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始
め
に

　

作
品
『
傷
逝
』
は
〈
愛
〉
の
問
題
を
通
し
て
世
界
観
認
識
の
問
題
を
提
起
し
、

世
界
観
認
識
の
問
題
か
ら
〈
愛
〉
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。『
傷
逝
』

の
男
女
主
人
公
二
人
の
悲
劇
は
、「
主
体
」
と
「
客
体
」
の
二
項
対
立
す
る
世

界
観
認
識
が
も
た
ら
す
悲
劇
だ
と
考
え
る
。

　
「
主
体
」
と
「
客
体
」
の
相
関
関
係
に
あ
る
「
主
体
」
と
「
客
体
」
は
同
時

に
生
起
す
る
の
で
あ
り
、「
主
体
」
は
「
主
体
」
の
捉
え
る
「
客
体
」
に
応
じ

て
変
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
主
客
相
関
に
お
け
る
「
主
体
」
同
士
の
「
愛
」
も

「
主
体
」
の
捉
え
る
「
客
体
」
に
即
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
原
理
的
に
一

瞬
の
情
熱
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
瞬
の
情
熱
に
永
遠
た
る
価
値
を

認
め
る
な
ら
ば
、文
字
通
り
、一
瞬
が
永
遠
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。し
か
し
我
々

の
「
生
」
が
一
つ
の
持
続
体
で
あ
る
以
上
、
一
瞬
と
永
遠
が
等
価
と
な
る
「
現

実
」
を
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
自
己
の
「
生
」
を
切
断
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
切
断
さ
れ
る
「
生
」
に
価
値
を
認
め
る
の
は
「
虚
無
」
を
認

め
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
が
故
に
、
主
客
相
関
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
〈
愛
〉
を

再
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
で
は
、
魯
迅
の
近
代
小
説
『
傷
逝
』
の
作
品
分
析
を
通
し
て
、
主
客
相

関
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
〈
愛
〉
は
ど
う
し
て
再
構
築
さ
れ
る
べ
き
か
、
ど
の
よ

う
に
再
構
築
さ
れ
る
の
か
を
論
じ
て
み
た
い
。
こ
の
作
品
で
現
れ
た
〈
愛
〉
に

対
す
る
認
識
は
、「
主
体
」
と
「
客
体
」
の
二
項
対
立
す
る
世
界
観
認
識
を
否

定
す
る
地
平
の
表
れ
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

更
に
、
こ
の
作
品
の
構
造
と
作
品
が
表
明
す
る
世
界
観
認
識
の
相
関
に
注
目

し
た
い
。
こ
の
作
品
は
一
人
称
の
「
語
り
手
」
の
向
こ
う
を
語
ら
せ
る
〈
語
り

手
を
超
え
る
も
の
〉
が
は
っ
き
り
と
表
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
主
客
相
関
に
と

〈
愛
〉
の
構
築─ 

魯
迅
『
傷
逝
』
の
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉 

─
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ら
わ
れ
る
「
物
語
」
を
瓦
解
さ
せ
、
主
客
相
関
の
向
こ
う
を
喚
起
さ
せ
る
〈
近

代
小
説
〉
の
使
命
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

※
本
論
の
『
傷
逝
』
の
引
用
本
文
は
竹
内
好
訳
の
『
魯
迅
文
集
２
』（
ち
く
ま

文
庫
一
九
九
一
年
三
月
二
十
六
日
）
に
よ
る
。

一
、〈
近
代
小
説
〉
の
〈
語
り
〉
の
二
重
性

　
『
傷
逝
』
に
は
生
身
の
「
語
り
手
」
を
超
え
て
語
ら
れ
た
領
域
が
あ
る
と
考

え
る
が
、管
見
の
限
り
、『
傷
逝
』
の
先
行
研
究
は
、生
身
の
「
語
り
手
」
が
語
っ

た
領
域
し
か
読
ん
で
い
な
い
の
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
関
す
る
詳
し
い
分
析

は
、
筆
者
の
読
み
を
論
じ
た
上
で
行
う
が
、
こ
こ
で
先
に
、〈
近
代
小
説
〉
の

語
り
の
特
性
に
つ
い
て
問
題
提
起
し
た
い
。

　

近
代
の
物
語
文
学
と
〈
近
代
小
説
〉
の
違
い
に
つ
い
て
、
日
本
近
代
文
学
研

究
者
の
田
中
実
氏
が
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　

　

一
般
に
物
語
と
小
説
と
は
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
近
代
の
物

語
文
学
と
〈
近
代
小
説
〉
と
は
峻
別
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
物
語
、
も
っ
と

広
く
、
お
話
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
物
語
及
び
お
話
は
あ
る
出
来

事
を
伝
え
る
た
め
に
語
ら
れ
た
も
の
で
す
。
物
語
・
お
話
と
は
何
か
が
起

こ
る
こ
と
を
語
る
、
語
り
始
め
の
Ａ
の
時
空
間
か
ら
Ｂ
の
時
空
間
へ
移
動

し
て
い
る
、
そ
の
過
程
を
伝
え
、〈
語
る
〉
の
が
物
語
で
あ
り
、
お
話
で

あ
る
と
わ
た
く
し
は
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、〈
近
代
小
説
〉
は
、

こ
こ
で
は
日
本
の
〈
近
代
小
説
〉
の
み
を
念
頭
に
置
く
の
で
す
が
、
そ
の

〈
語
り
〉
を
一
旦
相
対
化
し
、
そ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
立
っ
て
、
こ
れ
を
捉

え
直
す
、
す
な
わ
ち
、
語
ら
れ
た
そ
の
出
来
事
と
は
そ
の
主
体
に
応
じ
て

表
れ
た
現
象
、
出
来
事
で
し
か
な
い
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
媒
体
に
し
て

こ
れ
を
認
識
の
対
象
と
し
て
突
き
放
し
、
世
界
と
は
何
か
を
示
す
、
こ
れ

が
〈
近
代
小
説
〉
で
あ
り
、
語
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
の
で
は

な
い
の
で
す
。語
っ
て
い
る
主
体
＝
〈
語
り
手
〉
を
超
え
る
ま
な
ざ
し
（
＝

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
・
遠
近
法
を
持
っ
た
世
界
観
）
を
必
要
と
し
ま
す
。

物
語
・
お
話
を
媒
体
と
し
な
が
ら
、「
客
観
描
写
」
の
レ
ベ
ル
、
す
な
わ

ち
、
了
解
不
能
の
《
他
者
》
に
関
わ
る
世
界
観
認
識
を
〈
読
み
手
〉
に
見

せ
る
も
の
、
三
島
由
紀
夫
な
ら
、
こ
れ
を
「
世
界
解
釈
」
と
断
言
し
ま
す
。

そ
の
際
、〈
語
り
手
〉
は
視
点
人
物
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
、
対
象
人
物

を
捉
え
る
の
で
す
が
、
対
象
人
物
は
視
点
人
物
の
知
覚
す
る
ま
な
ざ
し
の

〈
向
こ
う
〉
で
独
自
の
ま
な
ざ
し
を
抱
え
、
こ
れ
を
〈
語
り
手
〉
は
あ
る

い
は
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
＝
〈
機
能
と
し
て
の
語
り
手
〉
は
そ
の

双
方
を
語
る
、
こ
こ
に
「
客
観
描
写
」
を
抱
え
る
〈
近
代
小
説
〉
が
成
立

す
る
の
で
す
。（
講
演　
「〈
近
代
小
説
〉
と
は
何
か
、
そ
の
〈
読
み
方
・
読
ま
れ
方
〉

―
―
「
客
観
描
写
」
と
漱
石
『
夢
十
夜
』「
第
一
夜
」
を
例
に
―
―
」
二
〇
十
六
年
十

二
月
十
七
日　

中
央
大
学
駿
河
台
記
念
館
）（
但
し
引
用
文
は
氏
が
世
界
文
学
会
本
誌

の
た
め
に
後
日
書
き
改
め
た
も
の
）（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
様
）

　

傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、氏
が
言
う
よ
う
な
、近
代
の
物
語
文
学
と
〈
近

代
小
説
〉
の
違
い
に
対
す
る
認
識
は
、
主
体
と
客
体
の
二
項
対
立
を
否
定
す
る

世
界
観
認
識
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

　

田
中
氏
の
論
述
に
よ
る
と
、〈
近
代
小
説
〉
は
、「
語
り
手
」
と
〈
語
り
手
を

超
え
る
も
の
〉
の
両
方
を
内
包
す
る
の
で
あ
る
。「
語
り
手
」
が
語
る
領
域
だ

け
で
は
、〈
近
代
小
説
〉
が
内
包
す
る
「
物
語
」
の
領
域
で
し
か
な
い
の
だ
。〈
近

代
小
説
〉
の
読
者
は
、「
語
り
手
」
が
語
る
「
物
語
」
の
領
域
を
通
し
て
、「
語
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り
手
」
が
到
達
で
き
な
い
領
域
を
構
造
化
す
る
役
割
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

続
い
て
、『
傷
逝
』
の
「
生
身
」
の
「
語
り
手
」
に
よ
る
〈
語
り
〉
を
分
析
し
、

そ
の
〈
語
り
〉
が
ど
の
よ
う
に
作
品
の
中
で
相
対
化
さ
れ
た
か
を
論
じ
て
み
た

い
。

二
、「
私
」
の
「
真
実
」
へ
の
固
執

　
『
傷
逝
─
─
溳
生
の
手
記
─
─
』
は
一
人
称
の
「
語
り
手
」
の
「
私
」
の
一

篇
の
手
記
で
あ
る
。
こ
の
手
記
は
、「
私
」
と
亡
く
な
っ
た
元
恋
人
の
子
君
と

の
思
い
出
を
め
ぐ
る
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
る
。
手
記
の
冒
頭
は
こ
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。「
も
し
私
に
で
き
る
も
の
な
ら
、
自
分
の
悔
恨
と
悲
哀
を
書
い

て
み
た
い
。
子
君
の
た
め
に
、
ま
た
自
分
の
た
め
に
」
と
。
そ
し
て
末
尾
で
は

こ
う
書
い
て
い
る
。

生
き
て
い
る
以
上
、
あ
く
ま
で
新
し
い
生
命
の
道
へ
踏
み
込
ま
ね
ば
な
ら

ぬ
が
、
そ
の
第
一
歩
は
─
─
い
っ
そ
こ
の
悔
恨
と
悲
哀
を
書
き
綴
る
こ
と

だ
。
子
君
の
た
め
に
、
ま
た
自
分
の
た
め
に
。

　

私
も
ま
た
、
歌
を
う
た
う
よ
う
な
泣
き
声
で
子
君
を
葬
る
ほ
か
な
い
。

忘
却
の
た
め
に
葬
る
ほ
か
な
い
。
忘
却
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
の
た
め

に
は
、
忘
却
を
も
っ
て
子
君
を
葬
っ
た
こ
と
さ
え
二
度
と
思
い
出
し
て
は

な
ら
な
い
。

　

新
し
い
生
命
の
道
へ
第
一
歩
を
踏
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
真
実

0

0

を
心

の
傷
に
深
く
秘
め
て
、
黙
々
と
前
進
し
よ
う
。
忘
却
と
嘘
を
わ
が
道
案
内

に
し
て
…
…

 

（
傍
点
引
用
者　

以
下
同
様
）

　

こ
の
冒
頭
と
末
尾
の
文
章
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
私
」
の
認
識
で
は
、「
私
」

の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
を
も
た
ら
し
た
の
は
、「
真
実
」
を
打
ち
明
け
た
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
り
、「
私
」
は
こ
れ
か
ら
「
新
し
い
生
命
の
道
へ
」
と
前
進
す
る

た
め
に
、「
真
実
を
心
の
傷
に
深
く
秘
め
て
」、「
忘
却
と
嘘
を
わ
が
道
案
内
に
」

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、「
私
」
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
と
は
如
何
な

る
こ
と
で
あ
り
、「
私
」
の
い
う
「
真
実
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
ス
ト
ー
リ
ー

を
追
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
「
私
」
は
子
君
と
の
交
際
を
始
め
た
当
時
で
は
、
役
所
で
「
公
文
章
や
書
信

を
筆
写
す
る
仕
事
」
を
し
て
い
た
が
、
自
由
、
民
主
の
近
代
思
想
の
影
響
を
受

け
た
近
代
的
知
識
人
で
あ
る
。
そ
の
時
、
子
君
は
し
ば
し
ば
会
館
に
住
ん
で
い

た
「
私
」
に
会
い
に
来
、「
私
」
と
「
家
庭
の
専
制
に
つ
い
て
、
旧
習
の
打
破

に
つ
い
て
、
男
女
の
平
等
に
つ
い
て
」、
西
洋
近
代
文
学
者
達
に
つ
い
て
話
し

て
い
た
。
し
か
し
、「
私
」
は
そ
の
理
由
を
直
接
言
わ
な
か
っ
た
が
、
二
人
の

恋
愛
は
子
君
の
家
族
に
反
対
さ
れ
て
い
た
の
だ
。
当
時
の
自
由
恋
愛
、
自
由
結

婚
が
許
さ
れ
な
い
社
会
制
度
の
中
で
、
子
君
は
毅
然
と
し
て
家
族
と
縁
を
切

り
、「
私
」
の
愛
を
受
け
入
れ
、「
私
」
と
同
棲
生
活
を
始
め
た
。
そ
の
反
逆
の

た
め
に
、「
私
」
と
子
君
が
社
会
か
ら
冷
た
い
視
線
が
注
が
れ
た
。
会
館
か
ら

引
っ
越
し
、
下
宿
を
借
り
た
二
人
の
同
棲
生
活
は
最
初
は
幸
せ
だ
っ
た
が
、
だ

ん
だ
ん
と
日
常
瑣
事
が
溢
れ
る
日
々
の
生
活
の
中
で
、
愛
の
熱
が
下
が
っ
て
行

き
、
や
が
て
、「
私
」
が
当
時
の
社
会
に
許
さ
れ
な
い
同
棲
生
活
の
為
に
仕
事

を
辞
め
さ
せ
ら
れ
、
二
人
は
生
活
の
困
窮
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
厳
し
い
現
実
の
中
で
、「
私
」
は
子
君
に
対
す
る
愛
が
消
え

て
い
た
と
い
う
「
真
実
」
を
感
じ
、
自
分
と
子
君
が
新
し
い
生
活
を
始
め
る
た

め
に
、
こ
の
「
真
実
」
を
子
君
に
告
げ
た
の
だ
。
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そ
の
後
、
子
君
は
実
家
に
戻
り
、
間
も
な
く
死
ん
だ
の
だ
が
、
死
因
は
「
私
」

に
も
分
か
ら
な
い
。
子
君
の
死
の
消
息
を
聞
い
た
後
に
、「
私
」
は
再
び
会
館

に
戻
り
、
子
君
に
「
真
実
」
を
打
ち
明
け
た
こ
と
が
も
た
ら
し
た
「
悔
恨
と
悲

哀
」
に
う
ち
の
め
さ
れ
て
、
こ
の
手
記
を
書
き
始
め
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
手
記
の
中
で
何
度
も
「
真
実
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
、「
真
実
」
の

意
義
を
語
っ
て
い
る
。「
私
」
は
子
君
に
、
自
分
が
既
に
子
君
を
愛
し
て
い
な

い
と
打
ち
明
け
ら
れ
ず
に
い
た
時
に
、「
真
実

0

0

を
語
る
時
に
は
む
ろ
ん
大
き
な

勇
気
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
勇
気
が
な
く
、
虚
偽
の
上
に
か
り
そ
め
の
生
を
む

さ
ぼ
る
人
間
に
は
、
新
し
い
生
命
の
道
は
開
拓
で
き
な
い
。
い
や
、
開
拓
で
き

な
い
ど
こ
ろ
か
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
無
だ
」
と
語
っ
た
。
子
君
に
打
ち
明

け
よ
う
と
決
心
し
た
時
に
は
、「
さ
い
わ
い
朝
で
時
間
は
十
分
、
い
ま
こ
そ
私

は
真
実

0

0

を
語
れ
る
。
新
し
い
道
の
開
拓
に
は
ま
た
と
な
い
チ
ャ
ン
ス
だ
」
と

語
っ
た
。「
私
」
に
「
真
実
」
を
話
さ
れ
た
子
君
が
後
に
実
家
に
戻
り
、
戻
る

と
き
に
は
、
二
人
の
わ
ず
か
し
か
な
い
生
活
資
材
の
全
部
を
「
私
」
に
残
し
て

く
れ
た
。
そ
こ
で
「
私
」
は
「
な
ぜ
あ
と
何
日
か
の
辛
抱
を
し
な
い
で
、
あ
ん

な
に
性
急
に
真
実

0

0

を
語
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
子
君
が
こ
れ
か
ら
向
き

合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
冷
酷
な
現
実
を
思
い
起
こ
し
、
自
分
の
行
為
を
後
悔

す
る
。
さ
ら
に
、「
私
」
は
自
分
の
後
悔
を
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

子
君
に
真
実
を
語
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
愛
し
あ
っ
た
の

だ
か
ら
、
い
つ
ま
で
も
嘘
を
さ
さ
げ
る
べ
き
だ
っ
た
。
も
し
真
実
が
尊
い

も
の
な
ら
、
そ
れ
は
子
君
に
と
っ
て
重
苦
し
い
虚
空
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

い
。
む
ろ
ん
嘘
と
て
虚
空
に
は
ち
が
い
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ほ
ど

重
苦
し
く
は
な
い
は
ず
だ
。

　

こ
の
語
り
か
ら
「
私
」
は
子
君
に
「
真
実
」
を
話
し
た
こ
と
が
子
君
に
は
残

酷
で
あ
る
こ
と
を
反
省
し
て
い
る
と
見
え
る
が
、「
私
」
は
終
始
「
真
実
」
そ

の
も
の
の
意
味
を
疑
わ
ず
に
い
る
の
で
あ
る
。
子
君
の
死
を
知
っ
た
後
で
も
、

な
お
、「
か
の
女
は
私
の
与
え
た
真
実
─
─
愛
な
き
人
に
か
こ
ま
れ
て
死
ぬ
運

命
が
き
ま
っ
た
」
と
自
分
の
「
真
実
」
を
固
持
す
る
の
だ
。

　

で
は
、「
私
」
の
所
謂
「
真
実
」
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
追
い
、
そ
の
「
真
実
」

の
内
実
を
解
剖
し
て
み
よ
う
。

三
、「
私
」
の
「
真
実
」
の
理
由
─
─
「
新
し
い
生
命
の
道
」

　

前
の
引
用
文
傍
線
部
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
私
」
が
当
初
子
君
に
「
真
実
」

を
告
げ
た
の
は
、「
新
し
い
生
命
の
道
」
の
開
拓
の
た
め
で
あ
り
、「
新
し
い
生

命
の
道
」
は
「
私
」
が
「
真
実
」
に
固
執
す
る
理
由
で
あ
る
。

　

だ
が
、
手
記
の
末
尾
で
は
、「
私
」
は
「
新
し
い
生
命
の
道
」
へ
の
「
第
一
歩
」

を
踏
み
出
す
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
「
真
実
を
心
の
傷
に
深
く
秘
め
」
る
決
意
を

し
た
。つ
ま
り
、「
真
実
」
を
打
ち
明
け
る
の
も
、「
真
実
」
を
秘
め
る
の
も
、「
新

し
い
生
命
の
道
」
の
た
め
な
の
だ
。
す
る
と
、「
新
し
い
生
命
の
道
」
と
は
所

謂
「
真
実
」
と
嘘
の
矛
盾
体
に
な
り
、
そ
の
時
々
の
必
要
に
応
じ
て
「
真
実
」

が
必
要
だ
っ
た
り
、
嘘
が
必
要
だ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。「
私
」

は
こ
の
矛
盾
に
は
気
づ
か
な
い
。

　

実
は
「
私
」
が
追
求
す
る
「
新
し
い
生
命
の
道
」
の
矛
盾
か
ら
、「
私
」
の
「
新

思
想
」
の
空
虚
性
が
分
か
る
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

当
初
、「
私
」
が
子
君
に
近
代
的
新
思
想
を
教
え
、
封
建
的
旧
思
想
の
打
破

を
主
張
し
て
い
た
。
子
君
は
こ
の
新
思
想
の
影
響
を
受
け
、「
わ
た
し
は
わ
た

し
自
身
の
も
の
、
あ
の
人
た
ち
、
だ
れ
も
干
渉
す
る
権
利
が
あ
り
ま
せ
ん
」
と
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自
分
の
意
志
を
強
く
固
め
た
の
で
あ
る
。
子
君
の
こ
の
力
強
い
言
葉
を
聞
い

て
、「
私
」
は
、「
そ
の
こ
と
ば
は
私
の
魂
を
ゆ
り
動
か
し
、
そ
れ
か
ら
何
日
も

私
の
耳
に
鳴
り
続
け
て
い
た
。
し
か
も
、
中
国
の
女
性
は
厭
世
家
が
云
々
す
る

よ
う
な
救
い
が
た
い
も
の
で
は
な
く
、
近
い
将
来
、
き
っ
と
輝
か
し
い
黎
明
を

迎
え
る
に
ち
が
い
な
い
と
わ
か
っ
て
、
こ
と
ば
に
あ
ら
わ
せ
ぬ
ほ
ど
嬉
し
か
っ

た
」
と
い
う
ふ
う
に
強
く
心
を
打
た
れ
、
中
国
の
女
性
と
中
国
の
将
来
ま
で
連

想
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
私
」
が
子
君
に
求
愛
し
、
子
君
は
家
族
と
縁

を
切
る
ま
で
し
て
「
私
」
の
求
愛
を
受
け
入
れ
、「
私
」
と
同
棲
生
活
を
始
め
た
。

だ
か
ら
、「
私
」
と
子
君
の
同
棲
生
活
自
体
は
、
旧
思
想
及
び
、
旧
思
想
に
支

配
さ
れ
る
世
間
へ
の
蔑
視
、
社
会
制
度
へ
の
挑
戦
を
意
味
す
る
は
ず
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
私
」
が
当
時
の
社
会
に
許
さ
れ
な
い
男
女
関
係
の
た
め
に
仕
事

ま
で
失
い
、「
旧
思
想
」
の
被
害
を
直
接
受
け
る
中
、「
私
」
は
「
旧
思
想
の
打

破
」
の
た
め
に
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
一
度
も
な
い
の
だ
。

　

失
業
し
た
後
、「
私
」
と
子
君
の
関
係
が
段
々
冷
え
て
い
き
、「
私
」
は
家
か

ら
逃
れ
、
公
立
図
書
館
で
、
自
分
と
子
君
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
し
た
。

「
ひ
と
り
と
つ
く
ね
ん
と
坐
っ
て
回
想
し
た
と
き
、
自
分
が
過
去
半
年
あ
ま
り
、

ひ
た
す
ら
愛
─
─
盲
目
的
な
愛
─
─
の
た
め
に
、
人
生
の
根
本
議
を
一
切
お
ろ

そ
か
に
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
何
よ
り
ま
ず
生
き
る
こ
と
だ
。
人
は
生
き
て

こ
そ
、
愛
は
そ
れ
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
」
と
い
う
ふ
う
に
、「
生
き
る
こ
と
」

の
優
先
権
を
強
調
し
た
。
続
い
て
「
私
」
は
こ
の
よ
う
な
想
像
を
し
て
い
た
。

「
閲
覧
室
も
閲
覧
人
も
徐
々
に
消
え
て
、
い
つ
か
私
の
眼
に
は
、
怒
涛
の
中
の

漁
夫
、
塹
壕
中
の
兵
士
、
自
動
車
上
の
貴
顕
、
国
際
都
市
の
相
場
師
、
深
山
密

林
の
豪
傑
、
講
壇
上
の
教
授
、
暮
夜
の
運
動
者
、
深
夜
の
盗
賊
…
…
そ
し
て
子

君
は
─
─
そ
こ
に
い
な
い
」
と
。
こ
の
よ
う
に
、「
私
」
は
「
生
き
る
こ
と
」

を
強
調
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
た
わ
い
の
な
い
夢
想
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
来
な
ら
ば
、「
新
思
想
」
の
た
め
に
弾
圧
を
受
け
た
近
代
知
識
人
の
「
私
」

は
、
こ
の
厳
し
い
社
会
現
実
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
「
生
き
る
こ
と
」
の
意
味

を
見
出
そ
う
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
「
私
」
は
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
自
己

実
現
を
望
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
自
己
実
現
こ
そ
「
私
」

に
所
謂
「
生
き
る
こ
と
」
の
意
味
で
あ
る
よ
う
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」

に
と
っ
て
、「
旧
思
想
の
打
破
」
な
ど
は
空
論
に
終
始
す
る
し
か
な
い
だ
ろ
う
。

　

手
記
を
書
く
「
私
」
は
終
始
自
分
の
思
想
の
空
洞
性
を
自
覚
し
な
い
の
で
あ

る
。

　
「
私
」
が
子
君
に
愛
の
終
焉
を
告
げ
て
か
ら
、
ま
た
公
立
図
書
館
で
夢
想
を

始
め
た
。

　

公
立
図
書
館
に
い
る
と
、
よ
く
眼
前
に
さ
っ
と
光
が
か
す
め
て
新
し
い

生
命
の
道
が
見
え
た
。
勇
敢
に
も
か
の
女
は
眼
ざ
め
て
、
断
乎
と
し
て
こ

の
氷
の
よ
う
な
家
か
ら
出
て
ゆ
く
。
し
か
も
─
─
怨
む
気
色
は
さ
ら
に
な

い
。
そ
こ
で
私
は
空
に
た
だ
よ
う
雲
の
よ
う
に
身
が
軽
く
な
る
。
頭
上
に

は
紺
碧
の
空
が
あ
り
、
脚
下
に
は
深
山
大
海
が
、
大
厦
高
楼
が
、
戦
場
が
、

自
動
車
が
、
国
際
都
市
が
、
公
邸
が
、
あ
か
る
い
盛
り
場
が
、
暗
い
夜

が
、
・
・
・
・
・
・

　

し
か
も
こ
の
新
生
活
は
す
ぐ
に
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
予
感
が
実
際
に
す

る
。

　

今
度
の
「
私
」
の
「
新
生
活
」
の
夢
想
も
前
と
は
質
的
に
変
わ
っ
て
い
な
い

が
、
た
だ
子
君
が
自
ら
家
か
ら
出
て
い
く
場
面
を
加
え
た
も
の
だ
。
実
際
子
君

が
家
か
ら
出
て
行
っ
て
か
ら
、「
私
」
の
頭
に
は
ま
た
似
た
よ
う
な
情
景
が
浮

ん
だ
。「
心
が
落
ち
つ
く
に
し
た
が
っ
て
重
苦
し
い
圧
迫
か
ら
脱
出
す
る
道
が
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か
す
か
に
見
え
て
く
る
─
─
深
山
大
海
、
国
際
都
市
、
電
灯
の
光
ま
ば
ゆ
い
宴

会
場
、
塹
壕
、
あ
や
め
も
わ
か
ぬ
闇
夜
、
氷
の
刃
の
一
撃
、
音
た
て
ぬ
忍
び

足
…
…
」
と
。
子
君
の
死
を
知
っ
て
か
ら
も
、「
私
は
な
お
も
新
し
い
も
の
の

到
来
を
期
待
し
て
い
た
。
名
づ
け
よ
う
の
な
い
、
予
想
さ
れ
る
新
し
い
も
の
の

到
来
を
」
と
い
う
ふ
う
に
「
新
し
い
も
の
」
を
希
求
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
の
生
き
た
時
代
は
、
新
旧
思
想
が
衝
突
し
、
近
代
主
義
の
影
響
を
受

け
た
人
々
が
封
建
主
義
の
旧
勢
力
と
戦
う
時
代
で
あ
る
。
こ
の
渦
巻
く
時
代
の

中
で
、「
私
」
は
新
思
想
を
信
奉
す
る
エ
リ
ー
ト
と
し
て
、
何
を
し
て
き
た
の

だ
ろ
う
か
。「
私
」
は
も
と
も
と
旧
思
想
が
支
配
す
る
政
府
の
役
人
だ
っ
た
が
、

旧
思
想
に
許
さ
れ
な
い
男
女
関
係
の
た
め
に
仕
事
を
失
っ
た
。
し
か
し
、
旧
思

想
の
被
害
者
で
も
あ
る
「
私
」
は
相
変
わ
ら
ず
旧
勢
力
と
戦
う
側
に
立
と
う
と

す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
時
の
官
僚
構
造
を
支
え
て
い
る
人
た
ち
に
縋
ろ
う

と
す
る
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
。

　

だ
が
、「
私
」
は
「
長
い
こ
と
無
沙
汰
し
た
昔
の
友
人
を
ま
た
訪
問
し
て
み

た
が
、
一
回
か
二
回
で
や
め
て
し
ま
っ
た
。
か
れ
ら
の
家
は
む
ろ
ん
暖
か
っ
た

が
、
私
は
骨
に
し
み
る
寒
さ
を
感
じ
た
」
と
い
う
ふ
う
に
権
勢
側
の
人
た
ち
か

ら
弾
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
ら
の
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
、
公
然
と

「
背
徳
行
為
」
を
な
す
「
私
」
と
は
、
彼
ら
の
「
倫
理
道
徳
」
で
は
許
せ
な
い

存
在
だ
け
で
は
な
く
、
近
代
思
想
の
毒
を
持
つ
、
自
分
た
ち
が
維
持
し
よ
う
と

す
る
社
会
制
度
を
脅
か
す
危
険
人
物
で
も
あ
る
は
ず
だ
。「
私
」
は
こ
の
よ
う

な
ジ
レ
ン
マ
に
陥
り
な
が
ら
も
、
な
お
自
分
の
思
想
上
の
虚
偽
を
反
省
し
よ
う

と
し
な
い
。

　

嘗
て
子
君
は
新
思
想
を
も
つ
「
私
」
に
惹
か
れ
、「
私
」
の
「
愛
」
を
受
け

入
れ
る
勇
気
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、「
私
」
の
新
思
想
が
虚
偽
で
あ
る
以

上
、
子
君
と
の
愛
の
基
盤
も
虚
偽
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
、
例
え
「
新

思
想
」
に
対
す
る
強
い
信
念
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
愛
」
を
実
体
概
念
だ
と

す
る
と
、「
愛
の
消
失
」
が
運
命
づ
け
ら
れ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
後
で
詳
し
く
論
じ
る
が
、「
私
」
が
客
観
的
「
真
実
」

を
信
じ
て
疑
わ
な
い
こ
と
と
同
じ
く
、「
愛
」
を
も
「
客
観
的
実
在
」
だ
と
考

え
る
か
ら
、
自
分
の
「
愛
」
の
消
失
を
「
真
実
」
だ
と
格
付
け
る
の
だ
。

四
、「
私
」
の
「
真
実
」
の
生
成
─
─
「
愛
」
の
消
失

　
「
私
」
は
自
分
が
子
君
に
告
白
し
た
場
面
を
と
っ
く
に
忘
れ
て
い
た
。

　

あ
の
と
き
自
分
が
ど
ん
な
や
り
方
で
、
純
粋
に
し
て
熱
烈
な
愛
を
か
の

女
に
伝
え
た
の
か
、
も
う
今
は
思
い
出
せ
な
い
。
今
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
直

後
に
も
う
ぼ
や
け
て
、
夜
に
な
っ
て
思
い
出
そ
う
と
し
て
も
断
片
し
か

残
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
断
片
す
ら
、
同
棲
一
、
二
か
月
後
に
は
跡
形

も
な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
。
た
だ
覚
え
て
い
る
の
は
、
事
前
の
十
数
日
間
、

自
分
の
と
る
べ
き
態
度
を
つ
ぶ
さ
に
研
究
し
、
発
言
の
順
序
を
立
て
、
万

一
拒
絶
さ
れ
た
と
き
の
措
置
ま
で
考
え
た
こ
と
だ
。
だ
が
そ
の
場
に
臨
ん

で
は
ど
れ
も
役
に
立
た
ず
、
す
っ
か
り
あ
が
っ
て
、
我
し
ら
ず
映
画
で
見

た
よ
う
に
や
っ
て
し
ま
っ
た
。
あ
と
で
思
い
出
す
た
び
に
顔
が
ほ
て
る

が
、
意
地
わ
る
い
こ
と
に
、
そ
れ
だ
け
が
い
つ
ま
で
も
記
憶
に
残
っ
て
い

て
、
今
で
も
暗
室
の
豆
ラ
ン
プ
の
よ
う
に
そ
の
光
景
を
照
ら
し
出
す
─
─

私
が
涙
を
う
か
べ
て
か
の
女
の
手
を
と
り
、
片
膝
を
つ
い
て
…
…

　
「
私
」
は
子
君
に
自
分
の
愛
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
話
の
テ
ク
ニ
ッ

ク
を
よ
く
考
え
て
お
い
た
が
、
そ
の
直
後
に
、
既
に
自
分
が
子
君
に
何
を
言
っ
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た
か
を
忘
れ
か
け
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
私
」
が
子
君
に
話
し
た
こ
と
は
あ
く

ま
で
も
目
的
達
成
す
る
た
め
の
そ
の
場
限
り
の
話
で
あ
っ
て
、
目
的
達
成
の
た

め
に
「
我
し
ら
ず
」
に
映
画
の
場
面
ま
で
援
用
し
、
後
に
思
い
出
す
の
も
恥
ず

か
し
い
行
動
を
思
わ
ず
と
取
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
形
で
、「
私
」

は
子
君
に
対
す
る
「
純
粋
に
し
て
熱
烈
な
愛
」
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
愛
」
を
伝
え
ら
れ
た
子
君
は
「
私
」
と
正
反
対
に
、
そ
の
時

の
こ
と
を
細
部
ま
で
頭
に
刻
み
込
み
、
一
番
甘
美
な
思
い
出
と
し
て
繰
り
返
し

復
習
し
て
い
た
。

　

私
の
言
っ
た
こ
と
を
、
ま
る
で
熟
読
し
た
よ
う
に
す
ら
す
ら
暗
唱
し
て

み
せ
た
。
私
の
や
っ
た
こ
と
を
、
ま
る
で
私
に
は
見
え
な
い
フ
ィ
ル
ム
が

眼
前
に
あ
る
よ
う
に
、
如
実
に
事
こ
ま
か
に
述
べ
て
み
せ
た
。
む
ろ
ん
私

が
二
度
と
思
い
出
し
た
く
な
い
あ
の
浅
薄
な
映
画
の
一
シ
ー
ン
を
ふ
く
め

て
。
夜
が
ふ
け
て
あ
た
り
が
静
か
に
な
る
と
、
さ
し
向
い
の
復
習
の
時
間

が
く
る
。
私
は
い
つ
も
質
問
さ
れ
、
試
験
さ
れ
、
お
ま
け
に
あ
の
時
し
ゃ

べ
っ
た
こ
と
の
復
誦
を
命
ぜ
ら
れ
る
が
、
ま
る
で
劣
等
生
の
よ
う
に
、

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
か
の
女
か
ら
補
足
さ
れ
、
訂
正
さ
れ
る
始
末
だ
っ
た
。

　

こ
の
復
習
も
後
に
は
だ
ん
だ
ん
回
数
が
へ
っ
た
。
だ
が
私
は
、
か
の
女

が
眼
を
虚
空
に
向
け
て
う
っ
と
り
思
い
に
沈
み
、
顔
色
が
ま
す
ま
す
和
ら

ぎ
、
え
く
ぼ
が
深
く
な
る
と
き
、
あ
あ
、
ま
た
例
の
学
課
を
自
修
し
て
い

る
な
、
と
わ
か
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
子
君
は
告
白
さ
れ
た
当
時
の
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
愛
に
憧

れ
て
い
た
と
分
か
る
。
だ
が
、
子
君
は
こ
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
を
見
つ
つ
も
、

実
生
活
で
背
負
う
べ
き
も
の
を
忘
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
の
子
君
に
対
す
る
愛
が
段
々
冷
め
て
き
た
経
緯
を
辿
っ
て
い
く
と
、

最
初
は
生
活
上
の
や
む
を
得
な
い
瑣
事
の
た
め
だ
っ
た
。
子
君
は
「
私
」
と
同

棲
生
活
を
始
め
て
か
ら
、
家
事
に
全
力
を
注
い
だ
。
そ
の
時
の
生
活
に
つ
い
て
、

「
私
」
は
「
平
安
と
幸
福
」
と
し
な
が
ら
、
子
君
が
「
家
事
に
か
ま
け
て
雑
談

の
暇
さ
え
な
く
、
読
書
や
散
歩
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
」
と
残
念
が
っ
て
い
た
。

「
私
」
は
子
君
の
心
労
ぶ
り
を
見
て
、
子
君
を
「
お
れ
の
食
事
な
ん
か
ど
う
で

も
い
い
か
ら
、
そ
ん
な
に
骨
ば
か
り
お
る
な
と
一
度
忠
告
し
て
み
た
が
、
か
の

女
は
私
の
顔
を
ぬ
す
み
見
た
だ
け
で
口
は
き
か
な
か
っ
た
。
た
だ
寂
し
そ
う
な

表
情
を
う
か
べ
た
の
で
、
私
も
口
を
つ
ぐ
ん
だ
。
し
か
し
か
の
女
は
、
相
変
わ

ら
ず
骨
ば
か
り
折
っ
て
い
た
」
と
。
子
君
は
何
故
「
私
」
に
労
わ
れ
た
時
に
「
寂

し
そ
う
な
表
情
を
う
か
べ
た
」
の
だ
ろ
う
か
。

　

子
君
は
田
舎
出
身
で
、「
私
」
と
付
き
合
っ
て
い
た
時
は
叔
父
の
家
で
寄
宿

生
活
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
子
君
は
時
々
「
私
」
が
住
ん
で
い
た
会
館
を
訪
れ
、

二
人
は
一
緒
に
新
思
想
の
話
、
西
洋
新
文
学
の
話
を
し
て
い
た
。
子
君
は
「
私
」

の
先
進
的
な
思
想
、
広
博
の
学
識
に
惹
か
れ
、「
私
」
か
ら
強
い
影
響
を
受
け

た
の
で
あ
る
。
子
君
は
「
私
」
と
の
生
活
に
は
、
周
り
の
生
活
と
違
う
も
の
を

期
待
し
て
い
た
の
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
、
子
君
は
「
私
が
二
度
と
思
い
出
し

た
く
な
い
あ
の
浅
薄
な
映
画
の
一
シ
ー
ン
」
を
繰
り
返
し
復
習
し
た
の
で
あ
ろ

う
。

　

た
だ
子
君
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
生
活
に
憧
れ
が
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、「
私
」

と
の
生
活
の
た
め
に
、「
雑
談
」、「
散
歩
」、「
読
書
」
の
暇
も
全
部
家
事
に
使

い
切
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
子
君
の
「
愛
」
に
対
す
る
責
任
感
の
表
れ
だ
と
考

え
る
。
だ
か
ら
、
子
君
は
「
私
」
に
「
骨
ば
か
り
お
る
な
」
と
「
忠
告
」
さ
れ

た
時
に
、
今
の
生
活
が
自
分
の
憧
れ
て
い
た
生
活
と
の
違
い
を
思
っ
て
「
寂
し

い
表
情
を
う
か
べ
た
」
が
、
自
分
の
果
た
す
べ
き
責
任
の
た
め
に
「
相
変
ら
ず
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骨
ば
か
り
折
っ
て
い
た
」
の
で
あ
ろ
う
。

　

同
棲
生
活
の
始
ま
り
の
時
に
、「
ま
こ
と
愛
は
絶
え
ず
更
新
し
、
育
成
し
、

創
造
す
べ
き
も
の
だ
。
私
が
そ
の
こ
と
を
子
君
に
言
う
と
、
か
の
女
は
深
く
う

な
ず
い
た
」
と
の
語
り
が
あ
る
が
、
実
際
「
愛
」
を
「
絶
え
ず
更
新
し
、
育
成

し
、
創
造
」
す
る
た
め
に
自
分
な
り
の
努
力
を
し
た
の
は
子
君
の
方
だ
と
見
え

る
。
た
だ
、
後
で
詳
述
す
る
が
、
子
君
の
「
愛
」
の
「
更
新
」、「
育
成
」、「
創

造
」
に
関
す
る
理
解
も
根
本
的
に
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
「
私
」
が
仕
事
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
て
か
ら
、
子
君
は
一
層
家
事
に
力
を
入
れ

た
よ
う
で
あ
る
が
、「
私
」
は
子
君
の
や
り
方
に
不
満
が
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
毎
日
の
「
川
の
流
れ
の
休
み
な
き
」
食
事
と
き
て
い
る
。
子
君

の
目
標
は
全
部
こ
の
食
事
に
集
中
し
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
食
っ
て
は
金

を
工
面
し
、
金
を
工
面
し
て
は
食
い
、
さ
ら
に
阿
随
に
食
わ
せ
、
鶏
に
食

わ
せ
る
。
か
の
女
は
前
に
知
っ
て
い
た
こ
と
を
す
べ
て
忘
れ
た
ら
し
く
、

私
の
構
想
が
食
事
の
催
促
で
中
断
さ
れ
る
こ
と
に
気
が
つ
か
な
か
っ
た
。

食
卓
で
不
機
嫌
な
顔
を
み
せ
て
も
気
が
つ
い
て
改
め
る
ど
こ
ろ
か
、
平
気

で
む
し
ゃ
む
し
ゃ
り
出
す
の
だ
。

　

子
君
は
「
私
」
と
付
き
合
っ
て
い
た
当
時
か
ら
も
と
も
と
仕
事
が
な
か
っ
た

が
、「
私
」
と
同
棲
し
て
か
ら
専
業
主
婦
と
な
っ
た
。「
私
」
が
仕
事
を
失
っ
て

か
ら
も
、
子
君
は
家
事
に
専
念
し
て
い
た
。
子
君
の
こ
の
生
き
方
に
対
し
て
、

仕
事
を
失
っ
た
後
の
「
私
」
は
、
他
人
に
依
存
す
る
生
き
方
と
し
て
心
の
中
で

批
判
し
た
の
で
あ
る
。

　

も
う
と
う
に
本
さ
え
読
ま
ず
、
生
活
の
第
一
義
は
生
き
る
こ
と
で
あ

り
、
生
き
る
た
め
に
は
手
を
た
ず
さ
え
て
進
む
か
、
で
な
け
れ
ば
孤
軍
奮

闘
す
る
し
か
な
い
こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
人
の
着
物
の
す
そ
に

す
が
る
だ
け
で
は
、
戦
士
に
と
っ
て
も
戦
闘
の
足
手
ま
と
い
、
こ
れ
で
は

共
に
滅
亡
す
る
ほ
か
な
い
。

　

し
か
し
、
子
君
は
他
人
に
依
存
す
る
女
性
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
れ
は
「
私
」

と
同
棲
を
決
め
た
時
の
行
動
に
も
表
れ
て
い
た
。

　

子
君
は
た
っ
た
一
つ
の
金
の
指
輪
と
イ
ヤ
リ
ン
グ
を
手
放
し
た
。
私
は

と
め
た
が
、
ど
う
し
て
も
売
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
以
上
は
強
く
言
え
な

か
っ
た
。
い
く
ら
か
は
共
同
出
資
し
な
く
て
は
、
か
の
女
と
し
て
も
居
心

地
が
わ
る
い
の
は
わ
か
っ
て
い
た
。

　

こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
子
君
が
独
立
す
る
精
神
を
持
っ
て
お
り
、
子
君
が
社

会
で
仕
事
を
持
た
な
い
理
由
は
他
人
に
依
存
し
た
い
た
め
で
は
な
い
は
ず
だ
。

「
私
」
も
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
が
、
当
初
の
「
私
」
は
子
君
の
努
力
を
評
価
し
、

失
業
後
の
「
私
」
は
子
君
の
努
力
を
迷
惑
の
よ
う
に
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

だ
。

　

当
時
は
封
建
思
想
が
支
配
す
る
男
性
社
会
で
あ
り
、
知
識
人
の
「
私
」
で
も

私
生
活
の
た
め
に
仕
事
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
る
ま
で
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の

状
況
の
中
で
、
同
じ
く
同
棲
の
罪
を
背
負
っ
て
い
る
、
女
性
の
子
君
に
は
生
活

手
段
を
見
つ
け
る
の
は
至
難
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
今
の
子
君
に
と
っ
て
、
こ
の

家
を
支
え
る
た
め
に
自
分
に
唯
一
で
き
る
こ
と
は
、
家
事
を
全
部
負
担
す
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。こ
れ
は
子
君
の
「
私
」
に
対
す
る
精
一
杯
の
支
援
な
の
だ
。「
私
」

は
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
。
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「
私
」
は
食
事
の
量
が
足
り
な
い
こ
と
に
も
不
満
が
あ
り
、
自
分
よ
り
先
に

犬
に
食
事
を
や
り
、
自
分
の
食
べ
残
り
を
食
べ
る
の
は
鶏
だ
け
で
あ
る
こ
と

を
、「
こ
こ
に
お
け
る
私
の
位
置
は
犬
と
鶏
の
中
間
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
自
覚

し
た
」
と
皮
肉
っ
ぽ
く
言
う
の
だ
。
仕
事
を
失
い
、
し
か
も
子
君
と
の
恋
愛
関

係
の
た
め
に
仕
事
を
失
っ
た
「
私
」
は
、
心
の
中
の
不
満
を
子
君
に
ぶ
つ
け
て

い
る
よ
う
だ
。
仕
事
を
辞
め
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、「
私
」
自
身
が
意
識
し
た

以
上
に
、「
私
」
に
精
神
的
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
と
見
え
る
。

　

出
勤
停
止
令
を
受
け
取
っ
た
時
に
は
、「
私
」
は
こ
の
よ
う
な
反
応
だ
っ
た
。

　

こ
ん
な
こ
と
は
私
に
は
打
撃
で
も
何
で
も
な
い
。
と
っ
く
に
腹
を
き
め

て
あ
る
。
筆
耕
な
り
家
庭
教
師
な
り
、
い
っ
そ
骨
は
折
れ
る
が
翻
訳
で
も

や
る
ん
だ
。
そ
れ
に
『
自
由
の
友
』
の
編
集
長
は
何
度
も
顔
を
合
わ
せ
た

仲
だ
し
、
ふ
た
月
ほ
ど
前
に
は
手
紙
も
や
り
取
り
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

思
わ
ず
動
悸
し
た

0

0

0

0

0

0

0

。
あ
れ
ほ
ど
畏
れ
知
ら
ぬ
子
君
が
顔
色
を
変
え
た
の

が
、
こ
と
に
辛
か
っ
た
。
ち
か
ご
ろ
か
の
女
は
ど
う
も
気
が
弱
く
な
っ
た
。

　
《
何
で
も
な
い
わ
よ
。
ね
え
、
新
し
い
仕
事
を
は
じ
め
ま
し
ょ
う
。
わ

た
し
た
ち
…
…
》

　

こ
と
ば
は
そ
こ
で
切
れ
る
。
そ
の
声
が
な
ぜ
か
私
の
耳
に
う
わ
ず
っ
て

聞
こ
え
た
。
ラ
ン
プ
も
い
や
に
暗
い
。
人
間
は
お
か
し
な
動
物
だ
。
ほ
ん

0

0

の
些
細
な
こ
と

0

0

0

0

0

0

か
ら
深
刻
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
う
。

　
「
私
」
は
自
分
が
辞
職
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
「
打
撃
で
も
何
で
も
な
い
」、
外

の
仕
事
は
い
く
ら
で
も
あ
る
と
「
と
っ
く
に
腹
を
き
め
て
あ
る
」
と
言
う
が
、

知
ら
せ
を
も
ら
っ
た
時
に
「
思
わ
ず
動
悸
し
た
」
の
だ
。「
思
わ
ず
動
悸
し
た
」

と
い
う
の
は
、
や
は
り
「
私
」
が
突
如
の
変
化
の
前
で
緊
張
、
不
安
を
感
じ
た

に
違
な
い
。
し
か
し
、「
私
」
は
自
分
が
緊
張
と
不
安
を
感
じ
た
理
由
を
よ
く

考
え
ず
、
こ
の
こ
と
を
「
ほ
ん
の
些
細
な
こ
と
」
と
決
め
つ
け
た
。「
私
」
の

こ
の
よ
う
な
、
物
事
を
深
く
考
え
よ
う
と
し
な
い
態
度
が
、
そ
の
後
の
挫
折
に

も
繋
が
っ
た
と
考
え
る
。

　

そ
の
後
、「
私
」
の
予
想
に
反
し
て
、「
私
」
は
な
か
な
か
新
し
い
生
活
手
段

が
見
つ
か
ら
な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
当
時
動
揺
し
て
い
た

子
君
は
「
気
が
弱
く
な
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
彼
女
は
当
時
の
厳
し
い
社
会
状

況
を
冷
静
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
子
君
に
比
べ
て
、「
私
」
は
た
だ
盲
目

的
な
自
信
を
も
っ
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。「
私
」
の
盲
目
的
な

自
信
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
だ
ろ
う
か
。「
私
」
は
今
の
仕
事
か
ら
離
れ
る
意
味

に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

外
か
ら
の
打
撃
は
む
し
ろ
私
た
ち
に
新
し
い
元
気
を
振
い
立
た
せ
た
。

役
所
の
生
活
は
小
鳥
屋
の
小
鳥
同
然
、
わ
ず
か
の
粟
で
命
を
つ
な
ぐ
だ
け

で
、
肥
え
る
こ
と
は
絶
対
な
い
。
日
が
た
つ
に
つ
れ
羽
が
な
え
て
、
た
と

い
籠
か
ら
出
て
も
思
い
き
っ
て
飛
べ
な
く
な
る
。
い
ま
と
も
か
く
籠
か
ら

抜
け
出
た
か
ら
に
は
、
さ
っ
そ
く
私
は
新
し
い
広
大
な
空
に
向
っ
て
舞
い

あ
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
の
翼
が
は
ば
た
き
を
忘
れ
ぬ
う
ち
に
。

　
「
私
」
が
い
う
「
新
し
い
広
大
な
空
」
と
は
先
述
し
た
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
「
新

し
い
生
命
の
道
」
へ
の
夢
想
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
夢
想
こ
そ
「
私
」
の

盲
目
的
な
自
信
を
も
た
ら
し
た
も
の
な
の
だ
。
し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
、「
新

し
い
生
命
の
道
」
と
は
そ
も
そ
も
「
私
」
の
内
面
の
空
洞
の
表
れ
な
の
だ
。

　
「
私
」
は
犬
を
飼
う
余
裕
も
な
く
な
っ
た
た
め
、
子
君
が
飼
っ
て
い
た
「
阿

随
」
を
捨
て
た
が
、「
阿
随
」
を
捨
て
た
後
の
「
子
君
の
表
情
に
び
っ
く
り
し
た
」
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の
で
あ
る
。

　

こ
ん
な
打
ち
の
め
さ
れ
た
顔
は
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
。
む
ろ
ん
原

因
は
阿
随
だ
が
、
な
に
も
そ
れ
ほ
ど
ま
で
と
い
う
気
が
し
た
。
穴
に
突
き

落
と
し
た
話
は
ま
だ
し
て
な
い
の
だ
。

　

夜
に
な
る
と
か
の
女
の
打
ち
の
め
さ
れ
た
顔
に
、
さ
ら
に
氷
の
よ
う
な

冷
た
さ
が
加
わ
っ
た
。

　
「
私
」
に
は
子
君
の
反
応
が
意
外
だ
っ
た
が
、
子
君
の
立
場
に
立
っ
て
考
え

る
と
、
そ
の
反
応
が
当
然
且
つ
必
然
だ
と
考
え
る
。
子
君
の
そ
の
反
応
は
阿
随

の
為
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
の
だ
。

　

子
君
は
飼
っ
て
い
た
犬
を
「
阿
随
」
と
名
づ
け
た
が
、
中
国
語
の
「
随
」
の

意
味
は
「
従
う
、
伴
う
」
の
意
味
で
あ
る
。
子
君
が
こ
の
よ
う
な
名
前
を
選
ん

だ
の
は
、
自
分
が
「
私
」
に
一
生
「
従
う
、
伴
う
」
と
い
う
決
心
の
表
れ
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、「
私
」
は
「
こ
の
名
は
好
き
に
な
れ
な
か
っ
た
」
の

で
あ
り
、
子
君
の
気
持
ち
が
分
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。
子
君
は
阿
随
が
「
私
」

に
捨
て
ら
れ
た
の
を
見
て
、
自
分
も
い
つ
か
同
じ
運
命
に
な
る
の
で
は
な
い
か

と
予
感
し
た
か
ら
、「
打
ち
の
め
さ
れ
た
顔
」、「
氷
の
よ
う
な
」
冷
た
い
表
情

を
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

子
君
は
こ
の
予
感
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
後
の
「
私
」
の
冷
た
い
態
度
を
感
じ

た
時
に
、
子
君
の
目
か
ら
「
恐
怖
の
影
」
が
あ
っ
た
の
だ
。

　

あ
る
晩
の
こ
と
、
め
ず
ら
し
く
子
君
の
眼
か
ら
あ
ど
け
な
い
光
が
射
し

て
、
自
分
か
ら
会
館
の
こ
ろ
の
話
を
も
ち
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
そ

の
と
き
で
も
恐
怖
の
影
が
絶
え
ず
か
す
め
た
。
自
分
が
ち
か
ご
ろ
か
の
女

以
上
に
そ
っ
け
な
く
、
そ
の
た
め
か
の
女
が
疑
惑
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の

を
知
っ
て
い
る
私
は
、
つ
と
め
て
そ
の
話
に
乗
り
、
い
く
ら
か
で
も
相
手

を
な
ぐ
さ
め
た
い
と
思
っ
た
。
だ
が
私
が
笑
い
を
顔
に
う
か
べ
、
こ
と
ば

を
口
に
す
る
瞬
間
に
、
そ
れ
は
た
ち
ま
ち
空
虚
と
変
わ
り
、
そ
の
空
虚
は

堪
え
が
た
い
悪
意
に
み
ち
た
嘲
笑
と
な
っ
て
た
ち
ま
ち
わ
が
身
に
は
ね

返
っ
た
。

　

子
君
に
と
っ
て
、「
私
」
の
愛
を
失
う
の
は
、
悲
し
い
と
い
う
よ
り
「
恐
怖
」

な
の
だ
。
そ
れ
は
、「
私
」
と
別
れ
た
後
の
自
分
の
運
命
に
対
す
る
「
恐
怖
」

に
違
い
な
い
。
し
か
し
、「
私
」
は
子
君
の
「
恐
怖
」
が
見
え
て
も
無
視
す
る

だ
け
で
、
自
分
が
「
嘘
」
を
い
う
時
の
「
空
虚
」
し
か
感
じ
て
い
な
か
っ
た
の

だ
。

　
「
私
」
は
子
君
の
心
情
を
理
解
し
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
の
置
か
れ
て

い
る
立
場
も
理
解
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

ど
う
や
ら
私
の
こ
と
を
薄
情
な
人
間
と
き
め
つ
け
て
い
る
様
子
だ
。
し

か
し
私
は
、
自
分
ひ
と
り
な
ら
十
分
や
っ
て
い
け
る
。
も
と
も
と
気
位
が

高
く
て
親
戚
縁
者
と
つ
き
あ
わ
ず
、
移
転
か
ら
こ
っ
ち
旧
知
と
も
す
っ
か

り
疎
遠
に
な
っ
た
が
、
こ
こ
か
ら
と
び
出
し
さ
え
す
れ
ば
生
命
の
道
は
ま

だ
ま
だ
広
大
だ
。
今
の
苦
し
い
生
活
に
堪
え
て
い
る
の
も
、
じ
つ
は
か
の

女
の
た
め
が
大
半
で
、
阿
随
を
捨
て
た
の
だ
っ
て
そ
の
た
め
だ
。
と
こ
ろ

が
子
君
と
き
た
ら
、
そ
れ
す
ら
気
が
つ
か
ぬ
ほ
ど
鈍
感
に
な
っ
た
ら
し

い
。

　

機
会
を
み
て
そ
れ
と
な
く
論
じ
て
や
る
と
、
得
心
し
た
よ
う
に
う
な
ず

い
た
。
だ
が
そ
の
後
の
様
子
で
は
、
ど
う
も
理
解
し
た
よ
う
で
な
い
、
い
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や
、
ま
る
き
り
信
用
し
て
な
い
よ
う
だ
っ
た
。

　

子
君
と
別
れ
た
後
に
も
「
私
」
は
生
活
状
況
が
換
え
ら
れ
ず
、「
気
位
」
を

低
め
て
「
親
戚
縁
者
」
や
「
旧
知
」
な
ど
を
訪
ね
て
も
「
疎
遠
」
さ
れ
た
だ
け

だ
っ
た
。
こ
の
事
実
か
ら
も
、「
私
」
の
そ
の
時
の
考
え
方
が
完
全
に
間
違
っ

て
い
た
と
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
、
手
記
を
書
い
て
い
る

現
在
の
「
私
」
は
ま
だ
当
時
の
自
分
の
間
違
い
に
気
が
つ
か
ず
、
当
時
の
自
分

を
相
対
化
で
き
な
い
こ
と
だ
。

　

子
君
は
「
私
」
の
論
理
を
「
ま
る
き
り
信
用
し
て
な
い
よ
う
」
で
あ
っ
て
、

自
分
た
ち
の
状
況
を
冷
静
に
見
て
い
る
が
、「
私
」
は
自
分
の
論
理
を
固
め
る

い
っ
ぽ
う
だ
。

　

ひ
と
り
つ
く
ね
ん
と
坐
っ
て
回
想
し
た
と
き
、
自
分
が
過
去
半
年
あ
ま

り
、
ひ
た
す
ら
愛
─
─
盲
目
的
な
愛
─
─
の
た
め
に
人
生
の
根
本
議
を
一

切
お
ろ
そ
か
に
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
。
何
よ
り
ま
ず
生
き
る
こ
と
だ
。

人
は
生
き
て
こ
そ
、
愛
は
そ
れ
に
伴
っ
て
生
ま
れ
る
。
こ
の
世
に
奮
闘
す

る
者
の
た
め
に
活
路
が
開
か
れ
ぬ
は
ず
は
な
く
、
私
は
翼
の
は
ば
た
き

を
忘
れ
て
は
い
な
い
。
以
前
に
く
ら
べ
て
か
な
り
衰
え
は
し
た
け
れ
ど

も
…
…

　

こ
こ
ま
で
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
子
君
の
方
は
、「
私
」
と
一
緒
に
な
っ

て
か
ら
、
真
面
目
に
「
生
き
る
こ
と
」
を
考
え
、
そ
の
た
め
に
努
力
も
し
て
き

た
。「
盲
目
的
な
愛
」
と
い
う
言
葉
を
子
君
に
使
う
な
ら
ば
、「
私
」
の
内
面
の

空
洞
と
矛
盾
を
見
抜
か
な
い
こ
と
、「
愛
」
を
固
定
し
た
客
観
的
事
実
と
し
て

捉
え
て
い
た
こ
と
を
表
す
意
味
で
使
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
私
」
の
言
う

よ
う
に
「
愛
」
の
た
め
に
「
生
き
る
こ
と
」
を
「
お
ろ
そ
か
に
し
た
」
意
味
で

の
「
盲
目
的
な
愛
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。「
私
」
に
は
子
君
の
努
力
と
苦
労

が
見
え
ず
、
自
分
が
夢
想
す
る
虚
偽
で
し
か
な
い
「
新
し
い
生
命
の
道
」
を
念

頭
に
お
い
て
、
子
君
と
の
愛
を
「
生
き
る
こ
と
」
を
「
お
ろ
そ
か
に
し
た
」「
盲

目
的
な
愛
」
と
言
う
が
、
実
は
「
私
」
の
い
う
「
生
き
る
こ
と
」
こ
そ
盲
目
的

だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
盲
目
」
な
「
私
」
は
つ
い
に
子
君
と
別
れ
る
こ
と
を
決
意
し
た
。

　

残
さ
れ
た
希
望
は
別
れ
る
こ
と
だ
け
だ
、
と
私
は
考
え
た
。
か
の
女
は

い
さ
ぎ
よ
く
出
て
行
く
べ
き
だ
─
─
不
意
に
か
の
女
の
死
を
念
頭
に
う
か

べ
、
す
ぐ
に
後
悔
し
自
分
を
責
め
た
。
さ
い
わ
い
朝
で
時
間
は
十
分
、
い

ま
こ
そ
私
は
真
実
を
語
れ
る
。
新
し
い
道
の
開
拓
に
は
ま
た
と
な
い
チ
ャ

ン
ス
だ
。

　
「
私
」
が
「
新
し
い
道
の
開
拓
」
の
た
め
に
子
君
に
告
げ
た
「
真
実
」
と
は
、

「《
ぼ
く
は
も
う
き
み
を
愛
し
て
い
な
い
ん
だ
》」
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
既

に
分
析
し
た
よ
う
に
、
も
う
愛
し
て
い
な
い
と
い
う
「
私
」
の
「
真
実
」
に
至

る
ま
で
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
「
虚
偽
」
を
「
私
」
が
見
過
ご
し
て
き
た
の
だ
ろ
う

か
。

　
「
私
」
は
「
真
実
」
を
勝
手
に
決
め
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
こ
そ
、
も
う
「
愛

し
て
い
な
い
」
子
君
が
離
れ
た
後
に
こ
の
よ
う
な
勝
手
な
想
像
も
で
き
て
し
ま

う
の
だ
。

　

私
は
吉
兆
胡
同
を
離
れ
た
か
っ
た
。
こ
こ
に
は
異
様
な
空
虚
と
寂
寞
が

あ
る
。
こ
こ
を
離
れ
さ
え
す
れ
ば
、
子
君
は
私
の
側
に
い
る
も
同
然
だ
と
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私
は
思
う
。
少
く
と
も
、
も
し
市
中
に
ま
だ
い
る
な
ら
、
い
つ
の
日
か
、

会
館
の
こ
ろ
の
よ
う
に
不
意
に
私
を
訪
ね
て
来
る
だ
ろ
う
。

　
「
私
」
は
自
分
か
ら
離
れ
た
子
君
の
今
後
の
運
命
を
予
想
し
て
い
な
い
の
で

は
な
い
。「
だ
が
、
私
は
ま
た
心
が
重
く
な
っ
た
」、「
い
ま
か
の
女
は
、（
中
略
）

空
虚
の
重
荷
を
か
つ
い
で
、
厳
し
さ
と
冷
い
眼
の
た
だ
中
を
、
い
わ
ゆ
る
人
生

の
道
に
踏
み
込
む
と
は
、
な
ん
と
お
そ
ろ
し
い
こ
と
か
」
と
「
私
」
は
一
方
で

子
君
の
こ
れ
か
ら
の
悲
惨
な
人
生
を
予
測
し
、
一
方
で
何
も
起
こ
っ
て
い
な
い

か
の
如
き
想
像
で
自
分
の
重
い
心
を
軽
く
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。

　
「
私
」
の
こ
の
よ
う
な
無
責
任
な
考
え
方
は
、
子
君
の
死
に
よ
っ
て
も
変
え

ら
れ
な
か
っ
た
。「
私
」
は
子
君
を
「
忘
却
の
中
に
葬
る
ほ
か
な
い
」、「
忘
却

を
も
っ
て
子
君
を
葬
っ
た
こ
と
さ
え
二
度
と
思
い
出
し
て
は
な
ら
な
い
」
と

語
っ
た
よ
う
に
、
子
君
の
存
在
そ
の
も
の
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
。
つ
ま
り

「
私
」
は
子
君
の
死
乃
至
子
君
の
生
が
、
自
分
の
生
命
に
何
の
痕
跡
も
残
し
て

ほ
し
く
な
い
の
だ
。

　

で
は
、
何
故
過
去
を
「
忘
却
」
し
た
い
「
私
」
は
逆
に
自
分
の
「
悔
恨
と
悲

哀
」
を
書
き
綴
り
た
い
の
だ
ろ
う
か
。

五
、「
私
」
の
「
真
実
」
の
亀
裂
─
─
「
悔
恨
と
悲
哀
」

　

手
記
の
冒
頭
と
末
尾
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」
は
自
分
の
「
悔
恨
と

悲
哀
」
を
こ
の
手
記
に
書
き
た
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、「
私
」
が
「
真
実
」
に

向
お
う
と
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
最
後
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
の
結
果
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、「
私
」
は
逆
に
「
真
実
」
の
た
め
に
こ
の
結
果
に
な
っ

た
と
悔
み
、「
忘
却
と
嘘
を
わ
が
道
案
内
に
」
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
す
る
と
、

「
私
」
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
は
何
を
意
味
し
、「
悔
恨
と
悲
哀
を
書
き
綴
る
」
こ

と
は
「
私
」
に
よ
っ
て
何
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

　

い
や
、
実
は
、「
私
」
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
か
ら
、「
私
」
が
自
分
の
「
真
実
」

の
虚
偽
性
を
見
過
ご
し
た
こ
と
が
分
か
る
だ
け
で
は
な
く
、「
私
」
が
意
識
的

に
あ
る
「
虚
偽
」
を
隠
そ
う
と
す
る
意
図
も
見
え
る
の
で
あ
る
。

　

子
君
の
死
の
後
に
、「
私
」
は
自
分
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
を
子
君
に
告
げ
た

く
て
叶
え
ら
れ
な
い
の
を
苦
し
ん
で
い
る
。

　

本
当
に
幽
魂
や
地
獄
が
あ
っ
て
く
れ
た
ら
と
思
う
。
そ
う
す
れ
ば
私

は
、
地
獄
の
風
が
ど
ん
な
に
怒
り
狂
お
う
と
、
き
っ
と
子
君
を
さ
が
し
出

し
て
、
面
と
向
か
っ
て
自
分
の
悔
恨
と
悲
哀
を
告
白
し
、
許
し
を
乞
う
だ

ろ
う
。

　

そ
の
風
と
焔
の
中
で
子
君
を
か
き
抱
い
て
寛
容
を
乞
え
ば
、
い
く
ら
か

で
も
心
な
ぐ
さ
ん
で
く
れ
る
の
で
は
…
…

　

で
は
、「
私
」
は
子
君
に
ど
の
よ
う
な
「
悔
恨
と
悲
哀
」
を
告
げ
た
い
の
だ

ろ
う
か
。
子
君
が
「
私
」
と
別
れ
て
父
親
に
連
れ
て
帰
ら
れ
た
直
後
に
、「
私
」

は
ま
た
自
分
の
「
新
し
い
生
命
の
道
」
を
想
像
し
た
が
、
同
時
に
後
悔
の
念
が

沸
き
上
が
っ
た
。

　

だ
が
私
は
ま
た
心
が
重
く
な
っ
た
。
な
ぜ
あ
と
何
日
か
の
辛
抱
を
し
な

い
で
、
あ
ん
な
に
性
急
に
真
実

0

0

を
語
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
ま
か

の
女
は
、
自
分
に
残
さ
れ
た
も
の
が
、
父
親
─
─
子
女
の
債
権
者
─
─
の

烈
日
の
厳
し
さ
と
、
世
人
の
氷
に
ま
さ
る
冷
た
い
眼
だ
け
の
こ
と
を
知
っ

た
の
だ
。
あ
と
は
空
虚
だ
。
空
虚
の
重
荷
を
か
つ
い
で
、
厳
し
さ
と
冷
い
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眼
の
た
だ
中
を
、
い
わ
ゆ
る
人
生
の
道
に
踏
み
込
む
と
は
、
な
ん
と
お
そ

ろ
し
い
こ
と
か
！
し
か
も
こ
の
道
の
尽
き
る
と
こ
ろ
、
わ
ず
か
に
─
─
墓

標
さ
え
な
い
墓
な
の
だ
。

　
（
中
略
）

　

真
実

0

0

を
子
君
に
語
れ
ば
、
か
の
女
は
た
め
ら
う
こ
と
な
く
、
同
棲
を
決

意
し
た
と
き
同
様
に
断
乎
と
し
て
前
進
す
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
た
。
だ

が
こ
れ
は
私
の
誤
り
だ
っ
た
ら
し
い
。
あ
の
と
き
勇
敢
で
畏
れ
を
知
ら
な

か
っ
た
の
は
、
愛
に
も
と
づ
く
も
の
だ
っ
た
の
だ
。

　
「
私
」
が
後
悔
し
た
の
は
子
君
に
「
真
実
」
を
話
し
た
こ
と
で
あ
り
、
話
し

た
こ
と
が
「
真
実
」
で
あ
る
の
を
疑
わ
ず
に
い
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
は
今
ま

で
の
で
き
ご
と
を
全
く
反
省
せ
ず
に
、
自
分
の
こ
と
も
子
君
の
こ
と
も
分
か
ら

な
い
ま
ま
で
い
る
の
だ
。
だ
っ
た
ら
、
例
え
子
君
の
「
幽
魂
」
が
「
私
」
の
「
悔

恨
と
悲
哀
」
を
聞
い
た
と
し
て
も
、
何
の
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
よ
り
も
「
私
」
は
本
当
に
「
真
実
」
を
話
し
た
こ
と
を
後
悔
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
傍
線
部
で
書
い
た
よ
う
に
、「
私
」
は
「
な
ぜ
あ
と
何
日
か
の
辛
抱
」

を
し
な
か
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。
し
か
し
「
あ
と
何
日
か
の
辛
抱
」
で

何
が
変
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
私
」
が
い
ず
れ
子
君
に
「
真
実
」
を
話
す
つ
も

り
だ
っ
た
ら
、
話
す
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ
て
子
君
の
運
命
が
変
わ
る
は
ず
が
な

い
の
に
決
ま
っ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
、「
私
」
は
子
君
に
「
真
実
」
を
話
し
た
時
に
、
本
当
に
子
君
が
こ

れ
か
ら
「
断
固
と
し
て
前
進
す
る
だ
ろ
う
」
と
考
え
た
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
問
題
は
、
当
時
の
中
国
の
時
代
状
況
と
合
わ
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
当
時
の
中
国
は
、
近
代
思
想
が
芽
生
え
た
ば
か
り
の
封
建
時
代
で
あ
り
、

社
会
を
支
配
す
る
封
建
勢
力
は
近
代
思
想
を
異
端
と
し
て
強
力
に
鎮
圧
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
特
に
女
性
に
と
っ
て
、
一
旦
「
背
徳
者
」
の
ラ
ベ
ル
を
貼
ら
れ

て
し
ま
う
と
、
も
う
社
会
で
の
生
き
場
を
な
く
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
厳
し

い
社
会
状
況
の
中
で
、
ど
う
し
て
「
私
」
は
、
自
分
自
身
も
ま
だ
進
む
べ
き
道

が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
い
の
に
、
同
じ
く
世
間
に
「
背
徳
者
」
の
ラ
ベ
ル
を

貼
ら
れ
た
独
り
ぼ
っ
ち
の
女
性
の
子
君
に
「
前
進
す
る
」
道
が
あ
る
と
思
え
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

い
や
、「
私
」
は
最
初
か
ら
、
子
君
に
「
前
進
す
る
」
道
が
な
い
と
承
知
し

な
が
ら
も
、
自
分
の
「
新
し
い
生
命
の
道
」
の
た
め
に
子
君
を
犠
牲
に
す
る
こ

と
を
意
識
的
に
選
ん
だ
の
だ
。
だ
か
ら
「
私
」
は
子
君
の
死
を
知
っ
た
後
で
も
、

「
な
お
も
新
し
い
も
の
の
到
来
を
期
待
し
て
い
た
」
の
だ
ろ
う
。

　
「
私
」
は
、「
真
実
」
を
聞
い
た
子
君
の
眼
を
、「
子
ど
も
が
空
腹
の
と
き
慈

母
を
求
め
る
よ
う
に
周
囲
に
注
が
れ
た
が
、
私
の
眼
を
お
そ
れ
て
か
虚
空
に
と

ど
ま
っ
た
」
と
描
写
し
た
。
そ
の
時
の
子
君
の
眼
が
こ
の
よ
う
に
「
私
」
に
見

え
た
と
い
う
こ
と
は
、「
私
」
が
子
君
に
「
真
実
」
を
告
げ
る
時
に
既
に
、
母

親
を
失
っ
た
空
腹
の
子
ど
も
の
よ
う
な
惨
め
な
運
命
が
子
君
を
待
っ
て
い
る
こ

と
を
予
想
し
た
か
ら
だ
。
決
し
て
、「
私
」
が
言
う
よ
う
に
子
君
が
「
断
固
と

し
て
前
進
す
る
だ
ろ
う
」
と
本
当
に
考
え
た
の
で
は
な
い
。「
私
」
は
子
君
に

対
し
て
は
「
空
腹
の
子
ど
も
」
を
捨
て
た
母
親
の
よ
う
な
良
心
の
咎
め
が
あ
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
「
私
」
の
「
悔
恨
」
を
語
る
こ
の
部
分
か
ら
見
る
と
、
あ
た
か
も
、

「
私
」
が
子
君
の
今
後
の
み
じ
め
な
人
生
を
意
識
し
た
時
に
も
う
手
遅
れ
で
あ

る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
私
」
が
子
君
を
意
識
的
に
犠
牲
に

し
た
こ
と
を
認
め
た
く
な
い
、
良
心
の
咎
め
を
隠
そ
う
と
す
る
隠
蔽
行
為
と
し

か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
事
実
は
、
戻
っ
て
き
た
阿
随
に
対
す
る
「
私
」
の
反
応
か
ら
も
分
か
る



都留文科大学研究紀要　第86集（2017年10月）

（ 14 ）

の
で
あ
る
。
子
君
の
死
後
、「
私
」
に
穴
に
突
き
落
と
さ
れ
て
捨
て
ら
れ
た
犬

の
阿
随
は
奇
跡
的
に
戻
っ
て
き
た
。

　

つ
く
づ
く
眺
め
た
と
き
、
私
は
心
臓
が
一
瞬
と
ま
り
、
つ
づ
い
て
大
き

く
波
う
っ
た
。

　

阿
随
だ
っ
た
。
帰
っ
て
き
た
の
だ
。

　

私
が
吉
兆
胡
同
を
離
れ
た
の
は
、
家
主
一
家
と
そ
の
女
中
の
冷
い
眼
ば

か
り
で
な
く
、
大
半
は
こ
の
阿
随
の
せ
い
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
二
度
阿
随
を
捨
て
た
の
で
あ
る
。
た
だ
今
回
は
阿
随
を
家
か
ら
追

い
払
う
の
で
は
な
く
、「
私
」
が
引
越
し
し
た
の
だ
。
子
君
は
以
前
、
自
分
た

ち
さ
え
食
事
が
足
り
な
い
時
で
も
、
阿
随
を
飢
え
さ
せ
た
く
な
い
ほ
ど
阿
随
を

可
愛
が
っ
て
い
た
。
も
し
も
、「
私
」
が
本
当
に
自
分
の
語
っ
た
通
り
に
、「
真

実
」
を
話
し
た
時
に
子
君
の
悲
惨
の
運
命
を
予
測
で
き
な
く
て
、
子
君
に
不
意

の
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
な
ら
ば
、
阿
随
が
戻
っ
て
き

た
の
は
、「
私
」
に
と
っ
て
思
い
が
け
な
い
贖
罪
す
る
チ
ャ
ン
ス
で
あ
る
は
ず

で
あ
ろ
う
。
子
君
の
代
わ
り
に
阿
随
を
育
て
て
あ
げ
る
こ
と
は
、
子
君
に
対
す

る
せ
め
て
の
償
い
に
な
る
は
ず
だ
。
し
か
し
「
私
」
は
阿
随
か
ら
逃
げ
て
し

ま
っ
た
。
瀕
死
の
阿
随
を
見
捨
て
、
子
君
に
対
す
る
新
た
な
罪
を
重
な
る
ま
で
、

「
私
」
が
阿
随
か
ら
逃
げ
な
い
と
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
れ
は
「
私
」
が
阿
随
を
恐
れ
て
い
る
か
ら
だ
。「
私
」
は
か
つ
て
生
活
の

困
窮
の
た
め
、
阿
随
を
穴
に
突
き
落
と
し
、
阿
随
を
見
殺
し
に
す
る
よ
う
な
こ

と
を
し
た
。
今
阿
随
は
生
き
て
戻
っ
た
が
、
阿
随
と
同
じ
く
「
私
」
に
「
見
殺

し
」
さ
れ
た
よ
う
な
子
君
は
も
う
二
度
と
戻
っ
て
こ
な
い
。
だ
か
ら
阿
随
は

「
私
」
に
と
っ
て
、
自
分
が
子
君
に
犯
し
た
罪
を
見
せ
つ
け
る
、
良
心
を
鞭
打

つ
存
在
で
あ
ろ
う
。
良
心
の
咎
め
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
「
私
」
は
阿
随
か
ら

逃
げ
る
し
か
な
い
の
だ
。

　
「
私
」
は
隠
蔽
作
業
が
施
さ
れ
た
「
悔
恨
と
悲
哀
」
を
書
く
こ
と
で
、
自
分

が
子
君
に
犯
し
た
罪
を
確
信
犯
か
ら
過
失
罪
に
す
り
替
え
、
過
去
を
「
忘
却
」

す
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
準
備
を
し
た
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」
を
書
い
た
手
記
に
は
、「
私
」
が
無
自
覚
で
あ
る

「
虚
偽
」
に
満
ち
る
「
真
実
」
だ
け
で
は
な
く
、「
私
」
が
自
覚
す
る
真
実
の
「
虚

偽
」
も
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

六
、「
真
実
」
の
共
同
制
作
─
─
子
君
の
「
沈
黙
」

　
「
私
」
と
子
君
の
関
係
が
そ
の
よ
う
な
不
幸
な
結
果
に
な
っ
た
の
は
、「
私
」

の
自
己
相
対
化
の
欠
如
の
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
子
君
の
主
体
の
働
き
の
弱
さ

の
た
め
で
も
あ
る
の
だ
。
子
君
は
二
人
の
関
係
に
お
い
て
、
ほ
と
ん
ど
沈
黙
す

る
存
在
で
あ
る
。

　

同
棲
生
活
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
こ
ろ
、
子
君
は
近
所
と
の
い
ざ
こ
ざ
を

「
私
」
に
黙
っ
て
い
た
。

　

私
ま
で
不
愉
快
に
さ
せ
た
の
は
、
夕
方
帰
宅
し
て
み
る
と
、
か
の
女
が

よ
く
自
分
の
不
愉
快
を
隠
そ
う
と
す
る
こ
と
、
こ
と
に
お
も
し
ろ
く
な
い

の
は
、
強
い
て
笑
顔
を
見
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
問
い
つ
め
て
み

れ
ば
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
役
人
の
細
君
と
の
い
ざ
こ
ざ
が
原
因
で
、
そ

の
火
種
は
両
家
の
鶏
だ
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
私
に
打
ち
あ
け
て
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く
れ
な
い
の
か
。

　

無
論
、
子
君
は
「
私
」
を
不
愉
快
に
さ
せ
な
い
た
め
に
「
私
」
か
ら
嫌
な
生

活
瑣
事
を
隠
し
た
の
だ
が
、
隠
し
た
こ
と
が
逆
に
「
私
」
を
不
愉
快
に
さ
せ
た
。

傍
線
部
で
書
い
た
よ
う
に
、「
私
」
は
子
君
と
何
事
も
包
み
隠
さ
ず
に
共
有
す

る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
し
か
し
子
君
は
沈
黙
し
続
け
る
だ
け
だ
っ

た
。
子
君
は
「
私
」
か
ら
、
家
事
の
た
め
に
「
骨
ば
か
り
折
る
な
」
と
忠
告
さ

れ
た
時
も
、「
た
だ
寂
し
そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
た
」
だ
け
だ
っ
た
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
子
君
が
「
寂
し
そ
う
な
表
情
を
浮
か
べ
た
」
の
に
は
理
由
が
あ
る

が
、
子
君
は
自
分
の
心
情
を
「
私
」
に
言
わ
な
い
た
め
に
、
二
人
の
溝
が
ど
ん

ど
ん
深
ま
っ
て
い
く
の
だ
っ
た
。

　

阿
随
が
「
私
」
に
捨
て
ら
れ
た
夜
、「
私
」
は
子
君
の
「
打
ち
の
め
さ
れ
た

顔
に
、
さ
ら
に
氷
の
よ
う
な
冷
た
さ
が
加
わ
っ
た
」
と
気
づ
き
、
子
君
に
声
を

か
け
た
。

　
《
へ
ん
だ
ね
─
─
子
君
、
ど
う
し
た
の
さ
、
き
ょ
う
は
？
》
こ
ら
え
か

ね
て
私
は
そ
う
声
を
か
け
た
。

　
《
な
に
が
？
》
私
の
ほ
う
を
見
よ
う
と
も
し
な
い
。

　
《
き
み
の
顔
色
…
…
》

　
《
な
ん
で
も
な
い
─
─
な
ん
で
も
な
い
の
よ
》

　

こ
こ
で
も
、
子
君
は
や
は
り
前
述
し
た
、
自
分
の
運
命
に
対
す
る
不
安
を

「
私
」
に
打
ち
あ
け
よ
う
と
な
い
。
一
方
で
「
私
」
の
目
に
は
、
子
君
は
た
だ
、

今
の
大
変
な
生
活
状
況
を
理
解
し
な
い
、
犬
の
た
め
に
悲
し
む
見
識
の
な
い
女

と
し
て
映
っ
た
だ
け
だ
。

　

子
君
が
も
っ
と
も
恐
れ
て
い
る
こ
と
、「
私
」
の
感
情
の
変
化
に
気
が
つ
い

た
後
に
も
、「
私
」
と
打
ち
解
け
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

子
君
も
気
づ
い
た
ら
し
く
、
そ
れ
か
ら
は
無
感
覚
と
も
見
え
る
そ
れ
ま

で
の
冷
静
さ
を
な
く
し
て
、
隠
そ
う
と
し
て
隠
し
き
れ
ぬ
疑
惑
の
色
を
し

ば
し
ば
顔
に
あ
ら
わ
し
た
。
も
っ
と
も
私
に
対
し
て
は
、
ず
っ
と
お
だ
や

か
に
な
っ
た
。

（
中
略
）

　

こ
の
と
き
か
ら
か
の
女
は
ま
だ
昔
の
復
習
と
新
し
い
試
験
を
や
り
は
じ

め
た
。
や
む
を
え
ず
私
は
虚
偽
の
い
た
わ
り
の
答
案
を
た
く
さ
ん
作
り
、

い
た
わ
り
を
か
の
女
に
示
し
、
虚
偽
の
草
稿
は
自
分
の
心
に
書
き
付
け

た
。
こ
の
草
稿
で
自
分
の
心
が
埋
ま
っ
て
ゆ
く
た
め
、
絶
え
ず
呼
吸
困
難

に
な
っ
た
。
苦
悩
の
中
で
私
は
い
つ
も
考
え
る
。
真
実
を
語
る
に
は
む
ろ

ん
大
き
な
勇
気
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
勇
気
が
な
く
、
虚
偽
の
上
に
か
り

そ
め
の
生
を
む
さ
ぼ
る
人
間
に
は
、
新
し
い
生
命
の
道
は
開
拓
で
き
な

い
。
い
や
、
開
拓
で
き
な
い
ど
こ
ろ
か
、
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
無
だ
。

　

子
君
は
「
私
」
に
今
の
心
情
を
話
し
て
も
ら
う
代
わ
り
に
、
過
去
の
甘
い
話

ば
か
り
を
繰
り
返
さ
せ
て
い
た
。
既
に
過
去
の
気
持
ち
と
大
き
く
か
け
離
れ
た

現
在
の
心
情
を
「
真
実
」
と
す
る
「
私
」
に
と
っ
て
、
無
理
に
過
去
を
押
し
付

け
ら
れ
る
の
は
、
た
だ
今
の
「
真
実
」
が
一
層
刺
激
さ
れ
る
だ
け
だ
ろ
う
。
結

局
、
二
人
の
関
係
に
変
化
が
起
こ
っ
て
か
ら
、
二
人
の
間
に
真
の
交
流
が
交
わ

さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
最
後
に
「
私
」
か
ら
子
君
に
「
も
う
君
を
愛
し
て
い
な

い
」
と
い
う
「
真
実
」
が
告
げ
ら
れ
る
だ
け
だ
っ
た
。
し
か
も
、
子
君
は
こ
の

「
真
実
」
を
告
げ
ら
れ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
「
沈
黙
だ
け
だ
っ
た
」
の
で
あ
り
、
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「
私
」
に
原
因
も
聞
こ
う
と
し
な
い
。　

　

せ
め
て
、「
も
う
君
を
愛
し
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ
た
時
に
、
も
し
子
君
が

沈
黙
を
破
っ
て
、「
私
」
と
の
交
流
を
求
め
れ
ば
、「
私
」
の
「
真
実
」
が
相
対

化
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
、
自
分
の
「
真
実
」
で
自
己

欺
瞞
す
る
「
私
」
が
目
覚
め
る
だ
け
で
な
く
、「
私
」
の
「
真
実
」
に
巻
き
込

ま
れ
た
子
君
も
救
わ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
、「
真
実
」
の
結
果
─
─
子
君
の
死

　
「
私
」
と
別
れ
た
子
君
に
は
、「
私
」
が
い
う
よ
う
な
「
前
進
す
る
」
道
は
な

い
だ
ろ
う
が
、
生
き
る
希
望
が
持
て
た
は
ず
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
の
手
記
で
は
子
君
の
死
因
に
つ
い
て
「
私
」
も
知
ら
な
い
と
い
う
設

定
に
な
っ
て
い
る
が
、「
私
」
の
手
記
の
書
き
方
か
ら
見
る
と
、「
私
」
は
子
君

の
死
が
自
死
だ
と
は
っ
き
り
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
子
君
は
「
私
」
と

同
棲
し
て
か
ら
、「
ふ
と
り
は
じ
め
、
血
色
も
よ
く
な
っ
た
」。
二
人
の
生
活
が

困
窮
に
陥
っ
て
か
ら
、「
私
」
の
目
に
子
君
が
こ
の
よ
う
に
映
っ
た
。「
阿
随
の

た
め
に
泣
き
、
飯
ご
し
ら
え
に
夢
中
に
な
る
こ
と
で
か
の
女
は
す
っ
か
り
勇
気

を
失
っ
た
。
そ
の
割
に
痩
せ
も
し
な
い
の
が
不
思
議
だ
が
…
…
」
と
。
こ
れ
ら

の
描
写
か
ら
、
子
君
は
旺
盛
な
生
命
力
を
持
っ
て
い
る
と
分
か
る
。
し
か
し
生

命
力
旺
盛
な
子
君
は
「
私
」
と
別
れ
て
間
も
な
く
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
。
子

君
の
死
後
、
前
述
し
た
よ
う
に
、「
私
」
は
自
分
の
虚
偽
の
「
悔
恨
と
悲
哀
」

を
書
き
綴
り
、
子
君
の
死
に
対
す
る
自
分
の
責
任
を
認
め
る
形
で
逆
に
本
当
の

罪
か
ら
逃
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
。「
私
」
は
子
君
が
自
死
し
た
と
推
定
し
た
か

ら
こ
そ
、
自
分
に
直
接
責
任
が
あ
る
と
意
識
し
、
本
当
の
罪
か
ら
逃
げ
ず
に
は

い
ら
れ
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

但
し
、「
私
」
と
別
れ
た
子
君
は
自
死
す
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
田
舎
の
実
家
に
戻
っ
た
後
の
子
君
の
状
況
を
考
え
て
み
よ
う
。
当
時

は
比
較
的
オ
ー
プ
ン
な
都
会
で
も
同
棲
が
背
徳
的
行
為
と
見
ら
れ
る
の
で
、
田

舎
で
は
同
棲
経
験
の
あ
る
子
君
が
ど
ん
な
に
軽
蔑
さ
れ
、
冷
遇
さ
れ
る
か
は
想

像
し
難
く
な
い
。
子
君
だ
け
で
は
な
く
、
子
君
の
家
族
も
巻
添
え
に
さ
れ
、
当

初
「
私
」
と
子
君
の
関
係
を
反
対
し
て
い
た
家
族
の
怒
り
も
ま
た
子
君
に
ぶ
つ

け
ら
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
き
抜
く
の

は
確
か
に
大
変
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
子
君
は
そ
れ
ら
の
「
旧
思
想
」

の
支
配
下
の
蔑
視
、
冷
遇
に
対
抗
す
る
「
新
思
想
」
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ

る
。

　

子
君
は
「
私
」
と
付
き
合
っ
て
い
た
頃
、
他
人
の
目
に
対
し
て
「
わ
き
目
も

ふ
ら
ず
に
、
一
顧
だ
に
せ
ず
に
堂
々
と
」
し
て
い
た
の
だ
。「
私
」
と
同
棲
し

始
め
て
か
ら
も
「
堂
々
」
と
す
る
態
度
が
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
の
こ
ろ
は
じ
め
て
肩
を
並
べ
て
道
を
歩
い
た
。
公
園
に
も
何
回
か

行
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
住
宅
さ
が
し
が
多
か
っ
た
。
な
ら
ん
で
道
を
歩
く

と
、
い
つ
も
好
奇
心
や
下
司
笑
い
や
好
色
や
軽
蔑
の
眼
が
向
け
ら
れ
る
の

を
感
じ
る
。
う
っ
か
り
す
る
と
全
身
が
す
く
み
そ
う
に
な
り
、
そ
の
度
に

私
は
傲
然
と
し
、
反
抗
心
を
奮
い
た
た
せ
て
、
辛
く
も
自
分
を
支
え
た
。

し
か
し
か
の
女
の
ほ
う
は
、
な
に
憚
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
た
く
の
無
関
心

で
、
ゆ
っ
く
り
歩
を
運
び
、
さ
な
が
ら
無
人
の
境
を
行
く
よ
う
に
平
然
と

し
て
い
た
。

　

同
じ
く
蔑
視
さ
れ
な
が
ら
、
当
時
の
子
君
が
全
く
平
気
で
あ
り
、
今
の
子
君

が
自
殺
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
私
」
が
言
っ
た
よ
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う
に
、
単
に
「
あ
の
時
勇
敢
で
畏
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
の
は
、
愛
に
も
と
づ
く

も
の
だ
っ
た
の
だ
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
し
子
君
が
「
新
思
想
」

が
提
唱
す
る
「
自
由
恋
愛
」
を
依
然
と
し
て
信
奉
し
て
い
る
な
ら
ば
、「
私
」

の
「
愛
」
を
失
っ
て
も
、
自
由
な
精
神
に
基
づ
く
「
愛
」
の
希
望
は
失
わ
れ
な

い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
君
は
完
全
に
絶
望
し
、
自
殺
の
道
を
選
ん
だ
の

だ
。

　

つ
ま
り
、
以
前
「
新
思
想
」
を
信
奉
し
て
疑
わ
な
い
子
君
は
自
ら
の
経
験
か

ら
、「
新
思
想
」
が
主
張
す
る
「
自
由
恋
愛
」
が
悲
劇
的
な
結
果
に
な
る
だ
け

だ
と
「
悟
っ
た
」
の
で
あ
ろ
う
。
子
君
は
封
建
的
な
教
育
を
受
け
て
き
た
が
、

「
私
」
の
影
響
で
「
恋
愛
」
の
意
味
を
知
っ
た
の
だ
ろ
う
。だ
か
ら
、子
君
に
と
っ

て
、「
私
」
に
別
れ
を
告
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、「
恋
愛
」
そ
の
も
の
が
信
用
で
き

な
い
意
味
に
な
る
の
だ
。

　

無
論
、
子
君
の
認
識
に
は
問
題
が
あ
る
が
、
そ
の
問
題
の
所
在
を
突
き
詰
め

て
み
よ
う
。
子
君
の
認
識
の
問
題
の
所
在
が
分
か
っ
て
初
め
て
、
子
君
の
魂
が

救
わ
れ
る
可
能
性
が
生
ま
れ
る
の
だ
。
結
論
を
先
に
言
う
と
、「
新
思
想
」
が

提
唱
す
る
「
自
由
恋
愛
」
自
体
が
悲
劇
的
な
結
果
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
く
、

「
恋
愛
」
そ
の
も
の
を
実
体
化
す
る
こ
と
が
、「
恋
愛
」
の
生
命
力
を
奪
う
原
因

だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

子
君
を
啓
蒙
し
た
「
私
」
は
自
分
の
認
識
を
掘
り
下
げ
ず
、「
愛
」
の
意
味

を
深
く
考
え
な
い
が
、
子
君
の
場
合
は
瞬
間
的
な
情
熱
の
永
遠
の
持
続
こ
そ

「
愛
」
だ
と
思
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
か
ら
「
私
」
の
告
白
場
面
を
何
度
も
復

習
し
、「
私
」
の
「
愛
」
を
挽
回
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
時
の
「
私
」
の
話
を

援
用
し
よ
う
と
し
た
の
だ
。

　

子
君
が
思
う
よ
う
な
、
瞬
間
的
情
熱
が
固
定
さ
れ
て
「
愛
」
に
な
る
こ
と
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
え
て
み
よ
う
。「
主
体
」
と
「
客
体
」
が
同
時
に
生
起
す
る

た
め
に
、
瞬
間
的
情
熱
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
は
、「
主
体
」
と
「
客
体
」
が
同

時
に
硬
直
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
硬
直
さ
れ
た
「
主
体
」
は
如
何

に
情
熱
を
持
続
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
子
君
の
「
愛
」
に
対
す
る
認
識
は
、「
主

体
」
と
「
客
体
」
の
二
項
対
立
す
る
世
界
観
認
識
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、「
主
体
」

も
「
客
体
」
も
実
体
だ
と
す
る
た
め
に
、「
主
体
」
の
情
熱
も
実
体
の
ご
と
く

持
続
で
き
る
も
の
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

主
客
相
関
の
相
対
性
か
ら
考
え
る
と
、「
愛
」
を
固
定
し
よ
う
と
す
れ
ば
必

然
的
に
「
主
体
」
の
硬
直
に
繋
が
り
、
逆
に
「
愛
」
を
失
う
の
で
あ
る
。
固
定

さ
れ
た
「
愛
」
を
失
っ
た
子
君
に
と
っ
て
、「
愛
」
が
再
構
築
さ
れ
る
可
能
性

が
存
在
せ
ず
、「
愛
」
の
希
望
を
永
遠
に
失
う
こ
と
に
な
る
の
だ
。
だ
か
ら
、

「
愛
」
の
実
体
概
念
こ
そ
、
子
君
が
自
死
し
た
根
本
的
原
因
だ
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
子
君
の
魂
を
救
う
に
は
、〈
愛
〉
の
概
念
を
考
え
直
す
こ
と
か
ら
始
め

な
い
と
な
ら
な
い
。

八
、「
真
実
の
百
面
相
」
と
〈
愛
〉
の
構
築

　

多
く
の
先
行
研
究
は
、「
私
」
と
子
君
の
悲
劇
は
当
時
の
社
会
が
も
た
ら
し

た
も
の
と
す
る
が
、
今
ま
で
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
二
人
は
社
会
に
対
抗
し

て
愛
し
合
う
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、「
私
」
の
自
己
相
対

化
の
欠
如
と
子
君
の
主
体
的
働
き
の
欠
如
の
た
め
に
、
悲
劇
的
な
結
末
を
生
み

だ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
「
私
」
は
主
体
が
捉
え
る
「
真
実
」
を
「
真
実
そ
の
も
の
」
だ
と
し
、
終
始

一
貫
し
て
「
真
実
」
に
拘
っ
て
い
る
が
、
子
君
も
「
私
」
の
「
真
実
」
に
加
担

し
、「
真
実
」
の
悲
劇
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。「
私
」
の
「
手
記
」
は
逆
に
、

「
真
実
」
が
主
体
の
変
化
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
い
く
、「
百
面
相
」
を
持
つ
こ
と
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を
証
明
し
た
の
で
あ
る
。

　

哲
学
者
の
大
森
荘
蔵
は
「
真
実
の
百
面
相
」
で
、「
真
実
」
は
唯
一
の
決
ま
っ

た
「
面
相
」
を
持
つ
も
の
で
は
な
く
、
多
種
多
様
な
「
百
面
相
」
を
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
と
論
じ
た
。「
真
実
の
百
面
相
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
命
の
安
全
と

生
活
の
安
穏
の
目
印
に
な
る
面
相
を
「
正
し
い
」
と
し
、
わ
れ
わ
れ
を
誤
道
し

や
す
い
面
相
を
「
誤
り
」
と
す
る
、
こ
う
し
た
生
活
上
の
分
類
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
の
分
類
は
世
界
観
上
の
真
偽
の
分
類
で
は
な
く
、
極
め
て
動
物
的
で

あ
り
ま
た
極
め
て
文
化
的
で
も
あ
る
分
類
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
取
り
間
違
え

て
真
実
と
虚
妄
の
分
類
だ
と
す
る
と
き
、
客
観
的
世
界
と
そ
の
主
観
的
世
界
像

の
剥
離
の
幻
影
に
陥
っ
て
し
ま
う
」
と
。

　
「
主
体
」
と
「
客
体
」
は
「
捉
え
・
捉
え
ら
れ
」
の
瞬
間
に
同
時
に
生
起
し
、

「
客
体
」
と
「
主
体
」
は
相
互
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
私
達
が

捉
え
た
外
界
の
「
真
実
」
は
自
己
化
し
た
「
真
実
」
で
し
か
な
く
、「
真
実
そ

の
も
の
」
で
は
な
い
の
だ
。

　

主
客
相
関
に
応
じ
て
つ
ね
に
変
わ
る
「
主
体
」
を
超
え
る
た
め
に
、
主
客
相

関
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
直
し
、「
客
体
」
を
捉
え
る
「
主
体
」
を
捉
え
直
す

こ
と
に
よ
っ
て
、「
主
体
」
＝
「
客
体
」
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
、〈
主
体
〉
を
再
構

築
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
田
中
実
氏
が
言
っ
た
よ
う
に
、「
主
体
と
客

体
の
相
関
に
お
け
る
主
体
で
は
な
く
、
そ
の
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
〈
主
体
〉
は
構

築
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
」。（「
続
〈
主
体
〉
の
構
築
─
─
魯
迅
の
『
故
郷
』

再
々
論
─
─
」『
国
語
教
育
思
想
研
究
』　

広
島
大
学
教
養
学
部
難
波
博
孝
研
究
室　

二
〇
一

四
年
五
月
）

　
〈
主
体
〉
が
構
築
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
以
上
、〈
主
体
〉
同
士
に
呼
応
す
る

〈
愛
〉
も
構
築
さ
れ
る
概
念
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
主
客
相
関
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
捉
え
直
そ
う
と
す
る
〈
主
体
〉
同
士
の
〈
愛
〉
は
常
に
構
築
さ
れ

つ
つ
あ
る
動
的
過
程
で
あ
る
。
構
築
さ
れ
る
〈
愛
〉
こ
そ
、
一
瞬
の
情
熱
を
「
永

遠
」
に
化
す
原
動
力
を
持
つ
と
考
え
る
の
だ
。

　
〈
愛
〉
の
構
築
が
基
づ
く
世
界
観
認
識
は
『
傷
逝
』
の
生
身
の
「
語
り
手
」

を
超
え
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
作
品
構
造
は
、
主
客
相
関
を
捉

え
直
そ
う
と
す
る
世
界
観
認
識
と
通
底
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
こ
の
世

界
観
認
識
を
通
し
て
、
本
作
品
は
、「
社
会
思
想
」
そ
の
も
の
の
相
対
性
も
示

唆
し
て
い
る
と
考
え
る
。「
新
思
想
」
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
「
社
会
思
想
」
も
「
愛
」

の
概
念
と
同
じ
く
、
常
に
内
側
か
ら
壊
さ
れ
つ
つ
構
築
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
始
め
て
、
思
想
上
の
虚
偽
と
向
き
合
う
こ
と
に
な
り
、

「
私
」
の
よ
う
に
い
つ
ま
で
も
自
分
の
思
想
の
矛
盾
に
気
づ
か
な
い
で
い
る
事

態
を
免
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

九�

、〈
語
り
手
〉
の
領
域
と
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
の
領
域�

─
─
終
わ
り
に
か
え
て

　

作
品
『
傷
逝
』
は
「
私
」
の
手
記
で
あ
り
な
が
ら
、「
語
り
手
」
＝
手
記
の

書
き
手
の
「
私
」
の
「
真
実
」
を
相
対
化
し
、「
私
」
の
世
界
観
認
識
を
相
対

化
し
た
の
で
あ
る
。こ
の
生
身
の
「
語
り
手
」
を
超
え
て
語
ら
れ
た
領
域
は
〈
語

り
手
を
超
え
た
も
の
〉
が
語
る
領
域
で
あ
り
、「
語
り
手
」
が
語
る
「
物
語
」

の
領
域
を
内
包
さ
せ
る
〈
近
代
小
説
〉
の
領
域
な
の
だ
。

　
〈
近
代
小
説
〉
を
読
む
に
は
、
こ
の
〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
を
読
む
必

要
が
あ
る
が
、「
物
語
論
」
で
は
「
語
り
手
」
の
領
域
し
か
読
ま
ず
、
限
界
が

あ
る
の
で
あ
る
。『
傷
逝
』
の
先
行
研
究
か
ら
そ
の
例
を
見
て
み
よ
う
。

　

先
行
研
究
「
魯
迅
の
小
説
「
傷
逝
」
に
つ
い
て
─
─
物
語
論
か
ら
の
一
考
察

─
─
」（
景
慧
「
中
国
」
二
〇
〇
五
年
六
月
）
は
『
傷
逝
』
の
「
語
り
」
に
つ
い
て
、
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こ
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
作
中
人
物
の
「
私
」
の
視
線
、
内
的
思
惟
、

独
白
な
ど
に
語
り
手
の
「
私
」
の
「
今
」「
こ
こ
」
が
常
に
混
入
し
て
い

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
語
り
手
と
主
人
公
が
同
一
人
物
で

あ
る
等
質
物
語
世
界
内
と
い
う
語
り
手
の
類
型
に
規
定
さ
れ
て
い
る
結
果

と
も
い
え
る
。
故
に
「
傷
逝
」
に
対
し
て
、
物
語
行
為
と
物
語
内
容
を
分

離
す
る
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
に
限
定
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と

自
体
は
、
上
に
検
討
し
た
「
傷
逝
」
の
テ
ク
ス
ト
の
現
実
に
背
く
こ
と
と

な
る
。
従
っ
て
、「
傷
逝
」
の
物
語
論
と
は
、「
物
語
内
容
」
を
も
内
包
す

る
語
り
全
体
へ
の
考
察
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
論
述
を
見
る
と
、
景
氏
は
過
去
が
現
在
と
独
立
し
て
客
観
的
に
存
在
す

る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
景
氏
の
言
う
「「
物
語
内
容
」
を
も
内
包
す

る
語
り
全
体
へ
の
考
察
」
と
は
、
過
去
の
「
私
」
の
視
点
と
現
在
の
「
私
」
の

視
点
の
両
方
の
考
察
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
主
客
二
項
対
立
す
る
世
界
観
認
識
は
誤
謬
で

あ
り
、「
私
」
の
過
去
と
は
そ
も
そ
も
現
在
の
「
私
」
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
過

去
」
に
す
ぎ
ず
、「
私
」
の
現
在
の
視
点
か
ら
分
離
で
き
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
、

所
謂
過
去
の
「
私
」
と
現
在
の
「
私
」
の
視
点
を
「
考
察
」
し
て
も
、
結
局
「
私
」

の
視
点
に
限
定
さ
れ
た
物
事
し
か
読
み
取
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

氏
の
結
論
か
ら
も
証
明
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
な
涓
生
の
在
り
方
、
そ
の
「
物
語
行
為
」
を
、
エ
ゴ
イ
ズ
ム

と
捉
え
る
よ
り
は
、
自
己
説
得
へ
の
終
始
、
よ
り
正
確
に
は
ナ
ル
シ
シ
ズ

ム
と
し
て
の
語
り
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
物
語
と
し
て
見

た
「
傷
逝
」
の
語
り
の
質
で
あ
る
と
す
る
の
が
、
妥
当
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
第
十
六
節
で
は
涓
生
の
子
君
へ
の
「
悔
恨
」
が
語
ら
れ
て
い
る

が
、「
真
実
」
と
「
虚
偽
」「
虚
言
」
の
弁
証
法
と
い
う
体
裁
で
示
さ
れ
て

い
る
そ
の
「
悔
恨
」
に
し
て
も
、
過
去
に
対
し
て
、
別
の
角
度
か
ら
凝
視

す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
ひ
た
す
ら
「
真
実
」、「
虚
偽
」「
虚
言
」
と
い
う
語
、

ま
た
、
そ
れ
ら
の
語
に
よ
る
観
念
相
互
の
整
理
─
─
「
真
実
」
と
「
虚
偽
」

と
い
う
に
二
項
対
立
へ
の
弁
証
的
な
思
弁
─
─
を
、
語
る
時
間
を
か
け
て

織
り
出
し
て
い
る
涓
生
の
姿
勢
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、「
傷

逝
」、
つ
ま
り
涓
生
の
「
手
記
」
に
よ
っ
て
、「
愛
」、「
新
生
の
道
」、「
真

実
」、「
虚
偽
」、
そ
の
言
葉
、
そ
の
観
念
を
語
る
こ
と
自
体
が
、
最
初
で

し
か
も
最
終
の
自
己
目
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　　

氏
の
言
う
「「
愛
」、「
新
生
の
道
」、「
真
実
」、「
虚
偽
」」
の
「
観
念
」
は
、

あ
く
ま
で
も
語
ら
れ
た
表
層
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
抽
出
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
に
過
ぎ

な
い
の
だ
。
こ
れ
ら
の
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
な
る
ス
ト
ー
リ
ー
の
深
層
に
眠
っ
て

い
る
、「
私
」
の
認
識
の
空
白
、
及
び
そ
の
空
白
を
暴
露
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ

て
現
れ
た
新
た
な
認
識
こ
そ
作
品
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は

〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
が
語
っ
た
、「
真
実
の
百
面
相
」
と
通
底
す
る
世
界

観
認
識
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
、「
語
り
手
」
の
認
識
の
空
白
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
語
ら
れ
た
物

語
内
容
の
空
白
を
読
む
の
で
は
な
く
、
語
ら
れ
た
物
語
内
容
か
ら
表
れ
た
語
る

主
体
の
認
識
の
空
白
を
読
む
意
味
な
の
だ
。
藤
井
省
三
氏
の
先
行
研
究
は
、
こ

の
問
題
を
混
淆
し
た
よ
う
で
あ
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
魯
迅
小
説
「
愛
と
死
」
は
、
主
に
次
の
五
つ
の
空
白

を
抱
え
込
み
な
が
ら
巧
み
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
涓
生
と
子
君
の

履
歴
お
よ
び
友
人
関
係
、
第
二
に
子
君
の
不
妊
、
第
三
に
、
両
人
の
家
族

関
係
、
第
四
に
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
原
型
と
な
っ
た
ア
メ
リ
カ
・
サ
イ
レ
ン
ト

喜
劇
映
画
、
第
五
に
舞
台
と
し
て
の
都
市
空
間
。

　
（
中
略
）

　

こ
う
し
て
「
愛
と
死
」
の
五
つ
の
空
白
を
埋
め
た
時
、
そ
こ
に
浮
か
び

上
が
る
の
は
涓
生
に
よ
る
裏
切
り
の
罪
と
共
に
、
子
君
の
「
厭
世
家
が
言

う
」
軽
薄
さ
で
あ
る
。（「
魯
迅
恋
愛
小
説
に
お
け
る
空
白
の
意
匠
─
─
「
愛
と
死

（
原
題
：
傷
逝
）」
と
森
鷗
外
「
舞
姫
」
と
の
比
較
研
究
─
─
」
藤
井
省
三
「
東
方
学
」

一
〇
二
三
年
一
月
三
十
一
日
）

　

続
い
て
、
藤
井
氏
は
、「
か
つ
て
は
父
や
叔
父
に
従
い
、
同
棲
後
は
再
び
父

に
従
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
子
君
の
生
き
方
」
を
批
判
し
、「「
愛
と
死
」
に
お

け
る
空
白
と
は
、
死
者
一
名
を
出
す
に
至
る
同
棲
事
件
が
、
主
犯
涓
生
と
従
犯

子
君
と
の
共
犯
に
よ
る
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と
を
、
犠
牲
者
で
も
あ
る
子
君
を

限
り
な
く
愛
惜
し
つ
つ
語
る
た
め
の
意
匠
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。」
と
論
じ

た
の
で
あ
る
。

　

藤
井
氏
は
物
語
内
容
の
空
白
を
「
埋
め
る
」
こ
と
で
、
悲
劇
的
な
同
棲
事
件

に
お
け
る
子
君
の
共
犯
性
を
言
お
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
氏
に
と
っ
て
、

語
ら
れ
た
物
語
内
容
を
相
対
化
す
る
こ
と
は
、
語
ら
れ
た
物
語
内
容
を
補
う
こ

と
に
す
ぎ
ず
、
語
る
主
体
を
相
対
化
し
、
語
る
主
体
の
認
識
を
補
う
こ
と
に
は

至
ら
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
氏
は
必
然
的
に
語
ら
れ
た
物
語
内
容
内
の
虚

偽
を
読
み
過
ご
し
て
し
ま
う
の
だ
。

　

景
氏
も
藤
井
氏
も
、
語
る
こ
と
の
虚
偽
を
認
め
ず
、
語
ら
れ
た
こ
と
を
そ
の

ま
ま
受
け
取
る
立
場
で
あ
る
。
両
氏
の
世
界
観
認
識
は
主
客
二
項
対
立
す
る
認

識
で
あ
り
、
語
る
主
体
と
語
ら
れ
た
客
体
の
相
関
関
係
を
捉
え
直
そ
う
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
観
認
識
こ
そ
、
作
品
『
傷
逝
』
が
批
判
す
る

世
界
観
認
識
な
の
だ
。

　
『
傷
逝
』
の
中
で
、〈
語
り
手
を
超
え
る
も
の
〉
が
生
身
の
「
語
り
手
」
を
相

対
化
し
、「
語
り
」
の
虚
偽
を
暴
き
つ
つ
、「
真
実
」
が
「
百
面
相
」
で
あ
る
世

界
観
認
識
を
語
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
観
認
識
は
語
ら
れ
た
「
物
語
」
を

自
ら
相
対
化
さ
せ
る
〈
近
代
小
説
〉
の
構
造
が
体
現
す
る
認
識
と
通
底
す
る
の

で
あ
る
。『
傷
逝
』
の
語
り
方
か
ら
も
、
語
ら
れ
た
物
語
内
容
か
ら
も
、「
物
語
」

を
瓦
解
さ
せ
る
〈
近
代
小
説
〉
の
使
命
が
物
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

受
領
日　

二
〇
一
七
年
四
月
二
六
日

受
理
日　

二
〇
一
七
年
六
月　

七
日


