四
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
は
、
善
人
が
不
幸

か
ら
幸
福
に
な
る
様
子
を
描
く
場
合
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
に
残
さ
れ

た
結
論
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
主
人
公
の
境
遇
が

転
換
す
る
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
、
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と

い
う
二
つ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
つ
く
ら
れ
た
一
つ
の
図
式
が
放
棄
さ
れ
て
い
る

の
が
見
て
取
れ
る
。
こ
れ
ま
で
幸
福
か
ら
不
幸
で
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う

二
つ
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
一
つ
の
図
式
が
つ
く
ら
れ
、

そ
の
図
式
に
も
と
づ
い

て
吟
味
が
な
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸

37 

か
ら
幸
福
へ
と
い
う
分
類
が
評
価
の
基
準
に
改
変
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
も
、
こ
れ
以
前
の
箇
所
に
お
い
て
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
不
幸
か

ら
幸
福
へ
と
い
う
分
類
の
う
ち
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
い
う
転
換
が
、
悲
劇
の

優
劣
を
は
か
る
基
準
と
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
の
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
も
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
の
箇
所
の
少
し
あ
と
で
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
い
う
転

換
だ
け
を
理
想
的
と
み
な
す
理
由
を
、
そ
れ
が
「
最
も
悲
劇
的
な
も
の
」

(
H
8
E
N吋
lN∞
)
だ
か
ら
だ
と
補
足
す
る
。
し
か
し
こ
の
補
足
説
明
に
よ
っ
て
も

悲
劇
的
な
る
ゆ
え
ん
は
理
論
的
に
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

、品、
A

3

し
し
カ

え
れ
ば
、
不
幸
な
結
末
で
終
わ
る
こ
と
が
な
ぜ
最
も
悲
劇
的
な
の
か
に
つ
い
て
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は
、
『
詩
学
』
の
前
半
で
論
じ
ら
れ
た
筋
構
成
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
え
な
い
の
で

あ
る
。
確
か
に
、
不
幸
な
結
末
が
お
そ
ろ
し
く
あ
わ
れ
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

最
も
悲
劇
的
だ
と
す
る
こ
の
補
足
説
明
は
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
常
識
的
な
見

方
と
一
致
し
、
納
得
の
い
く
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
「
あ
わ
れ
み

は
不
当
に
不
幸
な
目
に
あ
っ
て
い
る
人
に
対
し
て
、

お
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
と
同

じ
よ
う
な
人
が
不
幸
に
な
る
と
き
に
感
じ
ら
れ
る

(zaEふ
こ
と
言
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
不
当
に
も
不
幸
な
目
に
あ
っ
て
い
る
人
が
幸
福
に
な
る

と
い
う
可
能
性
、

わ
れ
わ
れ
と
同
じ
よ
う
な
人
が
不
幸
に
陥
っ
て
い
る
が
不
幸

か
ら
抜
け
出
す
と
い
う
可
能
性
は
、
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
実
際
、
次
に
み
る

第
十
四
章
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
と
似
た
人
聞
か
そ
う
で
な
ザ
れ
ぼ
れ
わ
れ
よ
り
優

れ
た
人
間
」
が
不
幸
か
ら
幸
福
に
な
る
場
合
が
優
れ
た
悲
劇
だ
と
論
じ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

四

理
想
的
な
悲
劇
|
|
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』

第
十
四
章
に
お
け
る
理
想
的
悲
劇
論
も
、
単
純
な
筋
構
成
と
複
雑
な
筋
構
成
、

ま
た
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
二
つ
の
分
類
に
も
と

づ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
十
四
章
で
は
単
純
な
筋
構
成
か
複
雑
な
筋
構
成

か
と
い
う
こ
と
が
中
心
的
な
問
題
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
第
十
四
章
で
も
、
複
雑

な
筋
構
成
が
高
く
評
価
さ
れ
、
単
純
な
筋
構
成
が
低
く
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と

に
か
わ
り
な
い
。
他
方
で
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い

う
分
類
は
、
第
十
三
章
に
お
い
て
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
を
評
価
す
る
さ
い
の

主
な
論
点
と
な
っ
て
い
た
が
、
第
十
四
章
で
は
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』

を
評
価
す
る
さ
い
の
主
な
論
点
と
は
な
ら
ず
、
間
接
的
に
し
か
議
論
に
関
与
し

p
l
h
z

。

+
J

一、νも
う
少
し
詳
し
く
、
第
十
四
章
の
議
論
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
第
十

四
章
で
は
四
つ
の
場
合
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
第
一
の
場
合
は
、
相
手
と
の
近

親
関
係
を
知
っ
て
い
て
相
手
の
殺
害
を
計
画
し
な
が
ら
実
行
し
な
い
劇
、
第
二

の
場
合
は
、
近
親
関
係
を
知
っ
て
い
て
相
手
の
殺
害
を
計
画
し
実
行
す
る
劇
で

あ
る
。
第
一
の
場
合
は
、
あ
わ
れ
み
と
お
そ
れ
の
感
情
を
喚
起
せ
ず
、

い
ま
わ

し
さ
を
喚
起
す
る
の
で
悲
劇
的
で
な
い
と
さ
れ
て
い
る

(Emωσ
お
l

包
)
。
第
二

の
場
合
に
つ
い
て
は
、
第
一
の
場
合
よ
り
も
ま
し
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
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で
あ
る
。
さ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
に
は
明
ら
か
に
逆
転
や
認
知
が
認
め
ら

れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
単
純
な
筋
構
成
を
持
つ
た
め
、
理
想
的
な
悲
劇
に
な

り
う
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
、
第
三
の
場
合
は
、

近
親
関
係
を
知
ら
ず
に
殺
害
を
実
行
し
た
あ
と
で
互
い
の
近
親
関
係
を
認
知
す

る
劇
、
第
四
の
場
合
は
、
近
親
関
係
を
知
ら
な
い
で
殺
害
を
実
行
し
よ
う
と
し

て
、
殺
害
を
実
行
す
る
直
前
に
互
い
の
近
親
関
係
を
認
知
し
、
実
行
に
い
た
ら

な
い
劇
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
場
合
は
、
劇
の
展
開
の
な
か
に
認
知
と
逆
転

が
生
じ
、
出
来
事
の
組
み
立
て
に
大
き
な
変
化
が
認
め
ら
れ
、
複
雑
な
筋
構
成

を
持
つ
た
め
、
理
想
的
な
悲
劇
に
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
実
際
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、
第
三
番
目
の
場
合
の
認
知
は
人
を
驚
か
す
も
の
だ
と
そ
の
効
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果
を
認
め
て
い
る

(
E
E包
)
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
想
的
と
す
る
こ
つ
の
作

品
、
す
な
わ
ち
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の

『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
の
場
合
と
第
四
の
場
合

に
該
当
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
単
純
な
筋
構
成
と
複
雑
な
筋
構
成
の
図
式
は
、
理
想
的
な
悲

劇
を
判
定
す
る
基
準
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
他
方
で
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な

い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
図
式
は
、
間
接
的
に
し
か
、
こ
の
議
論
に
関
与

し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う

図
式
が
、
こ
こ
で
の
議
論
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
作
っ
て
い
る
こ
と
に
は
違
い

な
い
。
こ
こ
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
の
間
で
起
こ
る
出
来
事
の
展
開
が
議
論
さ

れ
て
い
る
。
登
場
人
物
た
ち
の
間
で
実
行
さ
れ
る
行
為
の
内
容
は
、
近
親
者
を

殺
害
す
る
と
い
う
取
り
返
し
の
き
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
が
実
行
さ

れ
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
は
不
幸
な
結
末
で
終
わ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

実
行
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
不
幸
な
結
末
が
回
避
さ
れ
、
幸
福
な
結
末
で

終
わ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
後
者
の
場
合
を
前
者
の
場

合
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
第
十
四
章
に
お
げ
る
理
想
的
悲
劇
論
も
、
単
純
な

筋
構
成
と
複
雑
な
筋
構
成
、
ま
た
幸
福
か
ら
不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ

と
い
う
分
類
に
も
と
づ
い
た
図
式
に
の
っ
と
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
。
第
十
三
章
の
議
論
で
は
、
こ
の
図
式
が
改
変
さ
れ
て
い
た
の
に

対
し
て
、
第
十
四
章
の
議
論
で
は
こ
の
図
式
が
改
変
さ
れ
る
こ
と
な
く
一
貫
し

て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
理
想
的
な
悲
劇
に
つ
い
て
の
こ
こ
で
の
論
は
、
『
詩

学
』
の
前
半
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
筋
構
成
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
う
る
も
の
な
の

で
あ
る
。

第
十
四
章
で
の
評
価
は
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
批
判
に
お
い
て
み
て
き
た
判
断

と
同
じ
で
あ
る
。
あ
わ
れ
み
や
お
そ
れ
を
視
覚
的
効
果
や
舞
台
装
置
に
よ
っ
て

感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
否
定
的
な
態
度
を
と
っ
て
い

た
。
こ
れ
と
同
じ
理
由
で
、
近
親
者
を
殺
害
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
劇
中
で

生
起
す
る
こ
と
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
不
快
感
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
や
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
が

高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
、
単
純
な
筋
構
成
よ
り
も
複
雑
な
筋

構
成
が
好
ま
れ
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
あ
る
い
は
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
主
人
公
の

境
遇
が
転
換
し
、
視
覚
的
効
果
が
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」

と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
と
の
聞
に
、

さ
ら
な
る

優
劣
が
つ
凶
り
ら
れ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
が
最

も
優
れ
た
悲
劇
で
あ
る
と
さ
れ
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
が
第
二
位
の
悲
劇
と
さ

れ
て
い
た
。
第
十
四
章
で
の
こ
の
優
劣
の
判
断
は
、
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
」
を
第

一
位
と
結
論
づ
け
た
第
十
三
章
に
お
け
る
議
論
と
明
ら
か
に
矛
盾
し
て
い
る
。

多
く
の
学
者
が
こ
の
矛
盾
を
解
決
し
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
が
、
ま
だ
満
足
な

解
答
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
矛
盾
に
関
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
考
え
て

い
る
。
二
つ
の
章
に
お
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
関
心
は
、
パ
ト
ス
を
過
去
の
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出
来
事
と
し
て
筋
を
構
成
し
た
場
合
の
感
情
効
果
と
パ
ト
ス
を
近
い
未
来
の
出

来
事
と
し
て
筋
を
構
成
し
た
場
合
の
感
情
効
果
と
の
比
較
検
討
に
あ
る
の
で
は

な
く
、

パ
ト
ス
を
現
在
た
だ
い
ま
の
出
来
事
と
し
て
舞
台
の
上
で
演
じ
る
こ
と

な
し
に
あ
わ
れ
み
と
お
そ
れ
と
い
う
感
情
を
喚
起
す
る
べ
く
筋
を
構
成
す
る
点

に
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
わ
れ
み
や
お
そ
れ
と
を
最
大
限
に
ひ

き
起
こ
す
た
め
に
は
、
舞
台
の
上
で
殺
害
場
面
を
演
じ
る
の
が
最
も
簡
単
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
舞
台
上
で
殺
害
場
面
が
演
じ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
あ
わ
れ
み
や
お
そ
れ
と
い
う
感
情
よ
り
む
し
ろ
い
ま
わ
し
い
感
情
を
喚
起
す

る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
舞
台
上
で
殺
害
場
面
を
演
じ
る
こ
と
を
禁
じ
る
ギ

リ
シ
ア
悲
劇
の
不
文
律
に
従
う
か
ぎ
り
、
殺
害
場
面
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
パ

ト
ス
を
過
去
の
出
来
事
と
す
る
筋
構
成
(
『
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
)
か
あ
る
い
は

近
い
未
来
の
出
来
事
と
す
る
筋
構
成
(
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
)
か
の

い
ず
れ
か
の
一
方
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
注
意
す
べ
き

は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
筋
の
構
成
の
仕
方
が
互
い
に
対
立
し
、
否
定
し
あ
う
も
の

で
は
な
く
、

い
ず
れ
も
が
理
想
的
な
悲
劇
の
筋
構
成
に
な
る
可
能
性
を
有
し
て

い
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

お
わ
り
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
単
純
な
筋
構
成
と
複
雑
な
筋
構
成
、
ま
た
幸
福
か
ら

不
幸
へ
な
い
し
不
幸
か
ら
幸
福
へ
、

と
い
う
二
つ
の
分
類
に
も
と
づ
い
て
、
理

想
的
な
悲
劇
を
論
じ
て
い
た
。
理
想
的
な
悲
劇
と
は
、
複
雑
な
筋
構
成
を
持
ち
、

幸
福
か
ら
不
幸
へ
あ
る
い
は
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
主
人
公
の
境
遇
が
転
換
し
、

視
覚
的
効
果
を
あ
ま
り
用
い
な
い
悲
劇
の
こ
と
で
あ
り
、
逆
に
、
理
想
的
で
な

い
悲
劇
と
は
、
単
純
な
筋
構
成
を
持
ち
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
あ
る
い
は
不
幸
か

ら
幸
福
へ
と
主
人
公
の
境
遇
が
転
換
し
、
視
覚
的
効
果
を
多
用
す
る
悲
劇
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
従
っ
て
、

『
オ
イ
デ
ィ
プ

ソ
ポ
ク
レ
ス
の

ス
王
』
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
が
理
想
的
な
悲

劇
と
さ
れ
、
他
方
で
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
悲
劇
作
品
が
低
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。

筋
構
成
を
悲
劇
の
目
的
と
み
な
し
、
筋
の
構
成
の
仕
方
に
よ
っ
て
悲
劇
を
発
展

史
的
に
と
ら
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
論
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
作
品
を
広

く
射
程
に
収
め
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
筋
構
成
と
い
う
理
論
的
な
基
準
を
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う
ち
た
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
作
品
に
優
劣
を
つ
け
る
こ
と

を
可
能
に
す
る
基
準
や
図
式
を
う
ち
た
て
た
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
功

績
だ
と
言
え
よ
う
。

三
大
悲
劇
詩
人
に
関
し
て
は
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
古
い
世
代
に
属
し
、
悲

劇
が
そ
の
頂
点
を
迎
え
た
の
は
ソ
ポ
ク
レ
ス
に
お
い
て
で
あ
り
、

ま
た
エ
ウ
リ

ピ
デ
ス
に
お
い
て
で
あ
る
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
て
い
た
。
こ
う
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
対
立
は
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
対
ソ
ポ
ク
レ
ス
と

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
筋
構
成
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
論
は
、
ま
た
あ
る
限
界
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限
界
と
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は
、
文
学
史
上
の
事
実
と
の
姐
簡
お
よ
び
悲
劇
性
の
見
落
と
し
と
い
う
こ
つ
の

点
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
論
の
限
界
の
第
一
は
、
三
大
悲
劇
詩
人
に
対
す
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
が
文
学
史
上
の
事
実
と
異
な
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

特
に
、

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、

ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
対
ソ
ポ
ク
レ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
い
う
対
立
を
想
定
し
て
い
た
が
、

一
般
的
に
言
え
ば
、

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
対
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
い

う
対
立
が
想
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
一
般
的
な
見
方
は
、

た
と
え
ば
ア
リ
ス
ト

パ
ネ
ス
の
『
蛙
』
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
生
没
年
代
や
上
演
記
録
な

ど
か
ら
も
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
が
特
異
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ア
リ

ス
ト
パ
ネ
ス
の
『
蛙
」
で
は
、
神
々
や
英
雄
た
ち
が
活
躍
す
る
神
話
の
世
界
の

社
大
に
し
て
荘
厳
な
世
界
を
好
む
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
不
倫
や
狂
気
な
ど
日
常

世
界
に
潜
む
人
間
の
心
理
を
深
く
追
究
す
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と
が
対
照
的
に
描

か
れ
、
こ
の
対
極
を
な
す
二
人
の
悲
劇
詩
人
の
中
間
に
あ
る
ソ
ポ
ク
レ
ス
は
古

き
良
き
時
代
を
代
表
す
る
詩
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
生
没
年
代
や
上
演
記

録
か
ら
み
た
場
合
も
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
対
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
と

い
う
対
立
が
推
定
さ
れ
て
い
る
。

ソ
ポ
ク
レ
ス
と
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
同
じ
年
に

没
し
て
い
る
が
、

わ
ず
か
一
世
紀
の
短
い
ア
ッ
テ
ィ
カ
悲
劇
時
代
に
お
い
て
、

互
い
に
競
い
合
っ
て
い
た
の
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
で
あ
り
、

ウ
リ
ピ
デ
ス
が
評
価
さ
れ
る
の
は
も
っ
と
後
の
時
代
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
は
人
気
が
高
か
っ
た
の
で
は
あ
る
が
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
論
の
限
界
の
第
二
は
、
悲
劇
性
を
正
確
に
理
論
の

な
か
に
取
り
入
れ
て
、
悲
劇
性
を
説
明
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
、

た
と
え
ば
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
対
す
る
評
価
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
作
品
は
、
紀
元
前
四
世
紀
に
例
外
的
に
再
演
さ
れ
、

コ二

ウ
リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
作
品
が
も
っ
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
は
、
喜
劇
詩
人
メ
ナ
ン
ド

ロ
ス
の
作
品
に
影
響
を
与
え
、
新
喜
劇
の
系
列
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
。

エ
ウ

リ
ピ
デ
ス
の
悲
劇
作
品
の
な
か
に
、
新
喜
劇
を
準
備
す
る
要
素
が
す
で
に
存
在

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
文
学
史
上
の
事
実
を
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
は
知
り
ょ
う
も
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
作
品
中
に

み
ら
れ
る
喜
劇
的
な
要
素
に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
一
切
ふ
れ
て
い
な
い
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
悲
劇
作
品
か
ら
一
般
的
包
括
的
な
悲
劇
論
を
立
て
た
が
、
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そ
の
筋
構
成
論
は
一
般
的
普
遍
的
で
あ
り
す
ぎ
る
た
め
に
、
悲
劇
に
と
ど
ま
ら

ず
、
喜
劇
に
も
妥
当
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
筋
構
成
論
は
、
新
喜
劇
を
も
準
備
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
ま
た
よ
り
決
定
的
に
は
、
第
十
三
章
に
お
い
て
、
理
想
的
な
悲

劇
を
規
定
し
て
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
転
落
す
る
こ
と
の
方
が
悲
劇
に
ふ
さ
わ
し

い
と
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
態
度
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
第
十
三

章
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
い
う
転
換
を
悲
劇
的

コニ

で
あ
る
と
し
て
、
「
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
王
』
を
理
想
的
と
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
筋
構
成
か
ら
み
た
場
合
、
幸
福
か
ら
不
幸
へ
と
い
う
形
で

終
わ
る
劇
と
、
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
形
で
終
わ
る
劇
と
の
う
ち
、

い
ず
れ
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が
優
れ
て
い
る
か
は
判
定
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ

イ
ア
」

の
よ
う
な
幸
福
な
結
末
で
終
わ
る
悲
劇
も
理
想
的
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ

う
な
そ
う
い
う
余
地
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
悲
劇
の
筋
構
成
論
に
は
残
さ
れ

て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
筋
構
成
を
悲
劇
の
魂
と

み
な
し
、
筋
構
成
の
さ
ま
ざ
ま
な
在
り
方
に
よ
っ
て
悲
劇
作
品
を
分
類
し
評
価

し
て
い
た
。
こ
の
点
で
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
を
理
論
的
に

把
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

独
自
の
理
論
を
つ
く
る
と
き
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
見
落
と
し
て
し
ま
っ
た
も

の
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

注(
1
)

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
詩
学
」
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
、
戸
関
目
的
回
目
]
・

弘
司
礼
町
芯
同
町
~
仕
え
h
hミ
問
、
。
内
同
町
内
向
(
。
M
内
向

O
E
-
呂
田
一

n
O
吋
吋
・
円
四
円
】
円
・
・
巴
∞
N
)

を
使
用

し
た
。
ま
た
翻
訳
に
さ
い
し
て
以
下
の
翻
訳
書
を
参
考
に
し
た
。
藤
沢
令
夫
訳

「
詩
学
|
|
創
作
論
|
|
」
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
(
世
界
の
名
著
8
)
』
(
中
央
公
論

社
、
昭
和
五
十
四
年
)
、
松
本
仁
助
・
同
道
男
訳
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ

l
ス
詩
学
』

(
世
界
思
想
社
、
昭
和
六

O
年
)
、
松
本
仁
助
・
岡
道
男
訳
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ

l
ス

詩
学
・
ホ
ラ

1
テ
ィ
ウ
ス
詩
論
』
(
岩
波
文
庫
)
、

ω
回目

--Em---h号
芯
吾

、
。
ミ
ト
戸
円
。
巾

σ
の

z
n一
g
-
F
5
5弓
(
巴
由
印
)
一
冨
・
国

g
s
-
b司
礼
町
芯
忌

hvむ
m
川町礼町
-h
、
同
νmロ
切
』
宮
切
O
O
W印

(
E
u
m
)
一
』
・
出
血
E
M
J
K
H
司法
Hoh問
、
。
段
々
定

(
句
釦
門
戸
印

"
H
U
ω
N
)

。

(2)

ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
の
生
没
年
は
、
紀
元
前
五
二
五

1
四
五
六
年
で
あ
る
。

(
3
)

ソ
ポ
ク
レ
ス
の
生
没
年
は
、
紀
元
前
回
九
六

1
四
O
六
年
で
あ
る
。

(
4
)

エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
生
没
年
は
、
紀
元
前
四
八
五

i
四
O
六
年
で
あ
る
。

(
5
)

キ
ト
1
は
、
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
ゲ
ネ
イ
ア
』
を
「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
メ
ロ

ド
ラ
マ
だ
」
と
評
し
て
い
る
。
国
-
U・
百
件
同
0
・
C
『h
S
M
2
『荷足、、
(
F
O
ロ仏
O
ロ
m
ロ円四

Z
向
者
J

問。円
-
P
E
ω
申)同】・
ω口・

(6)

『
マ
ル
ギ
テ
ス
」
は
、
亡
失
の
喜
劇
的
な
叙
事
詩
。
古
代
か
ら
ホ
メ
ロ
ス
の
作

と
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

(
7
)

も
ち
ろ
ん
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
功
績
を

認
め
て
い
な
い
わ
げ
で
は
な
い
。
『
詩
学
』
第
四
章
の
文
学
史
に
お
い
て
ア
イ
ス

キ
ュ
ロ
ス
の
功
績
と
し
て
、
俳
優
の
数
を
一
人
か
ら
二
人
に
増
や
し
た
こ
と
、
コ

ロ
ス
(
合
唱
隊
)
の
役
割
を
減
ら
し
、
対
話
の
部
分
を
主
に
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら

二
つ
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
(
H
E
2
5
0
E
)
。
ま
た
、
ソ
ポ
ク
レ
ス
の
功
績
に

つ
い
て
も
、
俳
優
の
数
を
さ
ら
に
三
人
に
増
や
し
た
こ
と
、
舞
台
の
書
き
割
り
を

用
い
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
二
つ
の
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
れ
ら
の
功
績
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
学
史
に

お
い
て
ホ
メ
ロ
ス
の
果
た
し
た
役
割
に
く
ら
べ
れ
ば
無
に
ひ
と
し
い
。
な
ぜ
な

ら
、
俳
優
の
数
の
増
加
は
確
か
に
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
悲
劇
の
「
新
し
い
可
能
性
」
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
ホ
メ
ロ
ス
が
悲
劇
と
喜
劇
の
起
源
で
あ
る
と
は
っ
き
り
と
断
定
さ
れ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
も
ソ
ポ
ク
レ
ス
も
悲
劇
の
完
成
者
と
断
言
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
理
想
的
だ

と
み
な
す
『
タ
ウ
リ
ケ
の
イ
ピ
グ
ネ
イ
ア
』
の
作
者
で
あ
る
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
に
関

し
て
は
、
文
学
史
を
述
べ
る
「
詩
学
」
第
四
章
は
ひ
と
こ
と
も
ふ
れ
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
語
る
文
学
史
に
お
い
て
は
、
三

大
悲
劇
詩
人
、
す
な
わ
ち
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
、
ソ
ポ
ク
レ
ス
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス

の
果
た
し
た
役
割
は
、
わ
れ
わ
れ
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
に
は
大
き
く
な
い
の
で
あ

ス
v

。
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(8)

こ
こ
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
、
ホ
メ
ロ
ス
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評

価
と
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
や
ソ
ポ
ク
レ
ス
に
対
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
評
価
の

落
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ホ
メ
ロ
ス
は
悲
劇
と
喜
劇
の
起
源
と
し

て
語
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
と
ソ
ポ
ク
レ
ス
と
は
悲
劇
の

一
要
素
の
改
新
者
と
し
て
し
か
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

(9)

こ
こ
で
幸
福
か
ら
不
幸
へ
不
幸
か
ら
幸
福
へ
と
い
う
分
類
が
改
変
さ
れ
て
い

る
理
由
は
、
も
ち
ろ
ん
、
悲
劇
の
登
場
人
物
の
性
格
に
対
す
る
要
請
が
考
慮
さ
れ

て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
悲
劇
の
登
場
人
物
は
、
わ
れ
わ
れ
よ

り
も
優
れ
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
要
請
で
あ
る
。
こ
の
要
請
は
、
ホ
メ

ロ
ス
の
詩
か
ら
厳
粛
な
要
素
を
発
展
さ
せ
た
と
す
る
文
学
史
観
に
も
合
致
し
て

い
る
。

(
叩
)
第
十
三
章
と
第
十
四
章
と
の
聞
に
み
ら
れ
る
こ
の
矛
盾
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、

次
の
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
①
二
つ
の
章
の
聞
に
は
、
視
点
の

変
更
が
あ
る
だ
け
だ
と
す
る
説
。
こ
の
立
場
の
代
表
者
は
、
パ
イ
ウ
ォ
ー
タ
ー
で

あ
る
。
同
・
回
可
d

司
己
負

-kpか
な
与
。
お

HF問
、
山
ミ
ミ
.
、
b
m
h
q
(
O
M
同o
a
-
H
U
G
S
-

H】
H
Y
M
N品
l
N
N
印
・
第
十
三
章
は
、
あ
わ
れ
み
と
お
そ
れ
を
う
み
だ
す
最
も
明
確
な
手

段
で
あ
る
逆
転
を
論
じ
、
第
十
四
章
は
、
同
じ
効
果
を
別
の
手
段
で
う
み
だ
す
こ

と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
②
二
つ
の
章
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
こ
と
を
論

じ
て
い
る
の
で
、
基
本
的
に
矛
盾
し
な
い
と
す
る
説
。
こ
の
立
場
の
代
表
者
は
、

フ
ァ

l
レ
ン
で
あ
る
。
』
・
〈
同
町
]
O
P
N
W
町
守
ぶ
町
内

N

R

h
苔
芝
町
宮
、

M
u
c
m
H
芯

(
戸
冊
一
宮
山

m
w
E
E
)
・
ωω-alg・
第
十
三
章
は
、
す
で
に
起
き
た
苦
難
が
中
心
的

な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
第
十
四
章
は
、
起
こ
る
で
あ
ろ
う
苦
難
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
。
「
起
こ
る
で
あ
ろ
う
苦
難
」
が
「
す
で
に
起
き

た
苦
難
」
と
同
じ
感
情
効
果
を
も
っ
と
い
う
こ
と
が
『
自
然
学
』
第
二
巻
第
四
章

(
H

雪
印
N
S
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
③
二
つ
の
章
に
み
ら
れ
る
矛
盾
は
解
決
で
き

な
い
と
す
る
立
場
。
ヒ

I
ス
が
こ
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い
る
。
冨
・
国

g
p・。、.

円

H.H
・匂

-MMR〈
・
ま
た
、
@
の
立
場
に
た
つ
エ
ル
ス
も
、
「
矛
盾
を
表
面
的
に
は
解

決
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
最
終
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
不
注
意
に
起
因
す

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
言
う
。
。
・
司

-
E
R
-
与
え
M
H
D
H
~
h
J
町、。同町小町的
~
M
3
p
h

h
おど
S
S
H
(出
血

2
R門

日

L
由印吋)・匂・

8
N・

(
わ
た
な
べ
・
こ
う
じ
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