
三
島
由
紀
夫
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
論

―
〈
よ
ろ
め
き
〉ブ
ー
ム
か
ら
読
む
―

中
　
元

　
さ
お
り

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
三
島
由
紀
夫
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」、
姦
通
、
中
絶
、
ブ
ー
ム

は
じ
め
に

　
三
島
由
紀
夫
の
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（『
群
像
』
昭
和
三
二
・
四
～
六
）
は
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
し
て
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
、
映
画
化
や
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
化

さ
れ
る
な
ど
広
く
大
衆
に
消
費
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
美
徳
の
よ

ろ
め
き
」
以
降
、妻
た
ち
の
不
倫
を
描
い
た
〈
姦
通
〉
が
、〈
よ
ろ
め
き
〉
や
〈
よ

ろ
め
き
夫
人
〉
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
く
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。
小
説
が

一
つ
の
ブ
ー
ム
の
代
名
詞
の
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は

三
島
の
み
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。当
時
、飛
躍
的
に
拡
大
し
て
い
っ

た
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
の
な
か
で
、
ど
の
よ
う
に
振
る
舞
う
か
は
文
学
に
携
わ
る

者
に
と
っ
て
共
通
の
問
題
で
あ
っ
た
。
メ
デ
ィ
ア
の
勢
力
が
文
学
の
領
域
に
踏

み
込
ん
で
き
た
状
況
に
つ
い
て
、十
返
肇
は
「「
文
壇
」
崩
壊
論
」（『
中
央
公
論
』

昭
和
三
一
・
一
二
）
で
、「
現
在
で
は
、
そ
の
作
品
が
文
学
と
し
て
高
く
評
価
さ

れ
な
く
て
も
、
題
材
の
関
係
で
週
刊
雑
誌
の
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
た
り
、
映
画
化

さ
れ
た
り
す
る
と
、
す
ぐ
に
文
藝
雑
誌
が
執
筆
を
依
頼
し
、
作
者
は
「
小
説
家
」

と
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
待
遇
さ
れ
、「
文
壇
作
家
」
の
一
員
と
し
て
、
い

わ
ゆ
る
玄
人
と
社
会
的
に
は
同
じ
圏
内
の
住
人
と
な
る
。
も
は
や
そ
れ
に
た
い

し
て
抗
議
す
る
玄
人
作
家
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
抗
議
す
べ
き
地
盤
と
し
て

の
文
壇
な
る
も
の
が
な
く
な
つ
た
か
ら
だ
」
と
、
か
つ
て
の
文
壇
が
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
に
浸
食
さ
れ
て
い
る
現
状
を
指
摘
し
て
い
る
。
作
家
や
作
品
を
大
々
的

に
売
り
出
し
て
い
く
た
め
に
、
人
気
俳
優
陣
に
よ
る
映
画
化
と
文
学
賞
の
受
賞

と
い
う
マ
ス
コ
ミ
的
な
ト
ピ
ッ
ク
が
効
果
的
な
方
法
と
し
て
、
昭
和
三
十
年
代

前
半
あ
た
り
か
ら
見
出
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
文
学
が
そ
れ
単
体
で
は
な
く
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
と
の
融
合
の
な
か
で
大
衆
に

受
け
取
ら
れ
て
い
く
な
か
、
三
島
は
い
か
に
メ
デ
ィ
ア
と
の
関
係
を
む
す
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
一
視
点
と
し
て
、〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム

を
起
こ
し
た
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
取
り
上
げ
、
こ
の
小
説
が
な
ぜ
大
衆
に

消
費
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
か
、
広
く
読
ま
れ
た
こ
と
の
検
討
を
お
こ
な
う
。
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三
島
が
同
時
代
の
読
者
の
ど
の
よ
う
な
欲
望
に
反
応
し
た
の
か
、
ま
た
「
美
徳

の
よ
ろ
め
き
」
に
み
ら
れ
る
〈
時
代
の
空
気
〉
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
三
島
の
時
代
感
覚
を
あ
ら
わ
す
テ
ク
ス
ト
と
し
て
、〈
姦
通
〉

の
描
か
れ
方
を
と
お
し
て
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
考
察
し
て
い
く
。

一　
ま
ず
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
め
ぐ
る
当
時
の
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
と
三
島

の
動
き
を
簡
単
に
整
理
し
て
お
く
。「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
、い
わ
ゆ
る
〈
姦

通
小
説
〉で
、若
い
人
妻
倉
越
節
子
の
婚
姻
外
の
恋
愛
を
描
い
た
小
説
で
あ
る
。

中
産
階
級
の
人
妻
が
昔
な
じ
み
の
男
で
あ
る
土
屋
と
再
会
し
、
官
能
に
目
覚
め

妊
娠
・
中
絶
を
繰
り
返
し
た
末
に
別
れ
を
決
意
す
る
ま
で
の
一
年
間
を
描
い
て

い
る
。
三
島
は
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
発
表
の
前
に
は
「
潮
騒
」（
新
潮
社
、

昭
和
二
九
・
六
）、「
金
閣
寺
」（『
新
潮
』
昭
和
三
一
・
一
～
十
）、「
永
す
ぎ
た
春
」

（『
婦
人
倶
楽
部
』昭
和
三
一
・
一
～
十
二
）と
話
題
作
を
発
表
し
、ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

作
家
の
仲
間
入
り
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
作
品
は
続
々
と
映
画

化
さ
れ
、
さ
ら
に
注
目
を
集
め
た
。
作
家
と
し
て
の
三
島
へ
の
関
心
も
こ
の
あ

た
り
か
ら
高
ま
っ
て
い
く
。
一
躍
人
気
作
家
と
な
っ
た
三
島
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

姿
で
メ
デ
ィ
ア
に
登
場
す
る
よ
う
に
な
る
。
昭
和
三
○
年
秋
に
は
ボ
デ
ィ
ビ
ル

を
始
め
、
肉
体
改
造
に
取
り
組
み
、
そ
の
結
果
肉
体
を
誇
示
す
る
作
家
と
し
て

の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
な
か
発
表
さ
れ
た
「
美
徳
の
よ

ろ
め
き
」
は
、三
○
万
部
を
越
え
る
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
と
な
り
、〈
よ
ろ
め
き
〉

〈
よ
ろ
め
き
夫
人
〉
な
ど
の
流
行
語
が
生
ま
れ
た
。
三
島
作
品
の
な
か
で
も
、

ひ
と
き
わ
大
衆
読
者
を
獲
得
し
た
作
品
と
い
え
る
。

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
、
単
行
本
が
刊
行
さ
れ
て
四
ヶ
月
後
の
昭
和
三
二

年
十
月
に
映
画
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。
映
画「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
日
活
）は
、

中
平
康
が
監
督
し
、
新
藤
兼
人
が
脚
本
を
担
当
し
た
。
月
丘
夢
路
と
葉
山
良
二

が
主
演
を
つ
と
め
、
話
題
作
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
映
画
化
以
前
に
矢
代
静

一
の
脚
本
で
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ
化
も
さ
れ
て
お
り
（
昭
和
三
二
年
九
月
一
五
日
、

二
二
日
の
全
二
回
）、
メ
ロ
ド
ラ
マ
と
し
て
の
人
気
が
高
か
っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
三
年
、
平
成
五
年
、
平
成
六
年
に
も
ラ
ジ
オ
ド
ラ

マ
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
お
り
、
映
画
や
ド
ラ
マ
の
原
作
と
し
て
人
気
の

高
い
小
説
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る（

１
）。

　
昭
和
三
○
年
前
後
の
文
学
と
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
状
況
は
、
大
き
な
変
化
を

み
せ
て
い
た
。
昭
和
三
一
年
に
は
石
原
慎
太
郎
の
「
太
陽
の
季
節
」
が
芥
川
賞

を
受
賞
し
、
映
画
化
さ
れ
て
〈
太
陽
族
〉
な
る
若
者
文
化
が
登
場
し
、
文
壇
だ

け
で
な
く
社
会
的
な
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

と
同
年
に
発
表
さ
れ
、そ
の
年
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
一
位
と
な
っ
た
原
田
康
子『
挽

歌
』
も
、無
名
の
新
人
作
家
の
作
品
が
話
題
と
な
り
女
流
文
学
者
賞
を
受
賞
し
、

映
画
化
さ
れ
て
い
る
。
石
原
や
原
田
の
よ
う
な
若
手
作
家
の
文
学
賞
受
賞
と
小

説
の
映
画
化
と
い
う
流
れ
は
、
急
速
に
拡
大
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
文
学
界

も
映
画
界
も
と
も
に
商
業
的
成
功
を
お
さ
め
る
パ
タ
ー
ン
と
し
て
、
そ
の
後
多

く
の
作
品
に
影
響
を
与
え
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
な
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
文
壇
の
境
界
線
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
っ

た
事
態
に
つ
い
て
、
山
岸
郁
子
は
「「
文
壇
」
の
喪
失
と
再
生
─
週
刊
誌
が
も

二
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た
ら
し
た
も
の
─
」（『
文
学
』
平
成
一
五
・
一
一
／
一
二
）
で
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

　
　�

　
平
野
謙
が
「
新
進
作
家
が
平
気
で
新
聞
小
説
を
書
く
と
い
う
事
実
は
、

す
く
な
く
と
も
大
正
時
代
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
」（「
文
芸
雑
誌
の
役
割
」

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
一
・
九
・
一
三
）
と
言
う
よ
う
に
、
文
芸
雑
誌
と
新

聞
の
間
、
さ
ら
に
は
文
芸
雑
誌
と
中
間
雑
誌
の
間
に
は
深
い
溝
が
横
た

わ
っ
て
い
た
時
代
が
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
五
○
年
代

の
流
行
作
家
は
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
在
に
メ
デ
ィ
ア
を
横
断

し
て
い
た
。
そ
れ
は
活
字
メ
デ
ィ
ア
ば
か
り
で
は
な
く
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
・
映
画
へ
も
、
さ
ら
に
は
自
ら
講
演
会
に
登
場
し
、
自
著
の
広
告
に
も

努
め
て
い
る
。
激
し
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
調
子
を
合
わ
せ
る
瞬
発
力
と

自
在
性
が
流
行
作
家
に
は
な
に
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

　
戦
後
、
大
衆
文
学
や
中
間
小
説
が
存
在
感
を
強
め
て
い
っ
た
状
況
の
な
か
、

文
学
者
は
み
な
そ
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
急
速
に
拡
大

し
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
、
作
家
と
し
て
の
自
分
の
存
在
感
を
い
か
に
打

ち
出
し
て
い
く
か
は
、
全
て
の
作
家
に
共
通
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
荒
正
人

は
『
小
説
家
─
現
代
の
英
雄
─
』（
カ
ッ
パ
ブ
ッ
ク
ス
、昭
和
三
二
・
一
○
）
で
、

石
原
慎
太
郎
な
ど
若
い
世
代
の
作
家
の
登
場
に
よ
り
、
作
家
の
居
場
所
が
文
壇

か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
状
況
を
眺
め
、「
小
説
家
は
『
文

士
』
と
い
う
反
逆
者
か
ら
英
雄
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
マ
ス
・
コ
ミ
の
王
者

で
あ
る
」
と
、
小
説
家
の
変
質
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
島
も
戦
後
の
メ

デ
ィ
ア
の
な
か
に
常
に
自
己
を
さ
ら
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
メ

デ
ィ
ア
の
隆
盛
の
な
か
で
、
文
学
の
流
通
も
大
き
な
変
化
を
迎
え
る
。
小
説
が

発
表
後
す
ぐ
に
映
画
化
や
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
流
れ
が
顕
著

に
な
っ
て
く
る
の
だ
。
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
か
た
ち
で
商
品
と
し
て
の
文

学
作
品
を
流
通
さ
せ
て
い
く
方
法
が
さ
か
ん
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

な
か
、
三
島
も
ま
た
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と

し
て
の
話
題
を
さ
ま
ざ
ま
に
振
り
ま
い
て
い
く
こ
と
で
、
常
に
作
品
へ
の
注
目

度
を
保
と
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
三
島
が
商
業
的
な
成
功

の
み
を
追
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、
メ
デ
ィ
ア
が
勢
力
を
伸
ば
し

て
い
く
時
代
の
な
か
、
生
存
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
旧
来
の
文
壇
と
い
う
場
に

安
住
す
る
こ
と
を
三
島
は
意
識
的
に
避
け
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
積
極
的
に

メ
デ
ィ
ア
の
力
を
利
用
し
、
作
品
と
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
大
衆
の
な
か
に
流
布
さ

せ
て
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
三
島
は
戦
後
と
い
う
時
代
を
存
分
に
利
用
し
た
作

家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
、妻
の
不
倫
を
描
い
た
も
の
だ
が
、婚
姻
外
の
恋
愛
、

特
に
妻
が
夫
以
外
の
男
と
関
係
を
も
つ
も
の
を
題
材
と
し
た
作
品
は
、
小
説
、

映
画
と
も
に
昭
和
二
○
年
代
後
半
か
ら
三
○
年
代
に
か
け
て
大
衆
の
関
心
を
集

め
て
い
た
。
恋
愛
小
説
の
な
か
で
も
、
い
わ
ゆ
る
〈
姦
通
も
の
〉
と
呼
ば
れ
る

ジ
ャ
ン
ル
が
戦
後
に
目
だ
っ
て
く
る
。
大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人（

２
）

」（『
群
像
』

三
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た
ら
し
た
も
の
─
」（『
文
学
』
平
成
一
五
・
一
一
／
一
二
）
で
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
。

　
　�

　
平
野
謙
が
「
新
進
作
家
が
平
気
で
新
聞
小
説
を
書
く
と
い
う
事
実
は
、

す
く
な
く
と
も
大
正
時
代
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
」（「
文
芸
雑
誌
の
役
割
」

『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
一
・
九
・
一
三
）
と
言
う
よ
う
に
、
文
芸
雑
誌
と
新

聞
の
間
、
さ
ら
に
は
文
芸
雑
誌
と
中
間
雑
誌
の
間
に
は
深
い
溝
が
横
た

わ
っ
て
い
た
時
代
が
確
か
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
五
○
年
代

の
流
行
作
家
は
そ
れ
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
自
在
に
メ
デ
ィ
ア
を
横
断

し
て
い
た
。
そ
れ
は
活
字
メ
デ
ィ
ア
ば
か
り
で
は
な
く
、
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ

オ
・
映
画
へ
も
、
さ
ら
に
は
自
ら
講
演
会
に
登
場
し
、
自
著
の
広
告
に
も

努
め
て
い
る
。
激
し
い
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
調
子
を
合
わ
せ
る
瞬
発
力
と

自
在
性
が
流
行
作
家
に
は
な
に
よ
り
も
必
要
と
さ
れ
て
い
た
。

　
戦
後
、
大
衆
文
学
や
中
間
小
説
が
存
在
感
を
強
め
て
い
っ
た
状
況
の
な
か
、

文
学
者
は
み
な
そ
の
存
在
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
急
速
に
拡
大

し
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
、
作
家
と
し
て
の
自
分
の
存
在
感
を
い
か
に
打

ち
出
し
て
い
く
か
は
、
全
て
の
作
家
に
共
通
の
問
題
意
識
で
あ
っ
た
。
荒
正
人

は
『
小
説
家
─
現
代
の
英
雄
─
』（
カ
ッ
パ
ブ
ッ
ク
ス
、昭
和
三
二
・
一
○
）
で
、

石
原
慎
太
郎
な
ど
若
い
世
代
の
作
家
の
登
場
に
よ
り
、
作
家
の
居
場
所
が
文
壇

か
ら
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
へ
と
変
わ
っ
て
い
っ
た
状
況
を
眺
め
、「
小
説
家
は
『
文

士
』
と
い
う
反
逆
者
か
ら
英
雄
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
マ
ス
・
コ
ミ
の
王
者

で
あ
る
」
と
、
小
説
家
の
変
質
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
三
島
も
戦
後
の
メ

デ
ィ
ア
の
な
か
に
常
に
自
己
を
さ
ら
し
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
メ

デ
ィ
ア
の
隆
盛
の
な
か
で
、
文
学
の
流
通
も
大
き
な
変
化
を
迎
え
る
。
小
説
が

発
表
後
す
ぐ
に
映
画
化
や
ド
ラ
マ
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
流
れ
が
顕
著

に
な
っ
て
く
る
の
だ
。
メ
デ
ィ
ア
・
ミ
ッ
ク
ス
の
か
た
ち
で
商
品
と
し
て
の
文

学
作
品
を
流
通
さ
せ
て
い
く
方
法
が
さ
か
ん
に
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く

な
か
、
三
島
も
ま
た
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
と

し
て
の
話
題
を
さ
ま
ざ
ま
に
振
り
ま
い
て
い
く
こ
と
で
、
常
に
作
品
へ
の
注
目

度
を
保
と
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
三
島
が
商
業
的
な
成
功

の
み
を
追
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
だ
が
、
メ
デ
ィ
ア
が
勢
力
を
伸
ば
し

て
い
く
時
代
の
な
か
、
生
存
が
危
う
く
な
っ
て
い
る
旧
来
の
文
壇
と
い
う
場
に

安
住
す
る
こ
と
を
三
島
は
意
識
的
に
避
け
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
積
極
的
に

メ
デ
ィ
ア
の
力
を
利
用
し
、
作
品
と
作
家
イ
メ
ー
ジ
を
大
衆
の
な
か
に
流
布
さ

せ
て
い
っ
た
点
に
お
い
て
、
三
島
は
戦
後
と
い
う
時
代
を
存
分
に
利
用
し
た
作

家
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

二　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
、妻
の
不
倫
を
描
い
た
も
の
だ
が
、婚
姻
外
の
恋
愛
、

特
に
妻
が
夫
以
外
の
男
と
関
係
を
も
つ
も
の
を
題
材
と
し
た
作
品
は
、
小
説
、

映
画
と
も
に
昭
和
二
○
年
代
後
半
か
ら
三
○
年
代
に
か
け
て
大
衆
の
関
心
を
集

め
て
い
た
。
恋
愛
小
説
の
な
か
で
も
、
い
わ
ゆ
る
〈
姦
通
も
の
〉
と
呼
ば
れ
る

ジ
ャ
ン
ル
が
戦
後
に
目
だ
っ
て
く
る
。
大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人（

２
）

」（『
群
像
』

三
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昭
和
二
五
・
一
～
九
）
を
は
じ
め
と
し
て
、
一
気
に
人
気
ジ
ャ
ン
ル
に
発
展
し

て
い
く
。
映
画
で
も
、
昭
和
二
八
年
一
○
月
に
日
本
公
開
さ
れ
た
ハ
リ
ウ
ッ
ド

映
画
「
地
上
よ
り
永
遠
に
」（
監
督
フ
レ
ッ
ド
・
ジ
ン
ネ
マ
ン
、出
演
バ
ー
ト
・

ラ
ン
カ
ス
タ
ー
、
モ
ン
ゴ
メ
リ
ー
・
ク
リ
フ
ト
、
デ
ボ
ラ
・
カ
ー
）
や
昭
和
三

○
年
日
本
公
開
の
「
情
事
の
終
り
」（
監
督
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ド
ミ
ト
リ
ク
、
出

演
デ
ボ
ラ
・
カ
ー
、ヴ
ァ
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
）な
ど
姦
通
を
描
い
た
も
の
が
ヒ
ッ

ト
し
て
い
る
。

　
昭
和
三
一
年
に
は
井
上
靖
「
氷
壁
」（『
朝
日
新
聞
』
昭
和
三
一
・
二
・
二
四
～

三
二
・
八
・
二
二
）が
新
聞
小
説
の
な
か
で
姦
通
を
描
い
て
話
題
と
な
っ
た（

３
）。「

美

徳
の
よ
ろ
め
き
」
が
発
表
さ
れ
た
昭
和
三
二
年
に
は
、
原
田
康
子
『
挽
歌
』、

谷
崎
潤
一
郎
『
鍵
』
と
〈
不
倫
も
の
〉〈
姦
通
も
の
〉
が
三
作
も
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
る
な
ど
婚
姻
外
の
恋
愛
を
描
い
た
作
品
は
広
く
読
ま
れ
、「
美
徳
の
よ
ろ

め
き
」
以
降
、
こ
の
人
気
は
〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
と
し
て
よ
り
一
般
に
浸
透

し
て
い
く（

４
）。

　
当
時
の
〈
よ
ろ
め
き
〉
小
説
の
主
な
読
者
層
に
つ
い
て
、十
返
肇
は
評
論
「
な

ぜ
姦
通
小
説
が
流
行
す
る
の
か
」（『
婦
人
公
論
』
昭
和
三
二
・
一
一
）
で
、
姦

通
が
女
性
た
ち
の
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
年
の
こ
と
で
、「
戦

後
、
姦
通
罪
が
廃
止
さ
れ
る
ま
で
は
、
多
く
の
女
性
に
と
っ
て
、
姦
通
な
ど
と

い
う
こ
と
は
、
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
念
頭
に
う
か
ば
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
と
論
じ
て
い
る
。
姦
通
と
い
う
題
材
自
体
は
特
に
目
新
し
い
も
の
で
は
な

く
、日
本
近
代
文
学
に
お
い
て
は
夏
目
漱
石
「
そ
れ
か
ら
」（『
東
京
朝
日
新
聞
』

『
大
阪
朝
日
新
聞
』
明
治
四
二
・
六
・
二
七
～
一
○
・
四
）
や
、
有
島
武
郎
「
或

る
女
」（『
白
樺
』
明
治
四
四
・
一
～
大
正
二
・
三
、
初
出
時
の
題
名
は
「
或
る
女

の
グ
リ
ン
プ
ス
」）
な
ど
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
広
く
女
性
の
関
心
を
強

く
惹
き
付
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、戦
後
の
「
武
蔵
野
夫
人
」
以
降
だ
ろ
う
。

〈
姦
通
も
の
〉
に
対
す
る
女
性
読
者
の
関
心
の
高
さ
は
三
島
自
身
も
承
知
し
て

い
た
よ
う
で
、
女
性
読
者
を
想
定
し
て
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
書
い
て
い
た

よ
う
な
発
言
が
み
ら
れ
る（

５
）。

三
島
は
当
時
の
大
衆
の
関
心
の
方
向
や
時
流
を
見

据
え
た
上
で
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
書
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
、
拡
大
し
て
い
く
メ
デ
ィ
ア
の
状
況
と
、
文
学
が
大
衆
化

し
て
い
く
時
代
に
お
い
て
、
い
か
に
三
島
由
紀
夫
と
い
う
作
家
を
位
置
づ
け
る

か
と
い
う
三
島
自
身
の
試
み
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
つ
い
て
三
島
は
、「
何
も
ム
キ
に
な
っ
て
書
い
た
小

説
で
は
な
い
」
と
述
べ
、「
シ
ャ
レ
た
小
説
を
書
き
た
い
」
と
い
う
意
味
で
は

一
生
懸
命
書
い
た
が
、「
意
図
と
か
主
題
と
か
そ
う
い
う
も
の
は
大
し
た
も
ん

じ
ゃ
な
い
」
と
軽
い
調
子
で
語
り
、
流
行
作
家
と
し
て
の
余
裕
の
よ
う
な
も
の

を
に
じ
ま
せ
て
い
る（

６
）。

美
と
観
念
を
描
い
た
芸
術
性
の
高
い
「
金
閣
寺
」
の
直

後
に
書
か
れ
た
こ
と
、
姦
通
と
い
う
通
俗
的
な
題
材
を
扱
っ
て
い
る
こ
と
、
大

衆
的
な
読
者
に
読
ま
れ
〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
な
ど
か

ら
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
大
衆
小
説
と
し
て
広
く
読
ま
れ
は
し
た
も
の
の
、

総
じ
て
評
価
は
高
く
は
な
い
。
た
と
え
ば
山
本
健
吉
は
「
姦
通
小
説
論
」（『
群

像
』
昭
和
三
二
・
十
）
で
「『
金
閣
寺
』
を
書
い
た
氏
に
と
つ
て
は
、
こ
れ
は
む

し
ろ
息
抜
き
と
し
て
の
仕
事
」
と
、〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
を
傍
目
に
み
な
が

ら
文
学
的
な
側
面
に
は
厳
し
い
評
価
を
下
し
て
い
る
。
ま
た
、新
潮
文
庫
版『
美

四
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徳
の
よ
ろ
め
き
』
の
北
原
武
夫
に
よ
る
「
解
説
」（
昭
和
三
五
・
一
○
）
で
は
「
気

楽
に
の
び
の
び
と
書
い
た
の
が
、
こ
の
『
美
徳
の
よ
ろ
め
き
』
で
は
な
い
か
と

思
う
」
と
し
、「
芸
術
家
と
し
て
の
氏
の
揺
る
が
ぬ
自
信
」
が
「
気
安
さ
」
で
「
全

編
に
浸
透
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
。「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
論

じ
る
際
に
は
、
直
前
に
書
か
れ
た
「
金
閣
寺
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
評

価
が
下
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
の
背
景
に
は
、
純
文

学
と
大
衆
文
学
を
峻
別
す
る
評
者
の
意
識
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
近
年
に
お

い
て
も
セ
シ
ル
・
サ
カ
イ
は
『
日
本
の
大
衆
文
学
』（
平
凡
社
、平
成
九
・
二
）
で
、

大
岡
昇
平
や
三
島
の
よ
う
な
純
文
学
系
の
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
「
武
蔵
野
夫
人
」

や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
と
い
っ
た
〈
姦
通
も
の
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
小
説

を
書
き
話
題
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
の
作
品
は
大
岡
昇
平
に
と
っ

て
も
三
島
由
紀
夫
に
と
っ
て
も
例
外
的
な
試
み
で
あ
り
、
利
益
の
上
が
る
仕
事

と
し
て
一
時
的
に
大
衆
小
説
の
世
界
に
侵
入
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
お

り
、
三
島
に
お
い
て
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
芸
術
活
動
の
合
間
の
余
技
で
あ

る
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
評
は
先
に
あ
げ
た
三
島
の
言
葉
を
参
照

す
る
か
の
よ
う
に
、
力
を
抜
い
て
書
い
た
も
の
、
ま
た
は
大
衆
に
迎
合
し
た
も

の
と
し
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
三
島
が
純
文
学
系
の
「
金
閣
寺
」
と
大
衆
小
説
的

な
「
永
す
ぎ
た
春
」
や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
三
島

の
優
れ
た
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
評
価
す
る
論
は
あ
っ
た
が（

７
）、

大
衆
小
説
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
三
島
の
意
識
は
い
ま
だ
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。そ
こ
で
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
と
し
て
の
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト

の
同
時
代
背
景
に
着
目
し
な
が
ら
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
み
ら
れ
る
「
時
代

の
空
気
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
読
者
の
ど
の
よ
う
な
欲
望

に
こ
た
え
た
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

三　
ま
ず
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
に
な
る
と
姦
通
を
描
い
た
作
品
が
人
気
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
は
昭
和
二
十
二
年
の
姦
通
罪
の
廃
止（

８
）の

影
響
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

姦
通
罪
の
存
在
は
、「
有
夫
ノ
婦
」で
あ
る
妻
た
ち
の
結
婚
観
を
長
ら
く
規
定
し
、

見
え
な
い
鎖
で
夫
婦
関
係
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。姦
通
罪
の
廃
止
に
よ
り
、

婚
外
恋
愛
に
つ
い
て
直
接
的
な
罪
に
問
わ
れ
る
恐
怖
か
ら
妻
た
ち
が
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
夫
た
ち
の

不
安
を
あ
お
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
岡
の
「
武
蔵
野
夫
人
」
で
は
作
中
時
間
が

昭
和
二
二
年
六
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
姦
通
罪
の
施
行

直
前
ま
で
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。「
武
蔵
野
夫
人
」
の
主
人
公
道
子
は
姦
通

を
お
か
す
こ
と
は
な
く
最
後
ま
で
一
線
を
守
り
貞
潔
の
た
め
に
自
死
を
選
択
す

る
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
研
究
者
で
あ
る
夫
の
秋
山
が
姦
通
罪
に
つ
い
て
議
論
を

す
る
場
面
が
あ
り
、
姦
通
と
い
う
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。「
武

蔵
野
夫
人
」
の
ほ
か
に
も
、
大
衆
小
説
の
分
野
で
〈
姦
通
も
の
〉
の
小
説
は
多

く
み
ら
れ
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
う
け
て
、
週
刊
誌
や
女
性
誌
な
ど
に
も
夫
婦
間
の
浮
気

五
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徳
の
よ
ろ
め
き
』
の
北
原
武
夫
に
よ
る
「
解
説
」（
昭
和
三
五
・
一
○
）
で
は
「
気

楽
に
の
び
の
び
と
書
い
た
の
が
、
こ
の
『
美
徳
の
よ
ろ
め
き
』
で
は
な
い
か
と

思
う
」
と
し
、「
芸
術
家
と
し
て
の
氏
の
揺
る
が
ぬ
自
信
」
が
「
気
安
さ
」
で
「
全

編
に
浸
透
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
。「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
論

じ
る
際
に
は
、
直
前
に
書
か
れ
た
「
金
閣
寺
」
と
の
対
比
に
よ
っ
て
、
そ
の
評

価
が
下
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
言
の
背
景
に
は
、
純
文

学
と
大
衆
文
学
を
峻
別
す
る
評
者
の
意
識
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
近
年
に
お

い
て
も
セ
シ
ル
・
サ
カ
イ
は
『
日
本
の
大
衆
文
学
』（
平
凡
社
、平
成
九
・
二
）
で
、

大
岡
昇
平
や
三
島
の
よ
う
な
純
文
学
系
の
作
家
が
そ
れ
ぞ
れ
「
武
蔵
野
夫
人
」

や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
と
い
っ
た
〈
姦
通
も
の
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
小
説

を
書
き
話
題
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
こ
れ
ら
の
作
品
は
大
岡
昇
平
に
と
っ

て
も
三
島
由
紀
夫
に
と
っ
て
も
例
外
的
な
試
み
で
あ
り
、
利
益
の
上
が
る
仕
事

と
し
て
一
時
的
に
大
衆
小
説
の
世
界
に
侵
入
し
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
述
べ
て
お

り
、
三
島
に
お
い
て
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
芸
術
活
動
の
合
間
の
余
技
で
あ

る
と
い
う
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
評
は
先
に
あ
げ
た
三
島
の
言
葉
を
参
照

す
る
か
の
よ
う
に
、
力
を
抜
い
て
書
い
た
も
の
、
ま
た
は
大
衆
に
迎
合
し
た
も

の
と
し
て
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
こ

な
か
っ
た
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
三
島
が
純
文
学
系
の
「
金
閣
寺
」
と
大
衆
小
説
的

な
「
永
す
ぎ
た
春
」
や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
書
い
て
い
た
こ
と
か
ら
三
島

の
優
れ
た
バ
ラ
ン
ス
感
覚
を
評
価
す
る
論
は
あ
っ
た
が（

７
）、

大
衆
小
説
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
に
対
す
る
三
島
の
意
識
は
い
ま
だ
判
然
と
は
し
て
い
な
い
。そ
こ
で
、

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説
と
し
て
の
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
つ
い
て
、
テ
ク
ス
ト

の
同
時
代
背
景
に
着
目
し
な
が
ら
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
み
ら
れ
る
「
時
代

の
空
気
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
ま
た
、
読
者
の
ど
の
よ
う
な
欲
望

に
こ
た
え
た
テ
ク
ス
ト
だ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

三　
ま
ず
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
時
代
背
景
に
つ
い
て
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
後
に
な
る
と
姦
通
を
描
い
た
作
品
が
人
気
と
な
っ
た

が
、
そ
れ
は
昭
和
二
十
二
年
の
姦
通
罪
の
廃
止（

８
）の

影
響
が
あ
っ
た
と
い
え
る
。

姦
通
罪
の
存
在
は
、「
有
夫
ノ
婦
」で
あ
る
妻
た
ち
の
結
婚
観
を
長
ら
く
規
定
し
、

見
え
な
い
鎖
で
夫
婦
関
係
を
つ
な
ぐ
も
の
で
あ
っ
た
。姦
通
罪
の
廃
止
に
よ
り
、

婚
外
恋
愛
に
つ
い
て
直
接
的
な
罪
に
問
わ
れ
る
恐
怖
か
ら
妻
た
ち
が
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
一
方
で
、
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
は
夫
た
ち
の

不
安
を
あ
お
る
も
の
で
あ
っ
た
。
大
岡
の
「
武
蔵
野
夫
人
」
で
は
作
中
時
間
が

昭
和
二
二
年
六
月
か
ら
一
一
月
に
か
け
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
姦
通
罪
の
施
行

直
前
ま
で
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。「
武
蔵
野
夫
人
」
の
主
人
公
道
子
は
姦
通

を
お
か
す
こ
と
は
な
く
最
後
ま
で
一
線
を
守
り
貞
潔
の
た
め
に
自
死
を
選
択
す

る
が
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
研
究
者
で
あ
る
夫
の
秋
山
が
姦
通
罪
に
つ
い
て
議
論
を

す
る
場
面
が
あ
り
、
姦
通
と
い
う
問
題
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
。「
武

蔵
野
夫
人
」
の
ほ
か
に
も
、
大
衆
小
説
の
分
野
で
〈
姦
通
も
の
〉
の
小
説
は
多

く
み
ら
れ
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
流
れ
を
う
け
て
、
週
刊
誌
や
女
性
誌
な
ど
に
も
夫
婦
間
の
浮
気

五
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を
め
ぐ
る
言
説
が
増
加
し
て
く
る
。
特
に
、
昭
和
三
○
年
前
後
か
ら
浮
気
を
話

題
に
し
た
記
事
は
増
加
を
み
せ
る
が
、
話
題
は
夫
の
浮
気
問
題
か
ら
妻
の
浮
気

へ
と
シ
フ
ト
し
て
い
る（

９
）。

夫
婦
の
不
貞
問
題
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
性
の
解
放
に

大
衆
の
関
心
が
向
か
っ
て
い
る
状
況
の
な
か
で
書
か
れ
た「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

に
つ
い
て
、
小
笠
原
賢
二
は
「
た
ぶ
ん
三
島
は
、
若
き
ラ
イ
バ
ル
の
石
原
を
十

分
に
意
識
し
な
が
ら
、『
美
徳
の
よ
ろ
め
き
』
を
書
い
て
相
応
の
効
果
を
あ
げ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
映
画
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
ブ
ー
ム
が
加
熱
し

た
こ
れ
ら
の
作
に
見
ら
れ
る
過
剰
な
快
楽
・
享
楽
志
向
は
、
自
由
で
新
し
い
時

代
と
共
振
し
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
、
奔
放
な
発
露
に
違
い
な
か
っ
た
ろ
う）

（（
（

」
と
い

う
指
摘
を
し
て
い
る
。
小
笠
原
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
三
島
の
意
識
に
は
石

原
慎
太
郎
の
「
太
陽
の
季
節
」（
昭
和
三
○
）
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
戦
後
に
お

け
る
性
の
解
放
は
、
夫
婦
間
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
若
者
に
と
っ
て
も
大
き
な

関
心
事
だ
っ
た
。
敗
戦
直
後
の
カ
ス
ト
リ
雑
誌
の
流
行
か
ら
始
ま
り
、
田
村
泰

次
郎
の
小
説
『
肉
体
の
門
』（
昭
和
二
二
）
や
、映
画
で
は
「
十
代
の
性
典
」（
昭

和
二
八
年
）
か
ら
始
ま
る
〈
性
典
も
の
〉
ブ
ー
ム
な
ど
、
性
を
テ
ー
マ
に
し
た

も
の
が
目
立
っ
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
性
へ
の
関
心
は
、
昭
和
三
○
年
代
に
も

引
き
つ
づ
き
み
ら
れ
、〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
く
。

　
で
は
、〈
よ
ろ
め
き
も
の
〉
は
妻
た
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
い

た
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
昭
和
三
二
年
一
二
月
二
九
日
号
の
『
週
刊
朝
日
』

で
は
、
今
年
一
年
の
動
き
を
総
括
す
る
記
事
「
１
９
５
７
年
・
今
年
の
日
本
は

ど
こ
ま
で
よ
ろ
め
い
た
か
？
」
が
特
集
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
つ
に

戸
塚
文
子
「〈
女
性
〉
よ
ろ
め
き
の
本
家
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
記
事

で
は
、
昭
和
三
二
年
の
〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
と
現
実
の
妻
た
ち
の
関
係
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　
　�

　
本
家
中
の
本
家
〈
よ
ろ
め
き
夫
人
〉
に
し
て
か
ら
が
、
映
画
や
文
学
作

品
の
デ
ッ
チ
上
げ
た
虚
構
で
は
な
い
。「
挽
歌
」
や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

「
雌
花
」（
引
用
者
注
：
大
岡
昇
平
、
昭
和
三
二
）「
渇
き
」（
引
用
者
注
：

太
田
経
子
、
昭
和
三
二
）
な
ど
の
売
れ
る
根
底
で
、
現
実
の
妻
た
ち
が
、

今
年
は
多
い
に
よ
ろ
め
い
た
。
そ
れ
も
明
治
、
大
正
の
極
め
て
稀
な
、
有

名
夫
人
の
例
外
的
事
件
と
は
違
っ
て
、
一
般
の
奥
様
や
お
か
み
さ
ん
た
ち

が
、
新
聞
の
ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
ら
ず
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
人
知
れ
ず
よ
ろ

め
き
続
け
た
わ
け
で
あ
る
。

　（
中
略
）　
つ
ま
り
〈
よ
ろ
め
き
夫
人
〉
は

〈
極
め
て
稀
な
〉
例
外
か
ら
今
や
一
般
に
普
及
し
、
大
衆
化
し
た
と
い
っ

て
い
い
。
そ
れ
に
離
婚
と
い
う
破
局
ま
で
は
行
か
な
い
軽
い
〈
め
ま
い
〉

程
度
の
〈
よ
ろ
め
き
〉
を
加
え
る
と
、
じ
っ
さ
い
の
数
字
と
し
て
は
、
つ

か
む
こ
と
の
で
き
な
い
そ
の
数
は
、
た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
。

　〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
物
語
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く

現
実
感
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
読
者
で
あ
る
女
性
た
ち
に
受
け
と
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
こ
の
記
事
か
ら
わ
か
る
。
週
刊
誌
の
記
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
い

く
ら
か
扇
情
的
な
き
ら
い
は
あ
る
が
、
妻
た
ち
の
性
へ
の
関
心
の
高
さ
は
、
姦

通
罪
の
廃
止
を
う
け
て
一
気
に
解
放
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
戦
後
の
性

の
解
放
は
、
女
性
が
個
人
と
し
て
の
性
を
獲
得
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
近
代
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的
家
制
度
の
な
か
に
囲
い
こ
ま
れ
、
妻
と
母
と
い
う
役
割
の
な
か
で
生
き
て
い

た
妻
た
ち
が
、
妻
・
母
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
女
と
い
う
役
割
を
手
に
し
て
い
く

な
か
で）

（（
（

、
性
の
解
放
が
象
徴
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
道
徳
的
な
拘
束
か
ら
の

自
由
で
あ
る
。
妻
た
ち
が
、
従
来
の
家
制
度
か
ら
自
由
を
獲
得
し
て
い
く
方
法

と
し
て
、〈
よ
ろ
め
き
〉
と
い
う
行
動
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
小
説
や
映
画
、
昼
間
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
な
ど
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の

作
品
が
女
性
た
ち
に
支
持
さ
れ
た
背
景
に
は
、
妻
や
母
と
し
て
振
る
舞
う
日
常

か
ら
の
脱
出
願
望
が
あ
る
。
こ
こ
に
姦
通
罪
廃
止
後
の
風
景
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
婚
姻
外
の
恋
愛
と
い
う
新
た
な
関
係
の
構
築
が
、
自
己
の
輪
郭
を
確
認

す
る
手
段
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ん
に
姦
通
罪
が
廃
止
さ
れ
、

性
が
解
放
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
た
理
由
で
妻
た
ち
が
恋
愛
に
走
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
日
常
か
ら
の
束
の
間
の
逃
走
に
よ
っ
て
自
己
の
輪
郭
を
確
か
め
た
い
と

い
う
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な

女
性
た
ち
の
潜
在
的
な
欲
望
を
引
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。さ
ら
に
、

読
者
で
あ
る
女
た
ち
は
そ
の
物
語
を
自
己
に
引
き
寄
せ
、
内
面
化
し
て
い
っ
た

の
だ
。
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
大
衆
小
説
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
と
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
関
係
に

つ
い
て
、
遠
藤
周
作
は
「
姦
通
論
─
愛
と
情
事
に
つ
い
て
の
考
察
─
」（『
婦
人

公
論
』
昭
和
三
四
・
九
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
ラ
ジ
オ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
聴

取
者
や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
読
者
で
あ
る
妻
た
ち
の
心
の
動
き
に
つ
い
て

解
説
を
行
っ
て
い
る
。
遠
藤
は
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
作
品
を
見
た
り
読
ん
だ

り
し
て
も
、
妻
た
ち
は
実
際
に
家
庭
を
破
壊
し
て
ま
で
姦
通
す
る
勇
気
が
な
い

が
、
姦
通
罪
が
な
く
な
っ
た
今
〈
よ
ろ
め
き
〉
は
「
心
を
疼
か
せ
る
要
素
」
を

も
っ
て
誘
惑
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
あ
な

た
は
ラ
ジ
オ
を
き
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
姦
通
を
描
い
た
小
説
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
に
は
や
る
勇
気
が
な
い
衝
動
を
こ
こ
で
解
放
せ
し
め
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
物
語
の
享
受
者
と
な
る
こ
と
で
姦
通
を
踏
み

と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
効
能
を
示
し
て
い
る
。
遠
藤
の
言
葉
は
、
夫

の
側
か
ら
の
忠
告
め
い
た
感
が
あ
る
が
、
一
方
で
読
者
と
大
衆
小
説
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
物
語
っ
て
い
る
。
現
実
に
抱
い
て
い
る
欲
望
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

な
か
で
成
就
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
場
合
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
小
説
や

映
画
が
、
実
際
の
妻
た
ち
の
浮
気
と
い
う
欲
望
の
代
償
行
動
と
し
て
の
機
能
を

も
つ
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
遠
藤
の
理
論
を
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
敷
衍
さ
せ
る
と
、
主
人
公
節

子
の
不
倫
の
恋
は
読
者
の
欲
望
を
刺
激
す
る
と
と
も
に
、
小
説
の
主
人
公
に
自

分
の
欲
望
を
代
償
行
動
さ
せ
て
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
女

性
読
者
は
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
と
い
う
物
語
を
自
己
の
欲
望
と
向
き
合
い
な

が
ら
読
み
、
物
語
の
内
容
を
内
面
化
し
て
い
く
と
い
う
相
関
関
係
に
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
節
子
の
姦
通
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
に
描

か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
女
性
読
者
を
と
ら
え
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
で
は
節
子
は
三
度
も
妊
娠
・
中
絶
を
繰
り
返
し
、

七
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的
家
制
度
の
な
か
に
囲
い
こ
ま
れ
、
妻
と
母
と
い
う
役
割
の
な
か
で
生
き
て
い

た
妻
た
ち
が
、
妻
・
母
の
ほ
か
に
も
う
一
つ
女
と
い
う
役
割
を
手
に
し
て
い
く

な
か
で）

（（
（

、
性
の
解
放
が
象
徴
し
た
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
道
徳
的
な
拘
束
か
ら
の

自
由
で
あ
る
。
妻
た
ち
が
、
従
来
の
家
制
度
か
ら
自
由
を
獲
得
し
て
い
く
方
法

と
し
て
、〈
よ
ろ
め
き
〉
と
い
う
行
動
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
小
説
や
映
画
、
昼
間
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
な
ど
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の

作
品
が
女
性
た
ち
に
支
持
さ
れ
た
背
景
に
は
、
妻
や
母
と
し
て
振
る
舞
う
日
常

か
ら
の
脱
出
願
望
が
あ
る
。
こ
こ
に
姦
通
罪
廃
止
後
の
風
景
を
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
婚
姻
外
の
恋
愛
と
い
う
新
た
な
関
係
の
構
築
が
、
自
己
の
輪
郭
を
確
認

す
る
手
段
と
し
て
浮
上
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
ん
に
姦
通
罪
が
廃
止
さ
れ
、

性
が
解
放
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
た
理
由
で
妻
た
ち
が
恋
愛
に
走
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
日
常
か
ら
の
束
の
間
の
逃
走
に
よ
っ
て
自
己
の
輪
郭
を
確
か
め
た
い
と

い
う
試
み
だ
っ
た
の
で
あ
る
。〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な

女
性
た
ち
の
潜
在
的
な
欲
望
を
引
き
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。さ
ら
に
、

読
者
で
あ
る
女
た
ち
は
そ
の
物
語
を
自
己
に
引
き
寄
せ
、
内
面
化
し
て
い
っ
た

の
だ
。
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
大
衆
小
説
と
し

て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
と
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
と
呼
ば
れ
る
作
品
の
関
係
に

つ
い
て
、
遠
藤
周
作
は
「
姦
通
論
─
愛
と
情
事
に
つ
い
て
の
考
察
─
」（『
婦
人

公
論
』
昭
和
三
四
・
九
）
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
、
ラ
ジ
オ
の
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
聴

取
者
や
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
読
者
で
あ
る
妻
た
ち
の
心
の
動
き
に
つ
い
て

解
説
を
行
っ
て
い
る
。
遠
藤
は
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
作
品
を
見
た
り
読
ん
だ

り
し
て
も
、
妻
た
ち
は
実
際
に
家
庭
を
破
壊
し
て
ま
で
姦
通
す
る
勇
気
が
な
い

が
、
姦
通
罪
が
な
く
な
っ
た
今
〈
よ
ろ
め
き
〉
は
「
心
を
疼
か
せ
る
要
素
」
を

も
っ
て
誘
惑
に
満
ち
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、「
あ
な

た
は
ラ
ジ
オ
を
き
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
姦
通
を
描
い
た
小
説
を
読
む
こ
と
に

よ
っ
て
現
実
に
は
や
る
勇
気
が
な
い
衝
動
を
こ
こ
で
解
放
せ
し
め
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
物
語
の
享
受
者
と
な
る
こ
と
で
姦
通
を
踏
み

と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
効
能
を
示
し
て
い
る
。
遠
藤
の
言
葉
は
、
夫

の
側
か
ら
の
忠
告
め
い
た
感
が
あ
る
が
、
一
方
で
読
者
と
大
衆
小
説
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
物
語
っ
て
い
る
。
現
実
に
抱
い
て
い
る
欲
望
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

な
か
で
成
就
さ
せ
る
こ
と
、
つ
ま
り
こ
の
場
合
〈
よ
ろ
め
き
〉
も
の
の
小
説
や

映
画
が
、
実
際
の
妻
た
ち
の
浮
気
と
い
う
欲
望
の
代
償
行
動
と
し
て
の
機
能
を

も
つ
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
遠
藤
の
理
論
を
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
敷
衍
さ
せ
る
と
、
主
人
公
節

子
の
不
倫
の
恋
は
読
者
の
欲
望
を
刺
激
す
る
と
と
も
に
、
小
説
の
主
人
公
に
自

分
の
欲
望
を
代
償
行
動
さ
せ
て
読
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
女

性
読
者
は
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
と
い
う
物
語
を
自
己
の
欲
望
と
向
き
合
い
な

が
ら
読
み
、
物
語
の
内
容
を
内
面
化
し
て
い
く
と
い
う
相
関
関
係
に
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
節
子
の
姦
通
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
に
描

か
れ
て
い
た
こ
と
も
、
女
性
読
者
を
と
ら
え
た
ポ
イ
ン
ト
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
で
は
節
子
は
三
度
も
妊
娠
・
中
絶
を
繰
り
返
し
、

七
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土
屋
と
の
関
係
は
悲
痛
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
節
子
と

土
屋
の
振
る
舞
い
に
は
ハ
イ
ブ
ロ
ー
な
風
俗
が
ま
と
わ
せ
て
あ
る
。
例
え
ば
、

節
子
が
土
屋
と
の
逢
い
引
き
の
た
め
に
身
支
度
を
す
る
場
面
の
描
写
を
み
て
み

た
い
。

　
　�

　
来
週
の
火
曜
日
、
そ
の
日
が
来
て
み
る
と
、
節
子
は
久
々
に
、
身
じ
ま

ひ
と
化
粧
と
の
、
目
的
の
あ
る
新
鮮
な
た
の
し
み
に
溺
れ
た
。
下
着
に
凝

つ
て
ゐ
た
の
で
、
絹
の
焦
茶
の
ス
リ
ッ
プ
を
着
る
。
そ
の
ス
リ
ッ
プ
の
へ

り
は
、
沈
ん
だ
う
す
い
冬
空
の
や
う
な
青
で
染
め
た
レ
エ
ス
で
ふ
ち
取
つ

て
あ
る
。
そ
の
上
か
ら
薄
茶
の
シ
ー
ス
・
ド
レ
ス
を
着
る
。
常
用
の
香
水
、

ジ
ャ
ン
・
パ
ト
ウ
の
ジ
ョ
イ
を
つ
け
る
。（
三
）

　
土
屋
に
会
い
に
行
く
た
め
に
節
子
が
身
に
つ
け
る
装
身
具
は
、
ど
れ
も
贅
沢

で
趣
味
の
良
い
も
の
で
あ
る
。「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
節

子
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
細
か
く
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
。
節
子
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
の
描
写
は
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
土
屋
の
好
み
で
あ
る
筋
目
の

入
っ
た
ス
ト
ッ
キ
ン
グ
も
二
人
の
関
係
が
よ
り
深
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
物

語
る
小
道
具
と
し
て
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
（
第
十
節
）。
ま
た
、
節
子
の

恋
愛
の
相
手
で
あ
る
土
屋
の
外
見
が
「
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
外
見
」（
五
）
で
あ

る
こ
と
や
、
二
人
が
逢
い
引
き
す
る
海
岸
の
小
さ
な
ホ
テ
ル
や
避
暑
地
の
ホ
テ

ル
な
ど
、
贅
沢
で
エ
レ
ガ
ン
ト
な
恋
愛
模
様
が
演
出
さ
れ
て
い
る
。
節
子
の
エ

レ
ガ
ン
ト
な
洗
練
さ
れ
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
彼
女
が
「
上
品
な
一
族
」（
一
）

の
出
で
あ
る
と
い
う
「
一
定
の
階
級
の
特
徴
を
堅
固
に
あ
ら
わ
し
て
」（
一
）

い
よ
う
。

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
描
か
れ
た
恋
愛
の
風
景
は
デ
ィ
テ
ー
ル
ま
で
凝
っ

て
お
り
、
ま
る
で
女
性
誌
の
グ
ラ
ビ
ア
の
よ
う
な
カ
タ
ロ
グ
的
な
側
面
が
あ

る
。
細
か
く
書
き
込
ま
れ
た
節
子
の
エ
レ
ガ
ン
ト
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
、
横
に

た
た
ず
む
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
青
年
。
彼
ら
が
海
岸
や
避
暑
地
の
ホ
テ
ル
で
人
目

を
避
け
て
逢
瀬
を
重
ね
る
姿
は
、
女
性
読
者
に
と
っ
て
あ
り
あ
り
と
目
に
浮
か

ぶ
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
昭
和
三
一
年
三
月
に
『
主
婦
の
友
』
が
大
型
化
し

グ
ラ
ビ
ア
ペ
ー
ジ
を
充
実
さ
せ
た
の
を
き
っ
か
け
と
し
て
、『
婦
人
倶
楽
部
』『
婦

人
生
活
』
も
大
型
化
し
ビ
ジ
ュ
ア
ル
面
を
強
化
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
の
女
性

雑
誌
の
グ
ラ
ビ
ア
を
飾
っ
た
の
は
、
エ
レ
ガ
ン
ト
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

読
者
で
あ
る
一
般
的
な
主
婦
層
に
と
っ
て
、
少
し
贅
沢
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
が

そ
こ
に
は
展
開
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ま
さ
に
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
節
子

は
女
性
誌
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
重
な
る
。「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

は
、
姦
通
や
妊
娠
、
中
絶
と
い
っ
た
苛
酷
な
出
来
事
に
さ
ら
さ
れ
、
堕
ち
て
い

く
女
性
を
描
い
て
は
い
る
の
だ
が
、
エ
レ
ガ
ン
ト
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
伝
え

る
デ
ィ
テ
ー
ル
描
写
に
よ
っ
て
、
そ
の
悲
惨
さ
は
い
く
ら
か
回
避
さ
れ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
女
性
読
者
た
ち
は
テ
ク
ス
ト
に
ち
り
ば
め
ら
れ
た
優
美
で
上
品

な
小
道
具
と
設
定
そ
の
も
の
に
、
羨
望
の
眼
差
し
を
む
け
な
が
ら
「
美
徳
の
よ

ろ
め
き
」
を
読
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
節
子
の
恋
愛
は
苛
酷
な
も

の
で
は
あ
っ
た
が
、全
体
的
に
は
エ
レ
ガ
ン
ト
な
物
語
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
、

だ
か
ら
こ
そ
節
子
の
〈
よ
ろ
め
き
〉
行
為
は
、
女
性
た
ち
の
願
望
の
投
影
と
し

八
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て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

四　
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
も
つ
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
つ
い
て
、
佐
藤
秀

明
が
「
三
島
は
時
代
の
空
気
が
読
め
て
い
た
」
と
し
、「
快
楽
に
関
し
て
道
徳

的
な
く
び
き
の
な
い
こ
と
は
、読
者
を
解
放
に
導
く
。
三
島
は
、『
太
陽
の
季
節
』

後
の
女
性
読
者
が
、
性
的
に
解
放
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
道
徳

的
な
く
び
き
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
欲
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ

る
」（『
日
本
の
作
家
１
０
０
人

　
三
島
由
紀
夫
─
人
と
文
学
』
勉
誠
出
版
、
平

成
一
八
・
二
）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
性
的
な
解
放

だ
け
で
な
く
、こ
れ
ま
で
の
道
徳
観
か
ら
の
解
放
を
描
い
て
い
る
。し
か
し
、「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
節
子
が
何
度
も
妊
娠
と
出
産
を
経
験
す
る
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
子
が
受
け
る
肉
体
的
、
精
神
的
な
辛
苦
は
「
道

徳
的
な
く
び
き
」
か
ら
の
解
放
と
い
う
解
釈
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
問
題
で
あ

る
。
土
屋
と
関
係
を
結
ん
だ
約
一
年
の
あ
い
だ
で
三
度
に
も
わ
た
る
中
絶
手
術

は
、
節
子
に
と
っ
て
大
き
な
苦
痛
を
伴
う
体
験
で
あ
る
。

　
　�

　
節
子
を
待
ち
構
へ
て
ゐ
た
地
獄
が
こ
こ
に
在
つ
た
の
を
節
子
は
知
つ

た
。
横
た
は
つ
た
彼
女
は
手
足
を
固
く
縛
ら
れ
た
。
手
術
の
は
じ
ま
る
前

か
ら
、
そ
の
掌
に
は
冷
た
い
汗
が
し
と
ど
に
な
つ
た
。

　
　�

　
き
つ
と
私
は
死
ぬ
だ
ら
う
。
汚
名
の
中
で
、
不
名
誉
の
只
中
で
、
私
は

死
ぬ
だ
ら
う
と
節
子
は
思
つ
た
。（
一
八
）

　
節
子
の
中
絶
は
、
死
に
結
び
つ
い
て
い
く
ほ
ど
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
。

三
度
の
中
絶
と
い
う
設
定
に
は
少
し
強
引
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
土
屋
と
の
〈
姦
通
〉
を
犯
し
た
こ
と
の
報
い
と
し
て
、
節
子
の
体
が
過
剰

に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
が
姦
通
小
説
で
あ
る
と
と
も
に
、「
妊
娠
小
説
」
で
も

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
斎
藤
美
奈
子
の
『
妊
娠
小
説
』（
筑
摩
書
房
、
平

成
六
・
六
）
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
中
絶
が
執
拗
に
描
か
れ
る
背
景
に
は
、
戦
後

に
な
っ
て
お
こ
っ
た
妊
娠
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
が
あ
る
。
藤
目
ゆ
き
『
性
の

歴
史
学
』（
不
二
出
版
、
平
成
一
一
・
三
）
に
よ
れ
ば
、「
第
二
次
世
界
大
戦
の

敗
戦
か
ら
の
一
○
年
間
は
、
日
本
に
お
け
る
性
─
生
殖
統
制
が
現
代
的
に
再
編

さ
れ
る
時
期
」
で
あ
り
、「
こ
の
間
に
、
優
性
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
妊
娠
中

絶
は
実
質
的
に
自
由
化
さ
れ
、
人
口
政
策
は
「
産
め
よ
殖
や
せ
よ
」
か
ら
出
生

抑
止
へ
転
換
し
、
ま
た
公
娼
制
度
を
規
定
し
て
き
た
貸
座
敷
・
娼
妓
取
締
規
則

は
廃
棄
さ
れ
、
売
春
防
止
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
。

昭
和
二
三
年
の
優
性
保
護
法
で
は
、「
不
良
な
子
孫
」
の
出
生
防
止
や
経
済
的

理
由
も
中
絶
の
た
め
の
理
由
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
の

時
期
は
中
絶
許
可
申
請
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、「
ヤ
ミ
堕
胎
」
が
依
然
と
し

て
主
流
だ
っ
た
。
昭
和
二
七
年
に
は
、
優
性
保
護
法
指
定
医
師
一
名
と
本
人
、

配
偶
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
中
絶
で
き
る
よ
う
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
た
。
斎
藤

は
こ
う
い
っ
た
制
度
の
整
備
を「
五
二
年
体
制
」と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
昭
和
二
七
年
以
降
中
絶
数
は
激
増
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和

九
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て
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。

四　
こ
の
よ
う
な
時
代
背
景
を
も
つ
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
つ
い
て
、
佐
藤
秀

明
が
「
三
島
は
時
代
の
空
気
が
読
め
て
い
た
」
と
し
、「
快
楽
に
関
し
て
道
徳

的
な
く
び
き
の
な
い
こ
と
は
、読
者
を
解
放
に
導
く
。
三
島
は
、『
太
陽
の
季
節
』

後
の
女
性
読
者
が
、
性
的
に
解
放
さ
れ
た
が
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
道
徳

的
な
く
び
き
か
ら
解
放
さ
れ
た
い
と
欲
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ

る
」（『
日
本
の
作
家
１
０
０
人

　
三
島
由
紀
夫
─
人
と
文
学
』
勉
誠
出
版
、
平

成
一
八
・
二
）
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
は
性
的
な
解
放

だ
け
で
な
く
、こ
れ
ま
で
の
道
徳
観
か
ら
の
解
放
を
描
い
て
い
る
。し
か
し
、「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
節
子
が
何
度
も
妊
娠
と
出
産
を
経
験
す
る
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
子
が
受
け
る
肉
体
的
、
精
神
的
な
辛
苦
は
「
道

徳
的
な
く
び
き
」
か
ら
の
解
放
と
い
う
解
釈
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
問
題
で
あ

る
。
土
屋
と
関
係
を
結
ん
だ
約
一
年
の
あ
い
だ
で
三
度
に
も
わ
た
る
中
絶
手
術

は
、
節
子
に
と
っ
て
大
き
な
苦
痛
を
伴
う
体
験
で
あ
る
。

　
　�

　
節
子
を
待
ち
構
へ
て
ゐ
た
地
獄
が
こ
こ
に
在
つ
た
の
を
節
子
は
知
つ

た
。
横
た
は
つ
た
彼
女
は
手
足
を
固
く
縛
ら
れ
た
。
手
術
の
は
じ
ま
る
前

か
ら
、
そ
の
掌
に
は
冷
た
い
汗
が
し
と
ど
に
な
つ
た
。

　
　�

　
き
つ
と
私
は
死
ぬ
だ
ら
う
。
汚
名
の
中
で
、
不
名
誉
の
只
中
で
、
私
は

死
ぬ
だ
ら
う
と
節
子
は
思
つ
た
。（
一
八
）

　
節
子
の
中
絶
は
、
死
に
結
び
つ
い
て
い
く
ほ
ど
の
体
験
と
し
て
語
ら
れ
る
。

三
度
の
中
絶
と
い
う
設
定
に
は
少
し
強
引
さ
を
感
じ
て
し
ま
う
が
、
い
ず
れ
に

せ
よ
土
屋
と
の
〈
姦
通
〉
を
犯
し
た
こ
と
の
報
い
と
し
て
、
節
子
の
体
が
過
剰

に
傷
つ
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
が
姦
通
小
説
で
あ
る
と
と
も
に
、「
妊
娠
小
説
」
で
も

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
は
斎
藤
美
奈
子
の
『
妊
娠
小
説
』（
筑
摩
書
房
、
平

成
六
・
六
）
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
中
絶
が
執
拗
に
描
か
れ
る
背
景
に
は
、
戦
後

に
な
っ
て
お
こ
っ
た
妊
娠
を
め
ぐ
る
状
況
の
変
化
が
あ
る
。
藤
目
ゆ
き
『
性
の

歴
史
学
』（
不
二
出
版
、
平
成
一
一
・
三
）
に
よ
れ
ば
、「
第
二
次
世
界
大
戦
の

敗
戦
か
ら
の
一
○
年
間
は
、
日
本
に
お
け
る
性
─
生
殖
統
制
が
現
代
的
に
再
編

さ
れ
る
時
期
」
で
あ
り
、「
こ
の
間
に
、
優
性
保
護
法
の
制
定
に
よ
り
妊
娠
中

絶
は
実
質
的
に
自
由
化
さ
れ
、
人
口
政
策
は
「
産
め
よ
殖
や
せ
よ
」
か
ら
出
生

抑
止
へ
転
換
し
、
ま
た
公
娼
制
度
を
規
定
し
て
き
た
貸
座
敷
・
娼
妓
取
締
規
則

は
廃
棄
さ
れ
、
売
春
防
止
法
が
制
定
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
流
れ
が
あ
っ
た
。

昭
和
二
三
年
の
優
性
保
護
法
で
は
、「
不
良
な
子
孫
」
の
出
生
防
止
や
経
済
的

理
由
も
中
絶
の
た
め
の
理
由
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
ま
だ
こ
の

時
期
は
中
絶
許
可
申
請
に
時
間
が
か
か
る
た
め
、「
ヤ
ミ
堕
胎
」
が
依
然
と
し

て
主
流
だ
っ
た
。
昭
和
二
七
年
に
は
、
優
性
保
護
法
指
定
医
師
一
名
と
本
人
、

配
偶
者
の
同
意
が
あ
れ
ば
中
絶
で
き
る
よ
う
手
続
き
が
簡
略
化
さ
れ
た
。
斎
藤

は
こ
う
い
っ
た
制
度
の
整
備
を「
五
二
年
体
制
」と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
き
っ

か
け
と
し
て
、
昭
和
二
七
年
以
降
中
絶
数
は
激
増
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
昭
和

九
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三
○
年
に
は
年
間
で
一
一
七
万
件
も
の
手
術
が
お
こ
な
わ
れ
、
ピ
ー
ク
に
達
し

て
い
る）

（2
（

。

　
こ
の
よ
う
に
妊
娠
、
出
産
を
め
ぐ
る
状
況
は
戦
後
に
大
き
な
変
化
を
み
せ
て

い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
時
代
を
背
景
と
し
た
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
で
は
、
中

絶
は
先
の
引
用
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
死
と
結
び
つ
く
危
険
な
行
為
で
あ
る
こ

と
が
強
調
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
斎
藤
は
、
中
絶
に
よ
っ
て
主
人
公
の
命
が
死

の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
「
ヒ
ロ
イ
ン
殺
し
」
と
名
付
け
、
こ
の
よ
う
な

物
語
は
「
時
代
の
要
請
に
マ
ッ
チ
し
て
い
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
現
実
的
な

問
題
と
し
て
突
如
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
妊
娠
中
絶
を
ど
う
受
け
と
め
た
ら
よ
い
か

困
惑
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
、
中
絶
は
危
険
で
あ
る
こ
と
を
喧
伝
し
た
「
肉

体
脅
し
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
お
こ
な
い
、
そ
の
結
果
、
中
絶
は
「
死
ぬ
・
痛
い
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
で
は
、
実

際
に
中
絶
や
堕
胎
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
の
な
か
で
言
わ
れ

て
い
た
の
か
、
以
下
に
い
く
つ
か
の
雑
誌
の
見
出
し
を
か
か
げ
る
。

・『
週
刊
朝
日
』（
昭
和
二
九
・
四
・
二
四
）「
堕
胎
は
空
前
の
活
況
」

・『
週
刊
読
売
』（
昭
和
三
一
・
九
・
三
○
）「
婦
人
科
医
の
診
察
室

　
婦
人
科
ブ
ー

ム
の
か
げ
に

　
一
五
才
の
バ
ー
ジ
ン
・
バ
ー
ス
」

・『
週
刊
サ
ン
ケ
イ
』（
昭
和
三
二
・
一
二
・
二
二
）「
人
工
中
絶
が
招
い
た
悲
劇

　

医
師
の
ミ
ス
で
妻
を
失
っ
た
男
の
復
讐
」

・『
文
化
生
活
』（
昭
和
三
三
・
一
○
）「〈
出
産
抑
制
〉
大
流
行

　
考
え
た
い
有
害

な
中
絶
」

こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
、
ほ
ん
の
一
例
で
し
か
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
週
刊
誌
に

は
中
絶
数
の
顕
著
な
増
大
と
、
中
絶
を
死
と
結
び
つ
け
て
語
る
も
の
が
多
く
み

ら
れ
る
。
そ
し
て
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
節
子
も
ま
た
、
中
絶
手
術
に
よ
っ

て
何
度
も
擬
似
的
な
死
を
体
験
し
て
い
る
。
節
子
は
中
絶
手
術
で
擬
似
的
に
死

を
体
験
す
る
こ
と
で
、
土
屋
と
の
関
係
を
清
算
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
二
度
目

の
中
絶
の
と
き
に
は
、
も
は
や
中
絶
の
痛
み
を
乗
り
越
え
た
こ
と
で
「
自
分
は

情
慾
を
の
り
こ
へ
た
」と
語
り
、「
た
し
か
に
何
か
が
終
つ
た
」と
感
じ
て
い
る
。

し
か
し
ま
だ
土
屋
へ
の
思
い
を
完
全
に
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
て
お
ら
ず
、
三

度
目
の
妊
娠
・
中
絶
を
お
こ
な
う
。

　
　「
さ
あ
、
二
度
目
の
消
毒
を
い
た
し
ま
す
よ
」

　
　�

　
と
い
ふ
や
さ
し
い
言
葉
を
、
節
子
は
苦
痛
の
は
て
の
、
極
度
の
苦
味
が

も
は
や
甘
味
と
し
か
感
じ
ら
れ
ぬ
や
う
な
、
感
覚
の
尺
度
を
失
つ
た
状
態

で
聴
い
た
。
そ
れ
に
も
か
か
は
ら
ず
、
彼
女
は
こ
れ
が
死
ぬ
こ
と
だ
と
は

思
は
な
か
つ
た
。
苦
痛
と
そ
れ
に
耐
へ
て
ゐ
る
自
分
と
の
関
係
は
、
何
か

光
り
か
が
や
く
ほ
ど
充
実
し
て
い
て
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
死
の
虚
脱
へ
つ

づ
い
て
ゐ
る
と
は
思
へ
な
か
つ
た
。
節
子
が
ゐ
て
、
苦
痛
が
あ
る
。
そ
れ

だ
け
で
世
界
は
充
た
さ
れ
て
ゐ
る
。
葬
り
去
ら
れ
る
子
供
の
こ
と
も
念
頭

に
う
か
ば
ぬ
。…
…
も
は
や
節
子
は
、土
屋
の
名
を
さ
へ
呼
ば
な
か
つ
た
。

（
一
七
）
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中
絶
行
為
は
、
擬
似
的
な
死
を
意
味
し
て
い
る
。
節
子
に
と
っ
て
妊
娠
・
中

絶
は
、
姦
通
と
い
う
関
係
性
の
な
か
で
官
能
を
恣
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
受
け

る
罰
で
あ
る
。
そ
し
て
、
擬
似
的
な
死
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
節
子
は

そ
の
都
度
生
ま
れ
変
わ
り
を
体
験
し
て
い
る
が
、
三
度
目
の
擬
似
的
な
死
で
よ

う
や
く
土
屋
と
の
別
れ
が
決
定
的
に
な
る
の
だ
。
節
子
の
一
度
目
の
中
絶
は
、

土
屋
と
の
子
供
で
は
な
く
夫
と
の
間
に
で
き
た
子
供
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

す
ら
も
土
屋
の
子
供
だ
と
思
い
込
も
う
と
す
る
節
子
の
心
理
に
は
、
官
能
の
行

く
先
に
「
生
と
死
」
と
い
う
帰
結
が
待
ち
構
え
て
い
る
こ
と
の
予
感
で
あ
る
。

節
子
に
と
っ
て
官
能
と
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
現
実
的
な
結
果
を

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
は
罪
を
背
負
わ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
負
荷
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

　「
ウ
ィ
ッ
ト
を
持
た
な
い
上
品
な
一
族
」（
一
）
の
出
で
あ
る
節
子
は
、
自
分

の
内
面
を
表
現
す
る
言
葉
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス

ト
の
語
り
手
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
顔
を
出
し
、
節
子
の
内
面
に
説
明
を
ほ
ど
こ

し
て
い
く
。
語
り
手
は
と
き
に
「
節
子
の
た
め
に
言
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
か
う
い
ふ
考
へ
は
実
に
真
面
目
で
、
彼
女
が
こ
れ
ほ
ど
自
分
の
内
面
に
深

く
錘
り
を
下
ろ
し
た
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」（
五
）
と
い
う
よ
う
に
、

節
子
の
内
面
に
介
入
し
、
節
子
が
知
り
得
な
い
こ
と
や
語
り
得
な
い
こ
と
を
言

語
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
土
屋
と
の
官
能
に
溺
れ
て
い
く
節
子
に
対
し
て
、

佐
藤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
語
り
手
の
手
厳
し
い
批
評
は
な
く
、「
語
り
手

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る）

（（
（

」
が
、
テ
ク
ス
ト
で
は
節
子
に
対
し
て
三
度
も
の

中
絶
と
い
う
受
苦
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
こ
に
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
姦
通
に
対
す
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
節
子
に
官
能
を
も
た
ら
し
、
目
を
開
か
せ
る
よ
う
な
体
験
と
し

て
姦
通
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
結
末
に
は
妊
娠
・
中
絶
と
い
う
現
実
的
な
事

態
が
待
ち
構
え
て
い
る
と
い
う
皮
肉
な
視
点
が
あ
る
。
同
時
代
の
女
性
た
ち
の

解
放
感
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
既
存
の
道
徳
観
念
が
依
然
と
し
て
強
固
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。節
子
に
対
す
る
中
絶
と
い
う
受
難
は
、

社
会
的
・
倫
理
的
な
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
結
果
と
し
て
の
制
裁
で
あ
る
。
姦
通
罪

が
廃
止
さ
れ
、
女
性
た
ち
は
自
分
の
性
に
つ
い
て
自
己
決
定
す
る
権
利
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
始
め
た
と
い
う
同
時
代
の
状
況
を
テ
ク
ス
ト
に
取
り
こ

み
な
が
ら
も
、
節
子
に
は
手
厳
し
い
罰
が
度
々
与
え
ら
れ
る
の
だ
。
性
の
解
放

が
話
題
と
な
り
、
姦
通
罪
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
不
貞
を
は
た
ら

く
こ
と
は
倫
理
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、節
子
と
い
う
人
物
は
「
偽
善
」
の
な
か
で
生
き
て
き
た
女
性
で
あ
る
。「
偽

善
と
い
ふ
も
の
に
馴
ら
さ
れ
て
」（
一
）
き
た
節
子
に
と
っ
て
、
美
徳
と
は
偽

善
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
土
屋
と
の
別
れ
を
決
意
さ
せ
る
彼
女
の
意
識
を
支
え
る

の
も
、「
偽
善
の
裡
に
住
み
さ
へ
す
れ
ば
、
人
が
美
徳
と
呼
ぶ
も
の
に
対
し
て
、

心
の
渇
き
を
覚
え
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
」（
一
八
）
の
で
あ
り
、
節
子

は
美
徳
で
あ
る
偽
善
の
な
か
で
揺
れ
動
き
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
規
矩
を
越
え

る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
節
子
は
三
度
も
の
中
絶
手
術
や
麻
酔
を
使
わ
な

い
苦
痛
に
満
ち
た
手
術
の
方
法
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
月
経
や
妊
娠
へ
の
過
剰
な
意
識
は
、
節
子
に

と
っ
て
は
官
能
の
帰
結
が
妊
娠
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
肉

十
一
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中
絶
行
為
は
、
擬
似
的
な
死
を
意
味
し
て
い
る
。
節
子
に
と
っ
て
妊
娠
・
中

絶
は
、
姦
通
と
い
う
関
係
性
の
な
か
で
官
能
を
恣
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
受
け

る
罰
で
あ
る
。
そ
し
て
、
擬
似
的
な
死
を
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
節
子
は

そ
の
都
度
生
ま
れ
変
わ
り
を
体
験
し
て
い
る
が
、
三
度
目
の
擬
似
的
な
死
で
よ

う
や
く
土
屋
と
の
別
れ
が
決
定
的
に
な
る
の
だ
。
節
子
の
一
度
目
の
中
絶
は
、

土
屋
と
の
子
供
で
は
な
く
夫
と
の
間
に
で
き
た
子
供
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

す
ら
も
土
屋
の
子
供
だ
と
思
い
込
も
う
と
す
る
節
子
の
心
理
に
は
、
官
能
の
行

く
先
に
「
生
と
死
」
と
い
う
帰
結
が
待
ち
構
え
て
い
る
こ
と
の
予
感
で
あ
る
。

節
子
に
と
っ
て
官
能
と
は
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
、
常
に
現
実
的
な
結
果
を

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
は
罪
を
背
負
わ
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
負
荷
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
。

　「
ウ
ィ
ッ
ト
を
持
た
な
い
上
品
な
一
族
」（
一
）
の
出
で
あ
る
節
子
は
、
自
分

の
内
面
を
表
現
す
る
言
葉
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
テ
ク
ス

ト
の
語
り
手
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
顔
を
出
し
、
節
子
の
内
面
に
説
明
を
ほ
ど
こ

し
て
い
く
。
語
り
手
は
と
き
に
「
節
子
の
た
め
に
言
つ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

が
、
か
う
い
ふ
考
へ
は
実
に
真
面
目
で
、
彼
女
が
こ
れ
ほ
ど
自
分
の
内
面
に
深

く
錘
り
を
下
ろ
し
た
こ
と
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
」（
五
）
と
い
う
よ
う
に
、

節
子
の
内
面
に
介
入
し
、
節
子
が
知
り
得
な
い
こ
と
や
語
り
得
な
い
こ
と
を
言

語
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
土
屋
と
の
官
能
に
溺
れ
て
い
く
節
子
に
対
し
て
、

佐
藤
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
語
り
手
の
手
厳
し
い
批
評
は
な
く
、「
語
り
手

に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る）

（（
（

」
が
、
テ
ク
ス
ト
で
は
節
子
に
対
し
て
三
度
も
の

中
絶
と
い
う
受
苦
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
こ
に
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
姦
通
に
対
す
る
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
節
子
に
官
能
を
も
た
ら
し
、
目
を
開
か
せ
る
よ
う
な
体
験
と
し

て
姦
通
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
の
結
末
に
は
妊
娠
・
中
絶
と
い
う
現
実
的
な
事

態
が
待
ち
構
え
て
い
る
と
い
う
皮
肉
な
視
点
が
あ
る
。
同
時
代
の
女
性
た
ち
の

解
放
感
に
共
感
し
な
が
ら
も
、
既
存
の
道
徳
観
念
が
依
然
と
し
て
強
固
な
も
の

で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。節
子
に
対
す
る
中
絶
と
い
う
受
難
は
、

社
会
的
・
倫
理
的
な
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
結
果
と
し
て
の
制
裁
で
あ
る
。
姦
通
罪

が
廃
止
さ
れ
、
女
性
た
ち
は
自
分
の
性
に
つ
い
て
自
己
決
定
す
る
権
利
を
持
っ

て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
始
め
た
と
い
う
同
時
代
の
状
況
を
テ
ク
ス
ト
に
取
り
こ

み
な
が
ら
も
、
節
子
に
は
手
厳
し
い
罰
が
度
々
与
え
ら
れ
る
の
だ
。
性
の
解
放

が
話
題
と
な
り
、
姦
通
罪
が
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
や
は
り
不
貞
を
は
た
ら

く
こ
と
は
倫
理
的
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
依
然
と
し
て
タ
ブ
ー
で
あ
る
。
そ
も
そ

も
、節
子
と
い
う
人
物
は
「
偽
善
」
の
な
か
で
生
き
て
き
た
女
性
で
あ
る
。「
偽

善
と
い
ふ
も
の
に
馴
ら
さ
れ
て
」（
一
）
き
た
節
子
に
と
っ
て
、
美
徳
と
は
偽

善
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
土
屋
と
の
別
れ
を
決
意
さ
せ
る
彼
女
の
意
識
を
支
え
る

の
も
、「
偽
善
の
裡
に
住
み
さ
へ
す
れ
ば
、
人
が
美
徳
と
呼
ぶ
も
の
に
対
し
て
、

心
の
渇
き
を
覚
え
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
な
る
」（
一
八
）
の
で
あ
り
、
節
子

は
美
徳
で
あ
る
偽
善
の
な
か
で
揺
れ
動
き
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
規
矩
を
越
え

る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
節
子
は
三
度
も
の
中
絶
手
術
や
麻
酔
を
使
わ
な

い
苦
痛
に
満
ち
た
手
術
の
方
法
を
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
月
経
や
妊
娠
へ
の
過
剰
な
意
識
は
、
節
子
に

と
っ
て
は
官
能
の
帰
結
が
妊
娠
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
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体
的
な
官
能
の
享
受
を
そ
の
ま
ま
個
人
的
な
快
楽
と
し
て
感
じ
る
こ
と
は
許
さ

れ
て
お
ら
ず
、
節
子
は
常
に
妊
娠
と
い
う
事
態
を
気
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
節
子
は
「
ま
こ
と
に
官
能
の
天
賦
に
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
」（
一
）

に
も
関
わ
ら
ず
、
官
能
を
享
受
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

五　
こ
こ
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
語
り
手
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
。
先
に
も

触
れ
た
よ
う
に
語
り
手
は
主
人
公
で
あ
る
節
子
の
内
面
を
越
え
て
物
語
に
介
入

し
、
節
子
に
対
し
て
評
価
を
く
だ
し
て
い
く
。
こ
の
前
景
化
し
て
く
る
語
り
手

に
つ
い
て
、
十
返
肇
は
語
り
手
を
作
者
と
同
定
し
、「
作
者
が
読
者
に
意
図
を

無
理
矢
理
に
押
し
つ
け
た
よ
う
な
感
じ
を
私
は
受
け
る
」
と
、
物
語
を
操
作
す

る
語
り
手
の
姿
が
見
え
す
ぎ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）

（（
（

。
さ
ら
に
、「
倉
越
節

子
と
い
う
女
主
人
公
が
、
最
初
か
ら
作
者
の
意
図
を
い
か
す
た
め
の
傀
儡
と
し

て
設
定
さ
れ
て
い
て
、
ほ
と
ん
ど
血
肉
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

た
」
と
十
返
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
か
ら
語
り
手
は
前
面

に
登
場
し
、
節
子
に
つ
い
て
解
説
を
し
て
い
く
。「
い
き
な
り
慎
み
の
な
い
話

題
か
ら
は
じ
め
る
こ
と
は
ど
う
か
と
思
は
れ
る
が
、
倉
越
夫
人
は
ま
だ
二
十
八

歳
で
あ
り
な
が
ら
、ま
こ
と
に
官
能
の
天
賦
に
め
ぐ
ま
れ
て
ゐ
た
」（
一
）と
い
っ

た
調
子
で
、
テ
ク
ス
ト
全
編
に
お
い
て
節
子
の
内
面
や
、
本
人
が
知
り
得
な
い

こ
と
を
読
者
に
向
け
て
説
明
し
て
い
る
。
十
返
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
節
子
は

語
り
手
の
支
配
下
に
あ
り
、
語
り
手
は
読
者
に
向
け
て
節
子
の
内
面
を
詳
細
に

解
説
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
土
屋
の
内
面
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
土
屋
に

つ
い
て
は
、
節
子
が
と
ら
え
た
そ
の
表
情
が
描
写
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。「
心

理
の
理
論
化
を
す
み
ず
み
ま
で
生
き
渡
ら
せ
な
が
ら
、
他
方
で
ロ
マ
ネ
ス
ク
の

も
う
一
つ
の
条
件
で
あ
る
は
ず
の
作
中
人
物
間
の
幾
何
学
的
な
心
理
の
交
錯
を

排
除
し
、
み
ず
か
ら
を
あ
え
て
「
一
方
的
な
姦
通
小
説
」
た
ら
し
め
る）

（（
（

」
と
梶

尾
文
武
が
語
り
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
は

恋
愛
を
め
ぐ
る
両
者
の
心
理
の
葛
藤
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
節
子
は
土
屋
の
外

面
か
ら
そ
の
心
理
を
推
測
し
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
存
分
に
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
に
は
、
土
屋
の
心
理
を
推
し
量

ろ
う
と
す
る
節
子
と
、
そ
の
力
不
足
を
揶
揄
す
る
語
り
手
が
み
え
る
。

　
　�

　
こ
の
青
年
に
は
何
か
情
熱
の
法
則
を
免
れ
て
ゐ
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ

つ
た
。
節
子
が
読
書
に
親
し
ま
な
い
こ
と
は
最
初
に
述
べ
た
が
、
わ
づ
か

に
呼
ん
だ
数
冊
か
ら
判
断
し
て
、
こ
の
や
う
な
場
合
を
描
い
た
小
説
の
中

の
恋
人
に
、
彼
ほ
ど
似
て
も
似
つ
か
ぬ
男
は
な
か
つ
た
。
な
る
ほ
ど
容
姿

は
節
子
の
好
み
に
叶
ひ
、
さ
う
い
ふ
登
場
人
物
ら
し
か
つ
た
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
彼
の
感
情
の
動
き
、
彼
の
反
応
、
彼
の
行
動
、
彼
の
情
熱
、

…
…
す
べ
て
が
い
か
に
も
小
説
的
な
規
矩
を
外
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
あ
ま
り

の
落
着
き
や
う
は
、
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
あ
つ
た
。

　
　�
　
節
子
は
女
ら
し
い
目
で
し
か
恋
人
を
見
な
か
つ
た
か
ら
、
そ
こ
に
何
も

発
見
し
な
い
。
も
し
知
的
な
女
が
土
屋
を
見
た
な
ら
ば
、
か
う
し
た
彼
の

因
れ
の
な
い
感
情
の
無
力
感
に
、
正
に
時
代
の
児
の
特
徴
を
読
み
取
つ
た

十
二

広島大学大学院文学研究科論集　第72巻

十
三

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　（
一
一
）

　
こ
こ
に
は
、
通
俗
的
な
恋
愛
小
説
や
姦
通
小
説
を
参
照
す
る
語
り
手
の
言
葉

が
み
え
る
。
土
屋
が
「
い
か
に
も
小
説
的
な
規
矩
を
外
れ
て
」
い
る
こ
と
に
言

及
し
な
が
ら
、
こ
の
物
語
自
体
を
恋
愛
小
説
や
姦
通
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

な
か
で
相
対
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
節
子
に
対
す
る
語
り
手
の
評
価
的
な
態

度
と
も
共
通
す
る
。
節
子
を
常
に
冷
静
に
見
つ
め
、
批
評
す
る
語
り
手
の
存
在

が
、
節
子
自
体
を
相
対
化
し
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
相

対
化
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
十
返
が
指
摘
し
た
よ
う
に
節
子
が
作
者
の
「
傀

儡
」
の
よ
う
に
動
か
さ
れ
、
滑
稽
じ
み
て
く
る
の
で
あ
る
。
土
屋
の
内
面
が
あ

い
ま
い
な
の
は
、
節
子
に
見
抜
く
力
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
語

り
手
が
解
説
し
て
い
る
が
、
節
子
は
常
に
語
り
手
に
よ
っ
て
不
足
や
欠
落
を
指

摘
さ
れ
て
い
く
。
節
子
の
欠
落
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
補
う
言
葉
を
連
ね
る
こ
と

に
よ
っ
て
語
り
手
の
姿
は
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
姦
通
小
説
で
は
女
主
人
公
は
た
い
て
い
悲
劇
的
な
死
を
迎
え
る
。

こ
れ
は
、
姦
通
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
定
型
と
も
い
え
る
が
、「
美
徳
の
よ

ろ
め
き
」
で
は
そ
の
死
が
中
絶
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
節
子
に
身
体

的
な
苦
痛
が
与
え
ら
れ
て
い
く
点
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
姦
通
小
説
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
死
の
か
た
ち
が
、
悲
劇

的
な
死
で
は
な
く
、
同
時
代
の
女
性
に
と
っ
て
身
近
な
問
題
で
あ
っ
た
中
絶
に

す
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
皮
肉
な
視
線
で
語
る
語

り
手
の
態
度
も
、
姦
通
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
語

り
手
は
、
節
子
を
時
に
厳
し
く
突
き
放
す
こ
と
に
よ
り
、
よ
く
あ
る
姦
通
も
の

の
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
徹
底
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
悲
劇
的
で
は
あ
る
が
、

メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
要
素
を
慎
重
に
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
語
り
手
の
存
在
に

は
、
姦
通
小
説
を
メ
タ
な
視
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
三
島
の
意
識
が
う
か
が

え
る
。

お
わ
り
に

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」に
お
け
る
節
子
を
見
る
語
り
手
の
視
線
に
つ
い
て
、「
大

人
の
男
」
が
「
未
熟
な
女
」
を
見
る
視
線
で
あ
る
と
斎
藤
が
指
摘
し
た
よ
う

に）
（（
（

、
語
り
手
と
節
子
の
関
係
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
に
冷
た
く
、
ま

た
揶
揄
す
る
か
の
よ
う
に
節
子
を
語
る
語
り
手
に
い
く
ら
か
重
な
る
人
物
と
し

て
は
、
節
子
の
父
親
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
藤
井
景
安
と
い
う
大
人
物
め

い
た
名
前
を
も
つ
父
は
「
国
家
の
正
義
を
代
表
す
る
や
う
な
」（
一
八
）
地
位

に
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
節
子
は
と
り
わ
け
父
に
愛
さ
れ
て
ゐ

た
。
決
し
て
依
怙
ひ
い
き
を
す
る
や
う
な
父
親
で
は
な
か
つ
た
が
、
節
子
は
数

あ
る
娘
の
な
か
で
も
特
に
父
に
な
つ
き
、
又
父
の
目
か
ら
見
る
と
、
彼
女
は
一

等
た
よ
り
な
く
、何
ら
か
の
庇
護
を
た
へ
ず
必
要
と
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
」

（
一
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
父
は
節
子
を
常
に
か
げ
か
ら
見
守
っ
て
い
る
。
節

子
の
父
は
「
世
の
敬
慕
の
的
」（
一
八
）
と
な
る
人
徳
を
そ
な
え
た
人
物
で
娘

を
揶
揄
す
る
よ
う
な
視
線
は
も
っ
て
は
い
な
い
が
、
父
の
言
葉
に
よ
り
節
子
は

土
屋
と
の
関
係
を
清
算
す
る
決
心
を
得
て
、
妻
と
し
て
の
元
の
日
常
へ
と
引
き

戻
さ
れ
て
い
く
。
節
子
は
父
と
の
会
話
か
ら
、
本
来
の
自
分
の
姿
を
見
出
し
、
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三

か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　（
一
一
）

　
こ
こ
に
は
、
通
俗
的
な
恋
愛
小
説
や
姦
通
小
説
を
参
照
す
る
語
り
手
の
言
葉

が
み
え
る
。
土
屋
が
「
い
か
に
も
小
説
的
な
規
矩
を
外
れ
て
」
い
る
こ
と
に
言

及
し
な
が
ら
、
こ
の
物
語
自
体
を
恋
愛
小
説
や
姦
通
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の

な
か
で
相
対
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
節
子
に
対
す
る
語
り
手
の
評
価
的
な
態

度
と
も
共
通
す
る
。
節
子
を
常
に
冷
静
に
見
つ
め
、
批
評
す
る
語
り
手
の
存
在

が
、
節
子
自
体
を
相
対
化
し
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
相

対
化
し
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
十
返
が
指
摘
し
た
よ
う
に
節
子
が
作
者
の
「
傀

儡
」
の
よ
う
に
動
か
さ
れ
、
滑
稽
じ
み
て
く
る
の
で
あ
る
。
土
屋
の
内
面
が
あ

い
ま
い
な
の
は
、
節
子
に
見
抜
く
力
が
欠
如
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
語

り
手
が
解
説
し
て
い
る
が
、
節
子
は
常
に
語
り
手
に
よ
っ
て
不
足
や
欠
落
を
指

摘
さ
れ
て
い
く
。
節
子
の
欠
落
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
補
う
言
葉
を
連
ね
る
こ
と

に
よ
っ
て
語
り
手
の
姿
は
顕
在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
姦
通
小
説
で
は
女
主
人
公
は
た
い
て
い
悲
劇
的
な
死
を
迎
え
る
。

こ
れ
は
、
姦
通
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
定
型
と
も
い
え
る
が
、「
美
徳
の
よ

ろ
め
き
」
で
は
そ
の
死
が
中
絶
と
い
う
形
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
節
子
に
身
体

的
な
苦
痛
が
与
え
ら
れ
て
い
く
点
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
姦
通
小
説
と

い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
パ
タ
ー
ン
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
死
の
か
た
ち
が
、
悲
劇

的
な
死
で
は
な
く
、
同
時
代
の
女
性
に
と
っ
て
身
近
な
問
題
で
あ
っ
た
中
絶
に

す
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
を
、
皮
肉
な
視
線
で
語
る
語

り
手
の
態
度
も
、
姦
通
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
。
語

り
手
は
、
節
子
を
時
に
厳
し
く
突
き
放
す
こ
と
に
よ
り
、
よ
く
あ
る
姦
通
も
の

の
メ
ロ
ド
ラ
マ
に
徹
底
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
悲
劇
的
で
は
あ
る
が
、

メ
ロ
ド
ラ
マ
的
な
要
素
を
慎
重
に
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
る
語
り
手
の
存
在
に

は
、
姦
通
小
説
を
メ
タ
な
視
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
た
三
島
の
意
識
が
う
か
が

え
る
。

お
わ
り
に

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」に
お
け
る
節
子
を
見
る
語
り
手
の
視
線
に
つ
い
て
、「
大

人
の
男
」
が
「
未
熟
な
女
」
を
見
る
視
線
で
あ
る
と
斎
藤
が
指
摘
し
た
よ
う

に）
（（
（

、
語
り
手
と
節
子
の
関
係
は
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
時
に
冷
た
く
、
ま

た
揶
揄
す
る
か
の
よ
う
に
節
子
を
語
る
語
り
手
に
い
く
ら
か
重
な
る
人
物
と
し

て
は
、
節
子
の
父
親
の
存
在
は
無
視
で
き
な
い
。
藤
井
景
安
と
い
う
大
人
物
め

い
た
名
前
を
も
つ
父
は
「
国
家
の
正
義
を
代
表
す
る
や
う
な
」（
一
八
）
地
位

に
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
節
子
は
と
り
わ
け
父
に
愛
さ
れ
て
ゐ

た
。
決
し
て
依
怙
ひ
い
き
を
す
る
や
う
な
父
親
で
は
な
か
つ
た
が
、
節
子
は
数

あ
る
娘
の
な
か
で
も
特
に
父
に
な
つ
き
、
又
父
の
目
か
ら
見
る
と
、
彼
女
は
一

等
た
よ
り
な
く
、何
ら
か
の
庇
護
を
た
へ
ず
必
要
と
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
」

（
一
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
父
は
節
子
を
常
に
か
げ
か
ら
見
守
っ
て
い
る
。
節

子
の
父
は
「
世
の
敬
慕
の
的
」（
一
八
）
と
な
る
人
徳
を
そ
な
え
た
人
物
で
娘

を
揶
揄
す
る
よ
う
な
視
線
は
も
っ
て
は
い
な
い
が
、
父
の
言
葉
に
よ
り
節
子
は

土
屋
と
の
関
係
を
清
算
す
る
決
心
を
得
て
、
妻
と
し
て
の
元
の
日
常
へ
と
引
き

戻
さ
れ
て
い
く
。
節
子
は
父
と
の
会
話
か
ら
、
本
来
の
自
分
の
姿
を
見
出
し
、
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自
分
が
恋
愛
劇
に
向
い
て
い
な
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
再
発
見
す
る
の
だ
。

ユ
ー
モ
ア
と
機
智
に
欠
け
た
父
と
の
会
話
か
ら
節
子
は
生
家
の
空
気
を
思
い
出

し
、「
節
子
に
は
わ
か
つ
た
。
こ
こ
一
年
の
不
ま
じ
め
な
情
事
に
揉
ま
れ
て
、

私
は
機
智
に
疲
れ
た
の
だ
と
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
機
智
で
あ
る
に

も
せ
よ
、節
子
は
機
智
に
馴
染
ま
ぬ
生
ま
れ
つ
き
で
は
な
か
つ
た
か
？
」（
一
八
）

と
、
土
屋
と
の
恋
愛
か
ら
抜
け
出
す
き
っ
か
け
を
つ
か
む
。「
国
家
の
正
義
を

代
表
す
る
や
う
な
」
父
と
は
、
要
す
る
に
世
の
中
の
道
徳
や
倫
理
の
規
範
の
象

徴
と
し
て
の
存
在
で
も
あ
り
、
節
子
は
そ
の
父
親
の
存
在
に
よ
っ
て
日
常
へ
戻

る
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
姦
通
罪
が
あ
っ
た
時
代
の
よ
う
に
、
制
度
と
し
て
の
罰
が
節
子
に
与

え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
父
親
が
体
現
し
て
い
る
〈
美
徳
〉
に
よ
っ

て
節
子
は
規
制
さ
れ
て
い
く
の
だ
。
語
り
手
が
語
る
節
子
の
中
絶
も
ま
た
姦
通

を
規
制
す
る
も
の
で
あ
り
、
節
子
の
欠
落
を
殊
更
に
語
る
語
り
手
は
、
父
親
の

視
線
と
重
な
る
も
の
だ
ろ
う
。
語
り
手
の
内
に
は
、
節
子
を
愛
で
る
父
親
よ
う

な
視
線
と
、
節
子
を
苦
し
め
い
た
ぶ
る
視
線
の
二
つ
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、

節
子
に
与
え
ら
れ
る
中
絶
と
い
う
罰
は
、
制
度
か
ら
の
罰
で
は
な
く
、
道
徳
的

価
値
観
か
ら
の
制
裁
で
あ
る
。
そ
れ
は
父
親
が
体
現
す
る
「
国
家
の
正
義
」
と

つ
な
が
っ
て
い
く
。

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
に
は
、
大
衆
の
欲
望
を
取
り
込
み
刺
激
す
る
よ
う
な

か
た
ち
で
姦
通
と
性
の
解
放
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
「
美
徳
の

よ
ろ
め
き
」
は
〈
よ
ろ
め
き
ブ
ー
ム
〉
を
お
こ
し
映
画
化
さ
れ
る
な
ど
大
衆
の

圧
倒
的
な
支
持
を
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
官
能
の
解
放
の
結
果
、
中
絶
と

い
う
痛
手
を
負
う
こ
と
に
な
る
節
子
の
最
後
の
姿
を
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
戦
後
に
な
っ
て
手
に
入
れ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
た
性
の
快
楽
も
、

節
子
に
と
っ
て
は
常
に
生
殖
行
為
と
し
て
の
性
─
─
家
族
や
血
縁
か
ら
逃
れ
ら

れ
な
い
と
い
う
官
能
の
不
可
能
性
が
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
で
展
開
さ
れ
て
い

る
。
節
子
が
体
現
す
る
官
能
の
不
可
能
性
は
、
語
り
手
の
辛
辣
な
態
度
や
節
子

が
受
け
る
受
難
と
し
て
描
か
れ
、
読
者
は
そ
れ
を
悲
劇
と
し
て
読
み
取
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
は
、
姦
通
や
恋
愛
の
不
可
能
性
だ
け

で
は
な
く
、〈
美
徳
〉
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
規
範
意
識
の
強
固
な
根
強
さ
で

あ
る
。
戦
後
の
体
制
の
転
換
で
姦
通
罪
が
廃
止
さ
れ
よ
う
と
も
、
節
子
の
父
が

体
現
し
て
い
る
〈
美
徳
〉
は
揺
る
ぐ
こ
と
は
な
い
。
法
で
規
制
さ
れ
る
こ
と
が

な
く
と
も
、〈
美
徳
〉
と
い
う
世
間
の
価
値
基
準
が
人
を
規
制
し
裁
い
て
く
と

い
う
皮
肉
な
事
態
が
あ
る
。
高
度
経
済
成
長
と
い
う
新
た
な
近
代
化
路
線
に
よ

る
家
族
中
心
主
義
の
徹
底
化
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
妻
の
官
能
は
不
道
徳
な
も
の

と
し
て
強
く
規
制
さ
れ
て
い
く
。
ま
さ
に
関
礼
子
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
節
子

は
「
夫
・
愛
人
・
父
と
い
う
男
た
ち
の
包
囲
網
の
な
か
に
い
る
」
の
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
「
性
愛
の
主
体
に
な
る
こ
と
も
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
す
べ
て
を
自
分

の
言
葉
で
封
印
す
る
こ
と
も
不
可
能）

（7
（

」
な
の
で
あ
る
。
父
が
「
国
家
の
正
義
」

を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
と
は
、
節
子
が
抵
抗
し
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
絶
対
的
な
力
を
意
味
す
る
。
寛
厚
な
人
と
な
り
で
あ
り
な
が
ら
も
、
節
子
に

と
っ
て
は
父
の
存
在
は
大
き
な
権
力
と
し
て
君
臨
し
て
い
る
の
だ
。「
美
徳
の

よ
ろ
め
き
」
で
は
戦
後
に
お
け
る
解
放
と
そ
の
不
可
能
が
、
官
能
を
通
じ
て
扱
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わ
れ
て
い
る
。
旧
弊
の
価
値
観
は
規
範
が
無
効
と
な
り
自
由
を
手
に
し
な
が
ら

も
、
す
で
に
そ
こ
に
は
新
た
な
規
範
意
識
が
確
固
と
し
て
存
在
し
、
明
文
化
さ

れ
て
い
な
い
そ
の
規
範
意
識
が
再
び
人
を
規
制
し
て
い
く
と
い
う
戦
後
社
会
へ

の
問
題
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
後
は
、〈
姦
通
小
説
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
き
、
三
島
の
同
時
代
へ
の
意

識
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

注（
１
）　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
映
画
化
、
ド
ラ
マ
化
に
つ
い
て
は
以
下
の
と

お
り
。

①
昭
和
三
二
年
九
月
十
五
、二
二
日

　
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ

　
　
淡
島
千
景
ド
ラ
マ
集
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
全
二
回
）

　
　
　
　
　
ニ
ッ
ポ
ン
放
送

　
脚
色
／�

矢
代
静
一

　
　
　
　
　
出
演
／�

淡
島
千
景
、
中
村
伸
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
昭
和
三
二
年
十
月

　
映
画

　
　
日
活

　
監
督
／�

中
平
康

　
脚
本
／�

新
藤
兼
人

　
　
　
　
　
出
演
／
月
丘
夢
路
、
葉
山
良
二

　
未
ソ
フ
ト
化

③
昭
和
四
三
年
九
月
九
日
～
十
月
五
日

　
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ

　
東
西
傑
作
文
学
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
全
二
四
回
）　

　
　
　
　
　
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ

　
脚
色
／
和
泉
二
郎

　
出
演
／
岩
崎
加
根
子

④
平
成
五
年
六
月
二
八
日
、
七
月
五
日

　
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

　
日
本
名
作
ド
ラ
マ
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
全
二
回
）　

　

　
　
　
　
　
テ
レ
ビ
東
京

　
脚
色
／
石
松
愛
弘

　
演
出
／
脇
田
時
三

　
　
　
　
　
出
演
／
藤
谷
美
和
子
、
阿
部
寛

⑤
平
成
六
年
八
月
九
日

　
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

　
文
學
ト
云
フ
事
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

　
　
　
　
　
フ
ジ
テ
レ
ビ

　
演
出
／
片
岡
Ｋ

　
　
　
　
　
出
演
／
水
島
か
お
り
、
椎
名
桔
平

（
２
）
大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」
は
、ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
「
ボ

ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
に
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
。
昭
和
三
○
年
九
月
の

『
群
像
』
誌
上
の
「
戦
後
の
傑
作
ベ
ス
ト
・
テ
ン
」
と
い
う
ラ
ン
キ
ン
グ
で

九
位
と
な
り
、
人
気
が
う
か
が
え
る
。

（
３
）
井
上
靖
の
『
氷
壁
』
は
、
昭
和
三
三
年
度
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
第
二
位
で

あ
る
。

（
４
）
管
聡
子
「〈
よ
ろ
め
き
〉
と
女
性
読
者
─
丹
羽
文
雄
・
舟
橋
聖
一
・
井
上

靖
の
中
間
小
説
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
文
学
』
平
成
二
○
・
三
／
四
）
で
は
、

丹
羽
文
雄
『
日
日
の
背
信
』（『
毎
日
新
聞
』
昭
和
三
一
・
五
・
一
四
～

三
二
・
三
・
一
二
）、井
上
靖
『
憂
愁
平
野
』（『
週
刊
朝
日
』
昭
和
三
六
・
一
○
・

六
～
一
一
・
三
○
）
を
対
象
と
し
て
、
昭
和
三
十
年
代
の
姦
通
も
の
小
説
と

そ
の
主
な
享
受
者
で
あ
っ
た
女
性
読
者
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
管

は
「
ち
か
ご
ろ
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に
な
る
小
説
は
、
い
ず
れ
も
女
性
の
心
を

掴
ん
だ
作
品
ば
か
り
で
あ
る
。
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
は
女
性
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
る
」
と
い
う
十
返
肇
の
言
葉
を
ひ
き
、
中
間
小
説
、
な
か
で
も
姦
通
も
の
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十
五

わ
れ
て
い
る
。
旧
弊
の
価
値
観
は
規
範
が
無
効
と
な
り
自
由
を
手
に
し
な
が
ら

も
、
す
で
に
そ
こ
に
は
新
た
な
規
範
意
識
が
確
固
と
し
て
存
在
し
、
明
文
化
さ

れ
て
い
な
い
そ
の
規
範
意
識
が
再
び
人
を
規
制
し
て
い
く
と
い
う
戦
後
社
会
へ

の
問
題
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
後
は
、〈
姦
通
小
説
〉
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
進
め
て
い
き
、
三
島
の
同
時
代
へ
の
意

識
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

注（
１
）　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
映
画
化
、
ド
ラ
マ
化
に
つ
い
て
は
以
下
の
と

お
り
。

①
昭
和
三
二
年
九
月
十
五
、二
二
日

　
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ

　
　
淡
島
千
景
ド
ラ
マ
集
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
全
二
回
）

　
　
　
　
　
ニ
ッ
ポ
ン
放
送

　
脚
色
／�

矢
代
静
一

　
　
　
　
　
出
演
／�

淡
島
千
景
、
中
村
伸
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

②
昭
和
三
二
年
十
月

　
映
画

　
　
日
活

　
監
督
／�

中
平
康

　
脚
本
／�

新
藤
兼
人

　
　
　
　
　
出
演
／
月
丘
夢
路
、
葉
山
良
二

　
未
ソ
フ
ト
化

③
昭
和
四
三
年
九
月
九
日
～
十
月
五
日

　
ラ
ジ
オ
ド
ラ
マ

　
東
西
傑
作
文
学
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
全
二
四
回
）　

　
　
　
　
　
Ｔ
Ｂ
Ｓ
ラ
ジ
オ

　
脚
色
／
和
泉
二
郎

　
出
演
／
岩
崎
加
根
子

④
平
成
五
年
六
月
二
八
日
、
七
月
五
日

　
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

　
日
本
名
作
ド
ラ
マ
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」（
全
二
回
）　

　

　
　
　
　
　
テ
レ
ビ
東
京

　
脚
色
／
石
松
愛
弘

　
演
出
／
脇
田
時
三

　
　
　
　
　
出
演
／
藤
谷
美
和
子
、
阿
部
寛

⑤
平
成
六
年
八
月
九
日

　
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ

　
文
學
ト
云
フ
事
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」

　
　
　
　
　
フ
ジ
テ
レ
ビ

　
演
出
／
片
岡
Ｋ

　
　
　
　
　
出
演
／
水
島
か
お
り
、
椎
名
桔
平

（
２
）
大
岡
昇
平
「
武
蔵
野
夫
人
」
は
、ス
タ
ン
ダ
ー
ル
や
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
「
ボ

ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
」
に
影
響
を
受
け
て
書
か
れ
た
も
の
。
昭
和
三
○
年
九
月
の

『
群
像
』
誌
上
の
「
戦
後
の
傑
作
ベ
ス
ト
・
テ
ン
」
と
い
う
ラ
ン
キ
ン
グ
で

九
位
と
な
り
、
人
気
が
う
か
が
え
る
。

（
３
）
井
上
靖
の
『
氷
壁
』
は
、
昭
和
三
三
年
度
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
第
二
位
で

あ
る
。

（
４
）
管
聡
子
「〈
よ
ろ
め
き
〉
と
女
性
読
者
─
丹
羽
文
雄
・
舟
橋
聖
一
・
井
上

靖
の
中
間
小
説
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
文
学
』
平
成
二
○
・
三
／
四
）
で
は
、

丹
羽
文
雄
『
日
日
の
背
信
』（『
毎
日
新
聞
』
昭
和
三
一
・
五
・
一
四
～

三
二
・
三
・
一
二
）、井
上
靖
『
憂
愁
平
野
』（『
週
刊
朝
日
』
昭
和
三
六
・
一
○
・

六
～
一
一
・
三
○
）
を
対
象
と
し
て
、
昭
和
三
十
年
代
の
姦
通
も
の
小
説
と

そ
の
主
な
享
受
者
で
あ
っ
た
女
性
読
者
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
管

は
「
ち
か
ご
ろ
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
に
な
る
小
説
は
、
い
ず
れ
も
女
性
の
心
を

掴
ん
だ
作
品
ば
か
り
で
あ
る
。
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
は
女
性
に
よ
っ
て
つ
く
ら

れ
る
」
と
い
う
十
返
肇
の
言
葉
を
ひ
き
、
中
間
小
説
、
な
か
で
も
姦
通
も
の
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十
六

を
描
い
た
小
説
に
お
け
る
女
性
読
者
の
関
心
の
高
さ
を
論
じ
て
い
る
。

（
５
）
三
島
と
宇
野
千
代
と
の
対
談
「
女
は
よ
ろ
め
か
ず
」（『
中
央
公
論
』
昭

和
三
二
・
九
）
の
な
か
で
、「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
読
者
と
し
て
想
定
し
て

い
る
層
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

宇
野

　「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
を
読
む
よ
う
な
人
は
、
あ
や
か
り
た
い
と
思
っ

て
読
む
の
か
し
ら
？

三
島

　
登
場
人
物
の
ど
っ
ち
に
、
そ
れ
は
。
女
は
そ
の
ヒ
ロ
イ
ン
に
あ
や
か
り

た
い
の
か
な
。

宇
野

　
女
の
読
者
が
多
い
の
で
す
か
、
あ
な
た
は
。

三
島

　
小
説
の
読
者
は
ほ
と
ん
ど
女
で
し
ょ
う
。
ど
う
も
宇
野
さ
ん
は
先
入
観

で
僕
を
見
て
い
る
。
僕
は
宇
野
さ
ん
を
ナ
イ
ー
ブ
に
見
て
い
る
ん
だ
が
な
。

（
６
）「
三
島
由
紀
夫
渡
米
み
や
げ
話
─
「
朝
の
訪
問
」
か
ら
」（『
Ｎ
Ｈ
Ｋ
新
聞
』

昭
和
三
三
・
一
・
二
六
）

（
７
）
井
上
隆
史
『
日
本
の
作
家
49

　
豊
饒
な
る
仮
面

　
三
島
由
紀
夫
』（
平
成

二
一
・
五
、
新
典
社
）

（
８
）
姦
通
罪
は
戦
後
の
刑
法
改
正
に
よ
り
廃
止
と
な
っ
た
。
昭
和
二
二
年
一

○
月
二
六
日
公
布
、
同
年
一
一
月
一
五
日
施
行
。

（
９
）
昭
和
三
○
年
代
に
メ
デ
ィ
ア
を
に
ぎ
わ
せ
た
性
の
解
放
や
夫
婦
の
不
貞

問
題
に
つ
い
て
の
記
事
の
主
な
も
の
に
つ
い
て
以
下
に
あ
げ
る
。

・『
週
刊
東
京
』（
昭
和
三
一
・
五
・
一
九
）「
あ
な
た
の
妻
は
浮
気
す
る

　
そ
の
実

態
と
精
神
衛
生
」

・『
週
刊
読
売
』（
昭
和
三
一
・
一
一
・
二
五
）「
48
歳
の
抵
抗

　
お
じ
さ
ま
族
も
太

陽
化
す
る
、
99
％
が
浮
気
す
る
年
齢
」

・『
朝
日
新
聞
』（
昭
和
三
二
・
四
・
一
一
）
家
庭
欄
「
夫
の
浮
気

　
妻
の
浮
気

　

公
開
討
論
会
」（
於
／
大
阪
朝
日
会
館
）
大
宅
壮
一
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）、

宮
城
音
弥
（
社
会
心
理
学
者
）　
こ
の
討
論
会
で
は
、
両
者
と
も
に
妻
の
浮

気
に
つ
い
て
は
い
た
ず
ら
に
騒
ぎ
立
て
な
い
と
い
う
態
度
を
表
明
し
て
い

る
。

・『
文
藝
春
秋
』（
昭
和
三
二
・
四
）
河
盛
好
蔵
「
主
婦
五
つ
の
愉
し
み

　
同
窓
会
、

仲
人
、
へ
そ
く
り
、
姦
通
映
画
、
台
所
の
オ
ー
ト
メ
ー
シ
ョ
ン
」

・『
婦
人
朝
日
』（
昭
和
三
二
・
五
）
特
集
記
事
「
不
倫

　
現
代
の
ゆ
が
め
ら
れ
た

愛
情
」

・『
婦
人
公
論
』（
昭
和
三
二
・
一
一
）
座
談
会
「〈
よ
ろ
め
き
〉
時
代
」
大
宅
壮

一
ほ
か

・『
婦
人
公
論
』（
昭
和
三
六
・
三
）
三
浦
朱
門
「
レ
ジ
ャ
ー
夫
人
浮
気
の
い
ま
し

め
」

・『
日
本
』（
昭
和
三
七
・
八
）
梶
尾
季
之
「
人
妻
１
万
１
千
人
の
よ
ろ
め
き
白
書
」

・『
週
刊
現
代
』（
昭
和
三
七
・
一
一
・
二
五
）「
人
妻
は
〈
よ
ろ
め
き
〉
を
こ
う
告

白
す
る

　
５
０
０
０
人
の
人
妻
調
査
」

・『
日
本
』（
昭
和
三
八
・
一
）「
若
妻
が
最
も
よ
ろ
め
き
た
く
な
る
時
」

・『
週
刊
現
代
』（
昭
和
三
八
・
七
）「
夫
へ
の
秘
密
・
妻
へ
の
秘
密

　
男
女

８
０
０
０
人
の
〈
よ
ろ
め
き
と
浮
気
〉」

　
不
貞
に
つ
い
て
〈
浮
気
〉
と
い
う
言
葉
で
表
象
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」
の
昭
和
三
二
年
以
降
は
〈
よ
ろ
め
き
〉
と
い
う
言
葉
に
変
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十
七

わ
っ
て
い
る
。〈
よ
ろ
め
き
〉
ブ
ー
ム
は
昭
和
三
○
年
代
後
半
ま
で
し
ば
ら

く
続
き
、さ
か
ん
に
読
者
の
告
白
記
事
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

（
10
）
小
笠
原
賢
二
「「
幸
福
」
と
い
う
存
在
論
─
『
美
徳
の
よ
ろ
め
き
』
を
中

心
に
─
」（『
三
島
由
紀
夫
論
集
１

　
三
島
由
紀
夫
の
時
代
』
勉
誠
出
版
、
平

成
一
三
・
三
）

（
11
）『
週
刊
東
京
』（
昭
和
三
一
・
五
・
一
九
）
で
は
巻
頭
特
集
と
し
て
「
あ
な

た
の
妻
は
浮
気
す
る

　
そ
の
実
態
と
精
神
衛
生
」
と
い
う
記
事
を
掲
げ
、
東

京
家
庭
裁
判
所
科
学
調
査
室
の
担
当
者
（
山
本
晴
雄
）
が
妻
の
浮
気
に
つ
い

て
警
笛
を
な
ら
し
て
い
る
。「
妻
は
、
妻
と
し
て
の
、
ま
た
母
と
し
て
の
自

己
を
決
し
て
忘
れ
は
し
な
い
が
、
な
お
か
つ
、
女
と
し
て
新
し
い
自
己
の
周

囲
を
み
ま
わ
そ
う
と
す
る
」
と
妻
が
女
と
い
う
役
割
の
復
権
を
望
ん
で
い
る

こ
と
を
指
摘
し
、「
結
婚
生
活
の
真
只
中
に
、
こ
う
し
て
た
ゆ
と
う
妻
の
姿

が
そ
れ
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
浮
気
は
い
か
な
る
夫
婦
の
間
に
も
大
な
り
小

な
り
内
在
し
て
い
る
」と
語
り
、妻
の
浮
気
問
題
が
日
常
的
な
関
心
事
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
12
）
荻
野
美
穂
『「
家
族
計
画
」
へ
の
道

　
近
代
日
本
の
生
殖
を
め
ぐ
る
政
治
』

（
岩
波
書
店
、
平
成
二
○
・
一
○
）
を
参
照
し
た
。

（
13
）
佐
藤
秀
明
『
日
本
の
作
家
１
０
０
人

　
三
島
由
紀
夫
─
人
と
文
学
』（
勉

誠
出
版
、
平
成
一
八
・
二
）

（
14
）
十
返
肇
「
現
代
文
学
に
お
け
る
意
図
の
問
題
」（『
群
像
』昭
和
三
二・一
〇
）

（
15
）
梶
尾
文
武
「
三
島
由
紀
夫
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
論
─
小
説
家
の
明
晰
─
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
一
八
・
七
））

（
16
）
斎
藤
美
奈
子
『
妊
娠
小
説
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
六
・
六
）

（
17
）
関
礼
子
「
フ
ェ
ミ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
回
収
─
「
仮
面
の
告
白
」「
潮
騒
」「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」」（『
国
文
学

　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
五
・
五
）

※
三
島
由
紀
夫
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』（
新
潮
社
）

に
よ
る
。
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十
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こ
と
を
指
摘
し
、「
結
婚
生
活
の
真
只
中
に
、
こ
う
し
て
た
ゆ
と
う
妻
の
姿

が
そ
れ
だ
と
い
う
の
な
ら
ば
、
浮
気
は
い
か
な
る
夫
婦
の
間
に
も
大
な
り
小

な
り
内
在
し
て
い
る
」と
語
り
、妻
の
浮
気
問
題
が
日
常
的
な
関
心
事
に
な
っ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
12
）
荻
野
美
穂
『「
家
族
計
画
」
へ
の
道

　
近
代
日
本
の
生
殖
を
め
ぐ
る
政
治
』

（
岩
波
書
店
、
平
成
二
○
・
一
○
）
を
参
照
し
た
。

（
13
）
佐
藤
秀
明
『
日
本
の
作
家
１
０
０
人

　
三
島
由
紀
夫
─
人
と
文
学
』（
勉

誠
出
版
、
平
成
一
八
・
二
）

（
14
）
十
返
肇
「
現
代
文
学
に
お
け
る
意
図
の
問
題
」（『
群
像
』昭
和
三
二・一
〇
）

（
15
）
梶
尾
文
武
「
三
島
由
紀
夫
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
論
─
小
説
家
の
明
晰
─
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
一
八
・
七
））

（
16
）
斎
藤
美
奈
子
『
妊
娠
小
説
』（
筑
摩
書
房
、
平
成
六
・
六
）

（
17
）
関
礼
子
「
フ
ェ
ミ
ニ
テ
ィ
と
そ
の
回
収
─
「
仮
面
の
告
白
」「
潮
騒
」「
美

徳
の
よ
ろ
め
き
」」（『
国
文
学

　
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
成
五
・
五
）

※
三
島
由
紀
夫
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』（
新
潮
社
）

に
よ
る
。
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十
八

A Study of Yukio MISHIMA “Bitoku No Yoromeki” 
 － An Examination of the Boom“Yoromeki(Flirting)”－

Saori NAKAMOTO

　　 Yukio Mishima’s novel “Bitoku No Yoromeki”, was a best seller that won many readers.　

Adapted into a radio drama and a film, this novel has caused a boom “Yoromeki”. This novel is 

widely consumed by the mass.

　　 I examine the situation in which media of the time dealt with the “Bitoku No Yoromeki”, and 

the enthusiasm for Mishima. In relation with the problems of pregnancy termination and 

extramarital affair. By analyzing these phenomena, I clarify how the novel influenced the social 

situation.
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