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マ
ル
テ
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手
記
』
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─
─
生
の
退
廃
と
そ
の
克
服
の
試
み
を
め
ぐ
っ
て
─
─

戸
口
日
出
夫

一
九
一
〇
年
の
完
成
ま
で
に
六
年
を
費
や
し
た
彫
心
鏤
骨
の
『
マ
ル
テ
の
手
記
』（
以
下
『
手
記
』）
に
は
リ
ル
ケ
の
パ
リ
時
代
の
経
験

が
、
み
ず
か
ら
「
モ
ザ
イ
ク
」
と
呼
ん
だ
七
一
の
手
記
の
形
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
マ
ル
テ
と
い
う
人
物
の
パ
リ
に
お
け
る
現
在

の
経
験
、
幼
年
時
代
の
想
起
、
中
世
年
代
記
等
の
読
書
記
録
、
そ
れ
ら
を
テ
ク
ス
ト
と
す
る
哲
学
的
省
察
、
短
い
散
文
詩
、
あ
る
い
は
聖

書
の
放
蕩
息
子
を
素
材
と
す
る
寓
話
な
ど
、
ジ
ャ
ン
ル
と
表
現
形
式
が
多
岐
に
わ
た
る
テ
ク
ス
ト
が
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た

テ
ク
ス
ト
の
多
様
性
は
伝
統
的
な
物
語
形
式
に
慣
れ
た
読
者
を
困
惑
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
い
っ
た
い
物
語
の
筋
が
あ
る
の
か
、
そ
も

そ
も
構
造
の
秩
序
が
あ
る
の
か
、
と
。
こ
の
よ
う
な
文
体
や
形
式
そ
し
て
テ
ー
マ
の
多
様
性
は
、
リ
ル
ケ
が
マ
ル
テ
と
い
う
人
物
に
仮
託

し
て
自
身
の
状
況
を
認
識
し
、
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
う
ち
に
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
で
は
そ
う
し
た
リ
ル
ケ
の

試
み
を
、
と
く
に
生
お
よ
び
芸
術
の
観
念
を
核
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
。
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生
の
頽
廃

　
1　

大
都
市
の
退
廃
性

一
九
〇
二
年
八
月
に
パ
リ
に
住
み
始
め
た
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
、
こ
の
大
都
市
は
生
の
退
廃
に
支
配
さ
れ
た
町
と
見
え
た
。
そ
の
意
識
は

た
だ
ち
に
『
手
記
』
冒
頭
か
ら
読
者
に
提
示
さ
れ
る
。「
そ
う
か
、
で
は
人
々
は
こ
こ
に
生
き
る
た
め
に
や
っ
て
来
る
の
か
、
だ
が
僕
に

は
む
し
ろ
人
は
こ
こ
で
死
ん
で
ゆ
く
と
し
か
思
え
な
い
」。
続
い
て
い
く
つ
も
の
病
院
、
路
上
で
行
き
倒
れ
る
男
、
ヨ
ー
ド
フ
ォ
ル
ム
と

ポ
ン
フ
リ
と
不
安
の
匂
い
を
嗅
ぐ
、
吹
き
出
物
の
で
き
た
幼
児
。
こ
う
し
た
死
と
病
の
情
景
に
加
え
、
疾
走
す
る
電
車
や
車
の
轟
音
が
部

屋
を
充
た
し
、
見
知
ら
ぬ
人
が
階
段
を
上
が
っ
て
き
て
マ
ル
テ
の
部
屋
の
前
に
し
ば
ら
く
立
っ
て
、
通
り
過
ぎ
る
。
街
路
で
は
夜
遅
く
ま

で
人
が
騒
ぐ
。
だ
が
騒
音
が
消
え
た
と
き
の
死
の
よ
う
な
静
寂
こ
そ
も
っ
と
も
緊
張
し
、
不
安
な
ひ
と
と
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
打
撃

を
待
ち
受
け
る
息
づ
ま
る
瞬
間
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
流
れ
て
い
る
の
は
何
と
い
う
胸
苦
し
い
不
安
の
感
情
だ
ろ
う
。
保
護
も
な
く
不
透
明
な
世
界
に
投
げ
出
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
う
し
た
現
代
的
な
不
安
は
、
ほ
ぼ
同
時
期
の
カ
フ
カ
に
流
れ
る
不
安
に
通
じ
る
だ
ろ
う
。

マ
ル
テ
は
死
と
病
の
現
象
を
書
き
続
け
る
。
瀕
死
の
人
を
載
せ
て
病
院
に
駆
け
つ
け
る
馬
車
、
サ
ル
ペ
ト
リ
エ
ー
ル
病
院
の
重
症
患
者

た
ち
、
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
橋
の
上
で
無
力
に
も
全
身
の
発
作
に
委
ね
ら
れ
た
舞
踏
病
者
、
さ
ら
に
は
蠅
の
死
や
家
の
死
（
崩
壊
し
た
家
の

醜
い
壁
面
）
に
い
た
る
ま
で
、
息
づ
ま
る
ほ
ど
精
緻
・
濃
密
な
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
文
体
で
綴
ら
れ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
な
諸
相
に
マ
ル
テ
は
生
の
退
廃
を
見
る
。
彼
は
そ
の
時
代
の
大
都
市
に
は
も
は
や
、
一
九
世
紀
中
葉
ま
で
の
旧
き
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
に
は
一
般
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
生
活
形
態
が
失
わ
れ
た
と
観
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
先
祖
伝
来
の
土
地
に
固
く
結
び
つ
き
、
家
族
や
親
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類
縁
者
と
共
生
し
、
幾
世
代
に
も
わ
た
っ
て
使
わ
れ
て
き
た
家
具
に
囲
ま
れ
て
ゆ
た
か
な
個
性
そ
の
も
の
の
生
死
を
ま
っ
と
う
す
る
落
ち

着
い
た
生
活
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
が
歌
い
、『
ヘ
ル
マ
ン
と
ド
ロ
テ
ー
ア
』
や
『
晩
夏
』
に
お
い
て
神
話
的
な
次
元
に
ま
で
高
め
ら

れ
た
生
活
形
態
は
も
は
や
過
去
の
も
の
と
な
っ
た
。
マ
ル
テ
は
祖
父
ク
リ
ス
ト
フ
・
デ
ト
レ
フ
・
ブ
リ
ッ
ゲ
が
見
せ
た
偉
大
な
自
己
固
有

の
死
（ein� eigener� Tod

）（K
A

459

）
を
、
深
い
情
感
を
込
め
て
、
文
体
的
に
は
流
麗
な
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
に
よ
っ
て
描
き
、

無
装
飾
な
写
実
的
文
体
で
描
か
れ
た
現
代
の
没
個
性
的
な
「
大
量
生
産
の
死
」
に
対
置
す
る
。
そ
し
て
パ
リ
の
現
実
か
ら
い
く
ぶ
ん
距
離

を
取
る
こ
と
の
で
き
た
こ
う
し
た
想
起
あ
る
い
は
読
書
記
録
の
い
く
つ
か
に
お
い
て
は
、
さ
ら
に
叙
事
的
と
さ
え
い
え
る
よ
う
な
冷
静
・

静
謐
な
文
体
も
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
、
ス
タ
ッ
カ
ー
ト
の
よ
う
な
切
迫
し
た
日
記
体
で
綴
ら
れ
る
パ
リ
体
験
は
、
彼
に
そ
の
よ
う

な
感
情
移
入
や
叙
事
性
を
峻
拒
す
る
の
で
あ
る
。

リ
ル
ケ
は
こ
う
し
た
生
の
退
廃
の
現
象
を
、
た
だ
客
観
的
に
眺
め
て
分
析
す
る
こ
と
に
終
始
し
な
い
。「
見
る
」
と
は
主
体
の
深
み
で

経
験
す
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
経
験
の
な
か
で
非
人
格
的
・
異
化
的
な
死
は
も
は
や
世
紀
末
と
い
う
限
ら
れ
た
時
代
の
相
貌
に
と
ど
ま

ら
ず
、
人
間
存
在
の
避
け
が
た
い
深
層
と
し
て
現
れ
て
く
る
。
死
と
い
う
事
象
の
語
り
え
ぬ
深
層
、
目
も
く
ら
む
よ
う
な
深
淵
、
不
透
明

性
を
彼
は
こ
の
地
で
こ
れ
ま
で
に
な
く
深
く
経
験
し
た
。『
手
記
』
の
な
か
で
死
の
現
象
が
繰
り
返
し
書
き
続
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
理
由
は
、
こ
の
限
り
な
い
不
透
明
性
に
あ
る
。
彼
は
こ
の
現
象
の
回
り
を
彷
徨
す
る
。
な
す
す
べ
も
な
く
そ
れ
を
眺
め
る
。
そ
し
て
言

葉
を
探
し
続
け
る
。
死
は
リ
ル
ケ
の
生
活
現
実
に
深
い
裂
け
目
を
開
き
、
こ
の
新
た
な
現
実
の
前
に
、
そ
れ
ま
で
の
リ
ル
ケ
の
審
美
的
、

親
和
的
な
死
の
イ
デ
ー
は
根
本
的
な
修
正
を
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『
手
記
』
に
お
け
る
死
の
現
象
の
描
写
で
も
っ
と
も
印
象
的
な
の
は
、
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
で
隣
席
し
た
男
の
そ
れ
で
あ
る
。
少
し
長
い
が

引
用
し
よ
う
。

（
1
）
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僕
は
、
彼
が
す
こ
し
も
身
動
き
を
し
な
か
っ
た
が
、
彼
を
感
じ
た
。
む
し
ろ
そ
の
動
か
な
い
の
を
感
じ
て
、
不
意
に
そ
の
動
か
な
い

意
味
を
さ
と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
僕
た
ち
の
あ
い
だ
に
つ
な
が
り
が
生
じ
、
僕
は
彼
が
驚
愕
の
た
め
に
全
身
が
麻
痺
を
し
て
し
ま
っ

た
の
だ
と
知
っ
た
。
彼
は
体
内
に
起
こ
っ
た
な
に
か
の
変
化
に
愕
然
と
し
て
、
全
身
が
し
び
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら

く
血
管
が
ど
れ
か
破
れ
た
か
、
前
か
ら
恐
れ
て
い
た
毒
素
が
そ
の
瞬
間
に
心
室
へ
は
い
り
こ
ん
だ
か
、
ま
た
は
た
ぶ
ん
、
脳
の
な
か

で
大
き
な
腫
れ
も
の
が
日
輪
の
よ
う
に
赤
く
つ
ぶ
れ
、
世
界
が
一
変
し
た
の
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
彼
は
厚
地
の
黒
い
冬
外
套
を
着

て
す
わ
り
、
切
迫
し
た
土
色
の
顔
は
毛
の
襟
巻
の
な
か
に
埋
ま
っ
て
い
た
。
唇
は
力
い
っ
ぱ
い
に
と
じ
合
わ
さ
れ
た
よ
う
に
結
び
し

め
ら
れ
て
い
た
。
目
は
ま
だ
生
き
て
い
る
か
ど
う
か
判
然
と
は
し
な
か
っ
た
。
眼
鏡
の
玉
が
灰
色
に
曇
っ
て
目
を
か
く
し
、
か
す
か

に
ふ
る
え
て
い
た
。
鼻
孔
が
大
き
く
開
き
、
骨
と
皮
ば
か
り
に
く
ぼ
ん
だ
こ
め
か
み
に
へ
ば
り
つ
い
て
い
る
長
い
髪
の
毛
は
、
熱
し

す
ぎ
た
部
屋
に
で
も
い
る
よ
う
に
萎
え
て
い
た
。
黄
色
い
長
い
耳
が
う
し
ろ
へ
長
い
影
を
落
と
し
て
い
た
。
さ
よ
う
、
彼
は
人
間
の

世
界
か
ら
の
み
で
な
く
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
も
別
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
ま
も
な
く
な

に
も
が
意
味
を
失
う
だ
ろ
う
。
す
わ
っ
て
い
る
テ
ー
ブ
ル
も
、
茶
碗
も
、
握
り
し
め
て
い
る
椅
子
も
、
見
な
れ
た
日
常
の
す
べ
て
の

も
の
が
不
可
解
に
な
り
、
親
し
み
の
な
い
不
透
明
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
彼
は
す
わ
っ
て
、
終
わ
る
の
を
待
っ
て
い
た
。
そ
し

て
、
も
う
抵
抗
を
し
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。（K

A
489f

）

こ
の
い
わ
ば
現
象
学
的
に
観
察
・
記
述
さ
れ
た
出
来
事
と
し
て
の
死
の
深
淵
。
こ
の
記
述
を
か
つ
て
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
に

よ
る
抒
情
詩
劇
『
白
衣
の
侯
爵
夫
人
』
と
比
べ
て
み
る
が
よ
い
。
死
の
と
ら
え
方
の
違
い
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
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存
在
の
恐
る
べ
き
深
み
と
し
て
の
死
は
、
つ
ね
に
生
と
隣
あ
わ
せ
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
リ
ル
ケ
は
い
ま
や
初
め
て
、
む

き
だ
し
の
現
実
と
し
て
、
パ
リ
で
知
覚
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
認
識
は
そ
の
深
さ
に
お
い
て
、
宇
宙
の
な
か
の
人
間
の
悲
惨
に
つ
い
て
の

パ
ス
カ
ル
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
。
人
間
の
悲
惨
、
そ
の
中
核
と
し
て
の
死
を
マ
ル
テ
は
認
識
す
る
、
い
や
受
容
す

る
。
そ
こ
か
ら
パ
リ
で
の
思
索
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。

老
ブ
リ
ッ
ゲ
の
「
自
己
固
有
の
死
」
に
は
ま
だ
審
美
的
な
イ
デ
ー
の
残
響
が
見
ら
れ
よ
う
が
、
リ
ル
ケ
は
い
ま
や
そ
の
美
し
き
イ
デ
ー

を
、
も
う
ひ
と
つ
の
、
名
を
は
く
奪
す
る
不
透
明
な
死
の
現
実
と
対
置
し
、
織
り
合
わ
せ
、
人
間
を
囲
む
最
奥
の
神
秘
と
し
て
省
察
し
て

ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
パ
リ
に
お
け
る
こ
の
身
近
な
死
の
経
験
は
、
苦
悩
や
愛
の
そ
れ
と
と
も
に
、
以
後
、
最
晩
年
ま
で
詩
人
の
思
想
の
核

心
と
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
彼
を
再
三
、
人
間
の
普
遍
的
な
現
実
・
運
命
を
め
ぐ
る
省
察
へ
導
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
2　

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
死

生
の
退
廃
と
悲
惨
に
支
配
さ
れ
た
も
の
と
し
て
世
紀
転
換
期
の
パ
リ
を
リ
ル
ケ
が
描
く
と
き
、
そ
れ
は
し
か
し
、
た
だ
外
部
の
出
来
事

に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
ま
し
て
社
会
学
的
考
察
で
は
な
か
っ
た
。『
孤
独
な
群
衆
』
の
ご
と
き
社
会
学
的
分
析
を
リ
ル
ケ
は
し
な
い
。
わ

れ
わ
れ
は
彼
が
生
の
退
廃
の
諸
相
を
あ
く
ま
で
も
み
ず
か
ら
の
内
的
風
景

4

4

4

4

と
し
て
受
け
と
め
た
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
群

衆
が
う
ち
興
じ
た
舞
踏
病
者
の
出
来
事
は
他
人
事
で
は
な
く
、
マ
ル
テ
を
「
魂
が
抜
け
た
よ
う
に
」
し
、
そ
れ
を
目
撃
し
た
彼
は
「
う
つ

ろ
な
紙
片
の
よ
う
な
気
持
ち
で
…
…
歩
い
た
」（K

A
504

）
の
だ
っ
た
。
内
的
風
景
と
し
て
。
す
な
わ
ち
他
者
の
悲
惨
、
と
り
わ
け
死
は

彼
に
と
っ
て
一
種
の
啓
示
と
な
っ
た
の
だ
。
大
都
会
を
充
た
す
死
が
彼
に
い
い
よ
う
の
な
い
不
安
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
そ
れ
が
自
身
の

存
在
の
徴
だ
っ
た
か
ら
だ
。
ミ
ル
ク
ホ
ー
ル
の
男
の
直
後
の
手
記
で
、
マ
ル
テ
は
そ
れ
ま
で
の
旧
き
自
我
か
ら
の
徹
底
的
な
離
別
を
語

（
2
）
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る
。「
実
に
あ
の
男
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
た
の
は
、
僕
の
内
部
で
も
僕
を
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
か
ら
別
れ
さ
せ
、
引
き
離
し
始
め

る
な
に
ご
と
か
が
起
こ
り
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
」（K

A
490

）。
死
の
現
象
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
な
か
で
、
彼
は
自
身
の
生
活
と
精
神

を
構
成
す
る
市
民
的
秩
序
か
ら
の
離
脱
を
経
験
す
る
。
そ
し
て
こ
の
離
脱
は
余
り
に
激
し
か
っ
た
の
で
、
た
だ
死
と
し
か
比
べ
る
も
の
が

な
い
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
彼
を
慣
れ
親
し
ん
だ
、
安
定
し
た
市
民
的
世
界
か
ら
拉
し
去
り
、
存
在
の
零
地
点
に
立
た
せ
た
の
で
あ
っ

た
。そ

し
て
同
じ
手
記
で
、
そ
の
新
た
な
現
実
の
開
示
は
世
界
像
と
言
語
の
問
題
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
従
来
の
詩

的
言
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
え
な
い
現
実
、
言
語
の
根
本
的
な
革
新
を
求
め
て
や
ま
ぬ
現
実
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。

僕
は
ま
だ
し
ば
ら
く
は
こ
う
し
て
書
き
つ
づ
け
、
話
し
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
や
が
て
僕
の
手
は
僕
に
親
し
み
が
な
く

な
っ
て
、
僕
が
書
く
よ
う
に
命
じ
て
も
、
僕
の
命
じ
な
い
言
葉
を
書
く
よ
う
に
な
る
と
き
が
来
る
だ
ろ
う
。
今
と
は
ち
が
う
解
釈
が

さ
れ
る
と
き
が
来
て
、
言
葉
と
言
葉
と
の
つ
な
が
り
が
な
く
な
り
、
す
べ
て
の
意
味
が
分
解
し
、
雨
の
よ
う
に
流
れ
落
ち
て
し
ま
う

だ
ろ
う
。
僕
は
恐
怖
を
お
ぼ
え
な
が
ら
も
、
な
に
か
大
き
な
変
化
を
と
げ
よ
う
と
し
て
い
る
人
間
の
よ
う
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
ま

だ
書
く
こ
と
を
始
め
な
か
っ
た
こ
ろ
に
も
、
た
び
た
び
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
経
験
し
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
ん

ど
は
僕
は
書
く
の
で
は
な
く
て
、
書
か
れ
る
の
だ
ろ
う
。
僕
は
変
化
す
る
印
象
で
あ
る
。
も
う
一
歩
で
僕
は
こ
の
苦
し
み
の
意
味
を

す
べ
て
理
解
し
、
そ
れ
を
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
…
…
し
か
し
、
そ
の
一
歩
が
踏
み
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。（K

A
490

）

言
語
表
現
の
危
機
に
関
す
る
こ
の
個
所
は
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
『
チ
ャ
ン
ド
ス
卿
書
簡
』
と
等
し
い
文
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学
史
的
な
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
敗
残
者
に
充
ち
た
都
市
の
悲
惨
の
現
実
は
、
市
民
的
秩
序
が
崩
れ
た
空
間
へ
マ
ル
テ
を
導
き
、
と
ら

え
が
た
い
世
界
が
彼
を
囲
む
。
幼
年
時
代
の
恐
怖
の
体
験
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
今
パ
リ
で
よ
み
が
え
っ
た
事
象
と
し
て
語
ら
れ
る
あ
の

「
大
き
な
も
の
」（K

A
497

）
と
い
う
表
現
は
、
そ
う
し
た
と
ら
え
が
た
い
世
界
を
表
す
符
牒
に
他
な
ら
な
い
し
、
あ
の
舞
踏
病
者
を
襲
っ

た
「
舞
踏
の
力
」「
自
然
力
」
も
そ
の
よ
う
な
、
人
を
生
け
る
人
格
か
ら
疎
外
し
物
化
す
る
名
づ
け
ら
れ
な
い
力
だ
っ
た
。
あ
の
ム
ン
ク

の
人
物
の
背
後
に
あ
る
影
の
よ
う
な
名
状
し
が
た
い
力
、
人
が
死
や
運
命
と
い
う
名
称
を
与
え
て
き
た
圧
倒
的
な
実
在
に
浸
食
さ
れ
た
現

実
、「
空
気
の
隅
々
に
ま
で
感
じ
ら
れ
る
こ
の
恐
ろ
し
い
も
の
の
存
在
」（K

A
505

）
を
マ
ル
テ
は
経
験
す
る
。
そ
の
よ
う
な
語
り
が
た
い

客
体
世
界
の
全
容
を
と
ら
え
、
連
続
す
る
意
味
の
シ
ス
テ
ム
へ
と
構
築
す
る
こ
と
こ
そ
が
「
書
く
」
と
い
う
行
為
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
マ
ル

テ
に
は
で
き
な
い
。
人
間
的
意
味
を
充
填
さ
れ
た
時
間
と
空
間
に
お
い
て
、
そ
し
て
不
動
の
因
果
関
係
に
よ
る
筋
の
展
開
・
主
人
公
の
発

展
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
る
一
九
世
紀
的
小
説
の
形
成
、
そ
の
よ
う
な
美
学
的
完
成
は
彼
に
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

い
ま
マ
ル
テ
は
世
界
を
前
に
し
て
、「
書
く
の
で
は
な
く
、
書
か
れ
る
」
と
い
う
。
現
象
を
前
に
し
た
感
覚
と
知
の
極
度
の
受
動
性
の

状
況
。
世
界
を
構
成
す
る
持
続
的
な
能
動
的
主
体
と
し
て
の
自
我
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
精
神
の
原
機
能
と
し
て
の
受
動
的
意
識
の
み

だ
。
意
識
は
徹
底
し
て
現
象
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
う
ち
に
と
ど
ま
る
の
み
で
あ
る
。
地
震
計
の
よ
う
に
鋭
敏
に
し
て
さ
め
き
っ
た
感
性
に

よ
っ
て
、
彼
は
現
実
の
断
片
を
次
々
に
発
見
し
、
深
く
抒
情
的
自
我
の
う
ち
に
吸
収
す
る
の
で
あ
る
。『
手
記
』
が
「
実
存
主
義
的
な
状

況
小
説
」
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

　
3　
「
新
た
な
解
釈
」
の
な
か
で
書
く
─
─
連
想
作
用
と
散
文
詩

リ
ル
ケ
は
、
も
は
や
書
き
続
け
ら
れ
な
く
な
る
事
態
を
打
開
し
よ
う
と
し
て
、
文
学
テ
ク
ス
ト
と
生
の
直
接
的
経
験
と
の
間
に
一
定
の

（
3
）
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距
離
を
設
定
す
る
た
め
に
、
手
記
の
連
な
り
、「
モ
ザ
イ
ク
」
と
い
う
ゆ
る
い
形
式
を
採
用
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

そ
の
核
と
し
て
マ
ル
テ
と
い
う
「
主
人
公
」
を
創
作
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
そ
の
距
離
は
、
結
果
的
に
最
小
限
た
ら
ざ
る
を

え
な
か
っ
た
。
客
体
化
さ
れ
た
は
ず
の
主
人
公
マ
ル
テ
は
リ
ル
ケ
が
予
想
し
た
以
上
に
存
在
の
不
透
明
な
深
層
を
白
日
に
さ
ら
し
た
た

め
、
リ
ル
ケ
は
『
手
記
』
脱
稿
後
長
い
間
そ
れ
に
当
惑
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、「
書
く
の
で
は
な
く
、
書
か
れ
る
」
と
い
う
零
地
点
に
あ
っ
て
、
日
々
マ
ル
テ
を
囲
む
事
物
は
生
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
新

た
に
考
え
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
に
な
っ
て
ゆ
く
。
マ
ル
テ
は
自
身
に
つ
い
て
「
こ
の
無
が
考
え
始
め
る
」（dieses� N

ichts� fängt� an� zu� den-

ken

）（K
A

468

）
と
い
う
。
そ
こ
に
原
初
的
な
思
考
と
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
開
始
さ
れ
る
。

僕
は
パ
リ
の
誘
惑
に
負
け
た
。
こ
れ
は
僕
の
性
格
ま
で
を
変
え
な
く
て
も
、
僕
の
世
界
観
、
い
ず
れ
に
し
て
も
僕
の
生
活
に
変
化

を
も
た
ら
す
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
変
化
の
た
め
に
す
べ
て
の
こ
と
に
つ
い
て
今
ま
で
と
は
全
く
ち
が
う
考
え
方
が
生
ま

れ
、
今
ま
で
の
ど
ん
な
考
え
方
よ
り
も
僕
を
人
間
か
ら
引
き
離
す
相
違
が
生
じ
た
。
今
ま
で
と
は
ち
が
う
世
界
。
新
し
い
解
釈
に
み

ち
た
生
活
で
あ
る
。（K

A
504f

）

重
苦
し
い
出
来
事
の
連
鎖
の
な
か
、
こ
こ
に
は
や
や
新
し
い
音
調
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
大
都
市
は
事
実
リ
ル
ケ
を

手
ひ
ど
く
責
め
苛
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
後
の
彼
の
成
熟
を
思
え
ば
、
そ
れ
は
同
時
に
彼
を
鍛
え
ぬ
く
場
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
詩
学
的

に
も
、
人
間
的
に
も
。
マ
ル
テ
の
言
語
危
機
は
、
死
や
苦
悩
と
い
う
、
彼
の
従
来
の
抒
情
的
言
語
を
も
っ
て
し
て
は
語
り
え
な
い
現
実
を

前
に
し
た
彼
の
産
み
の
苦
し
み
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
現
実
に
生
き
る
こ
と
の
う
ち
に
し
か
そ
れ
を
語
る
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可
能
性
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
マ
ル
テ
は
書
く
。

君
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
「
腐
肉
」
と
い
う
驚
く
べ
き
詩
を
お
ぼ
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
今
だ
っ
た
ら
僕
は
あ
の
詩
が
わ
か
り
そ
う

だ
。
…
…
恐
ろ
し
い
も
の
、
一
見
い
と
わ
し
く
見
え
る
だ
け
の
も
の
に
人
生
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
観
じ
、
そ
れ
を
ど
ん
な
現
実
よ

り
も
真
実
な
現
実
と
考
え
る
こ
と
が
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
負
わ
さ
れ
た
仕
事
で
あ
っ
た
。
選
択
や
拒
否
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。
…
…

僕
が
こ
こ
で
幻
滅
を
感
じ
て
い
る
な
ど
と
信
じ
な
い
で
く
れ
た
ま
え
。
そ
の
反
対
な
ん
だ
か
ら
。
た
と
え
ど
ん
な
に
恐
ろ
し
い
現
実

で
あ
っ
て
も
、
僕
は
そ
の
現
実
の
た
め
に
ど
ん
な
夢
を
も
捨
て
て
悔
い
な
い
だ
ろ
う
。（K

A
505

）

た
と
え
「
く
ず
折
れ
て
し
ま
っ
た
」（K

A
491

）
と
書
か
れ
て
い
て
も
、
こ
こ
に
は
パ
リ
の
現
実
を
受
容
し
、
全
面
的
に
そ
の
場
に
生

き
よ
う
と
す
る
強
い
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。
も
は
や
選
択
や
拒
否
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
し
か
生
の
根
源
的
な
再
検
討
は
あ
り
え
な
い

か
ら
で
あ
る
。
手
記
前
半
に
お
い
て
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
的
な
敗
残
者
た
ち
や
死
に
ゆ
く
人
々
が
こ
の
地
点
へ
マ
ル
テ
を
導
く
中
心
的
な
「
苦

悩
の
語
彙
」
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
後
半
で
は
盲
目
の
新
聞
売
り
や
狂
王
シ
ャ
ル
ル
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
つ
い
て
は
後
述
し
よ
う
。

リ
ル
ケ
は
『
手
記
』
を
、
関
連
す
る
テ
ー
マ
や
イ
メ
ー
ジ
の
連
想
に
よ
っ
て
数
節
を
結
び
つ
け
な
が
ら
綴
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
方
法
を

と
っ
た
。
冒
頭
の
パ
リ
に
お
け
る
死
（
者
）
の
テ
ク
ス
ト
が
第
五
～
六
節
の
都
会
の
死
、「
大
量
生
産
の
死
」
へ
と
つ
な
が
り
、
そ
れ
と

対
比
す
る
形
で
次
の
、
侍
従
長
ブ
リ
ッ
ゲ
の
荘
重
な
死
の
比
較
的
長
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
、
そ
し
て
短
い
第
八
節
の
「
自
己
自
身
の
死
」
の

総
括
的
な
省
察
へ
と
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。
二
七
～
三
七
節
で
は
故
郷
ウ
ル
ネ
ク
ロ
ー
ス
タ
ー
で
の
幼
年
期
の
出
来
事
が
ま
と
ま
っ
た
形
で

（
4
）
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回
想
さ
れ
る
。
死
の
主
題
は
後
半
で
も
展
開
さ
れ
、
四
五
～
四
六
節
の
「
父
の
死
」
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
ナ
ポ
リ
の
女
や
犬
や
蝿
の

死
に
よ
っ
て
「
死
の
恐
怖
」
を
伝
え
る
節
、
フ
ェ
リ
ク
ス
・
ア
ル
ヴ
ェ
ー
ル
の
臨
終
、
そ
し
て
無
常
の
時
間
を
め
ぐ
る
ニ
コ
ラ
イ
・
ク
ス

ミ
ッ
チ
ュ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
死
を
め
ぐ
る
五
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
連
続
す
る
。
五
〇
～
五
三
節
は
孤
独
者
と
精
神
の
集
中
に
つ
い
て

の
手
記
。
後
述
す
る
「
応
え
を
求
め
ぬ
愛
」
の
大
き
な
主
題
は
五
六
～
五
八
節
に
展
開
さ
れ
、
五
九
～
六
三
節
の
狂
王
シ
ャ
ル
ル
を
中
心

と
す
る
悲
惨
、
六
四
～
六
五
節
の
劇
（
い
ず
れ
も
心
情
の
行
為
）
と
い
う
相
関
連
す
る
テ
ク
ス
ト
を
経
て
、
ラ
イ
ト
モ
テ
ィ
ー
フ
の
よ
う

に
六
六
～
七
〇
節
に
再
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
作
品
最
後
の
放
蕩
息
子
の
寓
話
を
準
備
す
る
。
U
・
フ
ュ
レ
ボ
ル
ン
は
こ
う
し
た
連
想
作

用
に
よ
る
語
り
の
う
ち
に
、
全
体
を
俯
瞰
的
に
構
築
す
る
叙
事
的
な
語
り
の
可
能
性
を
さ
ぐ
る
。

そ
の
よ
う
な
ゆ
る
い
構
成
、
開
か
れ
た
語
り
を
マ
ル
テ
は
試
み
る
。
こ
の
新
た
な
語
り
は
散
文
詩
と
い
う
形
も
想
起
さ
せ
る
。
リ
ル
ケ

は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
の
『
パ
リ
の
憂
鬱
』
を
熟
読
し
た
と
思
わ
れ
、『
手
記
』
に
引
用
も
し
て
い
る
。
印
象
主
義
的
な
文
体
で
描
か
れ
た
ポ

ン
・
ヌ
フ
周
辺
の
夜
景
（K

A
465

）
の
よ
う
に
、
彼
は
美
し
い
パ
リ
を
伝
え
る
こ
と
も
あ
る
。
直
前
の
チ
ュ
イ
リ
ュ
リ
ー
公
園
の
情
景
描

写
も
一
篇
の
絵
画
的
な
散
文
詩
の
よ
う
だ
。

じ
っ
さ
い
ポ
ン
・
ヌ
フ
の
こ
の
情
景
は
そ
れ
ま
で
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
流
れ
の
な
か
に
浮
か
ぶ
明
る
い
小
島
の
よ
う
で
あ
る
。
前
半
部
に

お
け
る
そ
う
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
場
面
に
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
を
モ
デ
ル
と
す
る
砂
漠
の
音
楽
家
の
挿
話
も
数
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て

こ
の
音
楽
家
の
断
章
や
ヨ
ブ
記
の
引
用
は
、
後
半
部
の
芸
術
や
聖
性
の
主
題
に
つ
な
が
っ
て
、
そ
の
さ
き
ぶ
れ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
よ

う
。
も
う
ひ
と
つ
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
が
、
前
半
部
の
最
後
に
置
か
れ
た
、
ア
ベ
ロ
ー
ネ
に
対
す
る
マ
ル
テ

の
思
慕
と
「
一
角
獣
と
貴
婦
人
」
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
描
写
と
い
う
、『
手
記
』
の
な
か
で
も
っ
と
も
審
美
的
な
箇
所
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

れ
が
一
種
の
ブ
リ
ッ
ジ
パ
ッ
セ
ー
ジ
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
、
自
然
に
後
半
部
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。

（
5
）
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Ⅱ　

生
の
諸
相

　
1　

孤
独
─
─
生
の
原
点
を
想
起
す
る
時
間

マ
ル
テ
の
経
験
は
客
観
的
に
二
〇
世
紀
初
頭
の
パ
リ
の
相
貌
を
濃
厚
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
い
っ
さ
い
の
出
来
事
が
マ
ル
テ
の

内
的
出
来
事
に
集
中
す
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
極
度
に
主
観
的
な
の
で
あ
る
。
幼
年
期
の
想
起
も
単
な
る
回
想
で
は
な

い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
彼
の
現
在
に
集
中
す
る
。

幼
年
期
の
「
手
」
の
経
験
を
書
い
た
あ
と
に
、
こ
う
想
起
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
経
験
に
よ
っ
て
、
僕
が
一
生
ひ
と
り
で
負
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
に
か
が
僕
の
生
活
へ
、
と
く
に
僕
の
生
活
へ
は
い

り
こ
ん
だ
こ
と
を
、
そ
の
こ
ろ
の
僕
が
す
で
に
感
じ
た
か
の
よ
う
に
言
う
の
は
、
む
ろ
ん
こ
れ
は
言
い
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
今
で
も
目

に
浮
か
ぶ
が
、
僕
は
格
子
の
手
す
り
の
あ
る
（
小
さ
な
ベ
ッ
ド
に
寝
て
、
眠
れ
な
く
て
、
人
生
は
こ
ん
な
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
た
。

な
ん
と
い
う
こ
と
も
な
く
漠
然
と
そ
の
よ
う
に
想
像
し
た
。
人
生
は
、
僕
た
ち
が
ひ
と
り
で
負
い
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経

験
、
そ
し
て
、
言
葉
に
言
い
現
わ
せ
な
い
不
思
議
な
経
験
に
み
ち
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
し
た
。（K

A
521

）

幼
年
期
の
経
験
は
パ
リ
時
代
の
そ
れ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
に
他
な
ら
な
い
。「
大
き
な
も
の
」
の
経
験
、
誰
か
ら
も
護
ら
れ
て
い
な
い
と

い
う
孤
独
、
世
界
が
不
思
議
に
充
ち
て
い
る
と
い
う
意
識
。
み
な
現
在
の
マ
ル
テ
の
経
験
の
先
取
り
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
、

絶
対
的
に
一
人
の
人
間
に
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
生
の
課
題
。
そ
れ
は
幼
年
時
代
に
漠
と
し
て
予
感
さ
れ
、
い
ま
改
め
て
深
く
生
き
ら

（
6
）
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れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
お
よ
そ
自
己
実
現
な
る
も
の
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。『
手
記
』
最
後
の
放
蕩
息
子
の
寓
話
で

マ
ル
テ
は
「（
そ
れ
ら
幼
年
期
の
経
験
は
）
ど
れ
も
ま
だ
解
決
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
れ
を
も
う
一
度
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（K
A

634
）
と
書
き
、
彼
の
分
身
・
放
蕩
息
子
に
そ
れ
を
生
き
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
リ
ル
ケ
に
と
っ
て
生
、
す
な
わ
ち
経
験
の
成
熟
は
絶

対
的
に
一
人
で
し
か
実
現
し
え
な
い
事
柄
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
そ
の
根
拠
と
し
て
リ
ル
ケ
が
確
信
し
て
い
た
の
は
、
人
間
が
世
界
と
接
触
す
る
の
は
孤
独
に
お
い
て
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。『
手
記
』
末
尾
の
放
蕩
息
子
の
幼
年
期
の
体
験
に
つ
い
て
マ
ル
テ
は
「
心
の
深
い
無
関
心
」（innige� Indifferenz� seines�

H
erzens

）（K
A

629

）
と
書
い
た
。
他
者
が
介
在
し
な
い
、
世
界
と
の
こ
う
し
た
け
ざ
や
か
な
始
原
的
な
接
触
、
い
わ
ば
詩
的
経
験
に
お

い
て
世
界
の
美
と
奥
深
い
味
わ
い
が
知
覚
さ
れ
、
そ
の
経
験
が
人
間
の
精
神
、
自
我
の
内
容
と
な
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
も
う
い
ち
ど
自
身
の
生
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
そ
れ
を
確
認
し
、
そ
こ
か
ら
自
分
に
し
か
課
さ
れ
て
い
な
い
生
を
徹
底
的
に

生
き
る
こ
と
。
そ
れ
が
、
リ
ル
ケ
が
聖
人
と
呼
ぶ
孤
独
者
の
仕
事
、「
神
に
近
づ
く
厳
し
い
仕
事
」（K

A
634

）
で
あ
っ
た
。

　
2　

愛

a　

応
え
を
求
め
ぬ
愛
─
─
生
の
イ
デ
ア
ル
テ
ュ
プ
ス

タ
ピ
ス
リ
ー
後
の
後
半
部
に
お
い
て
、
手
記
の
色
調
と
主
題
は
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
な
っ
て
ゆ
く
。
死
や
実
存
の
脅
威
に
つ
い
て
の
思

索
は
依
然
と
し
て
厳
し
く
な
さ
れ
て
は
ゆ
く
も
の
の
、
そ
れ
が
後
半
で
は
愛
に
つ
い
て
の
思
索
へ
と
織
り
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
こ
こ
で
中
心

的
と
な
っ
て
ゆ
く
愛
の
主
題
に
対
し
て
は
、
前
半
部
の
死
と
と
も
に
、『
手
記
』
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
の
核
心
的
な
位
置
が
与
え
ら
れ

る
。
マ
ル
テ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
彼
を
脅
か
す
激
し
い
否
定
の
脅
威
を
受
け
と
め
な
が
ら
、
こ
の
愛
の
主
題
に
よ
っ
て
そ
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れ
に
対
峙
し
よ
う
と
試
み
る
。

歴
史
の
な
か
で
選
び
抜
か
れ
た
愛
の
女
た
ち
に
つ
い
て
マ
ル
テ
は
思
索
す
る
。
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
派
の
才
媛
べ
ッ
テ
ィ
ー
ナ
・
フ
ォ

ン
・
ア
ル
ニ
ム
（『
手
記
』
で
は
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ネ
）、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
修
道
女
マ
リ
ア
ン
ネ
・
ア
ル
コ
フ
ォ
ラ
ー
ド
、
ガ
ス
パ
ラ
・
ス
タ
ン

パ
、
ル
イ
ー
ズ
・
ラ
べ
、
エ
ロ
イ
ー
ズ
、
古
代
の
サ
ッ
フ
ォ
ー
、
そ
し
て
虚
構
の
女
性
ア
ベ
ロ
ー
ネ
。
こ
の
「
偉
大
な
愛
の
女
た
ち
の
真

の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
」
に
共
通
す
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
所
有
な
き
愛
」
あ
る
い
はintransitive� Liebe

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

死
の
観
念
と
と
も
に
、
リ
ル
ケ
に
つ
い
て
も
っ
と
も
議
論
の
多
い
の
が
、
一
般
的
な
観
念
を
絶
す
る
こ
の
愛
の
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
リ
ル
ケ
に
お
い
て
生
命
の
も
っ
と
も
明
確
で
純
粋
な
現
象
を
究
極
の
形
で
指
し
示
す
の
で
あ
っ
て
、
生
の
イ
デ
ア
ル
テ
ュ
プ
ス
と
い
っ

て
よ
い
。
愛
の
過
程
の
各
段
階
は
一
回
的
な
創
造
で
あ
る
。
愛
は
も
っ
と
も
激
し
い
感
情
か
ら
も
っ
と
も
繊
細
な
感
情
ま
で
、
人
間
の
心

情
の
全
域
を
解
き
放
つ
。
そ
れ
は
限
り
な
く
独
自
な
心
情
空
間
の
な
か
に
生
命
の
流
れ
を
開
放
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
生
の
真
に
個
人
的

な
創
始
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
愛
の
一
般
観
念
と
抵
触
し
な
い
。

し
か
し
リ
ル
ケ
が
語
る
愛
は
、
奔
流
の
よ
う
に
対
象
に
向
か
っ
て
溢
れ
流
れ
、
そ
の
強
さ
の
余
り
対
象
を
貫
き
、
そ
れ
を
超
え
て
ゆ

く
。
そ
れ
は
相
手
か
ら
の
期
待
や
思
惑
に
拘
束
さ
れ
ず
、
相
互
的
な
所
有
関
係
に
よ
っ
て
貧
し
く
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
べ
ッ
テ
ィ
ー
ネ

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。「
そ
う
い
う
愛
は
応
え
を
必
要
と
は
し
な
い
。
み
ず
か
ら
の
中
に
誘
う
声
と
応
え
る
声
と
を
持
ち
、
自
分
の

愛
を
自
分
で
受
け
入
れ
る
か
ら
で
あ
る
」（K

A
598

）。
こ
の
愛
は
ゆ
え
に
本
質
的
に
孤
独
な
営
み
な
の
で
あ
る
。「（
二
人
の
）
結
合
は
孤

独
の
い
っ
そ
う
の
深
ま
り
以
外
の
何
も
意
味
し
な
い
と
彼
女
が
知
っ
た
と
き
、
あ
の
愛
の
女
性
（
サ
ッ
フ
ォ
ー
）
は
い
か
に
正
し
か
っ
た

か
」（K

A
623

）。
こ
の
愛
を
共
に
生
き
る
た
め
に
は
、
互
い
に
相
手
の
孤
独
と
自
由
を
尊
重
し
、
い
や
増
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
手
も
ま

た
愛
す
る
者
へ
と
鍛
え
ら
れ
る
た
め
に
。
愛
が
、
別
離
の
な
か
、
そ
の
苦
悩
の
な
か
で
の
切
な
る
憧
憬
に
お
い
て
も
っ
と
も
強
め
ら
れ
る

（
7
）
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と
い
う
逆
説
。
苦
悩
は
、
そ
の
意
味
で
、
愛
の
女
た
ち
の
真
の
故
郷
で
あ
り
、
広
大
な
生
の
空
間
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
リ
ル
ケ
は
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
者
を
極
端
な
ま
で
に
峻
別
し
た
。「
愛
さ
れ
る
者
の
生
活
は
不
幸
で
危
険
が
多
い
。
あ

あ
、
彼
ら
が
そ
の
限
界
を
越
え
て
、
愛
す
る
者
に
な
る
と
い
い
が
。
愛
す
る
者
の
生
活
に
は
危
険
が
な
い
」（K

A
618

）。「
愛
さ
れ
る
と

は
燃
え
上
が
る
こ
と
で
あ
る
。
愛
す
る
と
は
尽
き
な
い
油
で
照
り
輝
く
こ
と
で
あ
る
。
愛
さ
れ
る
こ
と
は
亡
び
る
こ
と
で
、
愛
す
る
と
は

持
続
す
る
こ
と
で
あ
る
（Lieben� ist� dauern

）」（K
A

629

）。

愛
す
る
者
は
こ
の
限
り
な
く
無
償
の
営
み
に
お
い
て
、
生
命
の
も
っ
と
も
純
粋
な
内
発
性
に
生
き
る
。
こ
う
し
た
愛
は
生
命
の
激
し
い

高
揚
、
生
命
の
根
源
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
不
透
明
な
生
命
の
深
部
に
源
を
持
つ
生
命
の
深
く
非
合
理
な
営
み
と
い

え
よ
う
。
そ
し
て
人
を
一
挙
に
生
命
の
流
れ
に
引
き
入
れ
る
こ
の
愛
は
、
自
然
界
の
中
心
へ
人
を
導
く
で
あ
ろ
う
。
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ネ
に
つ

い
て
マ
ル
テ
が
、
愛
す
る
者
た
ち
の
歌
に
自
然
の
す
べ
て
が
唱
和
す
る
、
と
書
く
よ
う
に
（K

A
618

）。
愛
す
る
者
が
生
き
る
生
命
の
奔

流
は
、
人
間
の
内
奥
の
み
な
ら
ず
、
広
く
全
自
然
界
を
貫
き
流
れ
る
。
次
の
段
落
で
は
、
さ
ら
に
「
世
界
は
君
の
情
熱
で
ま
だ
あ
た
た
か

く
、
鳥
ど
も
は
君
の
声
の
た
め
に
空
間
を
空
け
て
い
る
。
草
の
葉
に
輝
く
露
は
君
の
こ
ろ
の
露
で
は
な
い
が
、
空
に
き
ら
め
く
星
は
君
の

夜
々
を
飾
っ
た
星
で
あ
る
」
と
書
か
れ
、
こ
の
神
話
化
さ
れ
た
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ネ
や
サ
ッ
フ
ォ
ー
は
、
自
然
界
と
の
諧
和
の
な
か
で
竪
琴
を

奏
で
歌
っ
た
オ
ル
フ
ォ
イ
ス
の
よ
う
な
位
置
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
は
永
続
的
に
自
然
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
だ
。
す
べ
て
を
対
象
化
す

る
意
識
的
存
在
と
し
て
、
再
三
自
然
か
ら
別
離
し
、
精
神
と
し
て
の
主
体
で
あ
り
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。

そ
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
繰
り
返
し
行
為
の
主
体

4

4

に
な
る
こ
と
だ
。
そ
の
過
程
で
愛
の
女
た
ち
は
「
運
命
」
を
拒
否
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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運
命
は
模
様
と
図
形
を
考
え
出
し
た
が
る
。
運
命
の
む
ず
か
し
さ
は
そ
の
複
雑
さ
に
あ
る
。
生
命
は
そ
の
単
純
さ
の
た
め
に
む
ず

か
し
い
。
生
命
は
僕
た
ち
を
絶
す
る
大
き
さ
の
内
容
を
二
つ
三
つ
持
つ
の
み
で
あ
る
。
聖
者
は
運
命
を
拒
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
に

対
し
て
生
命
の
こ
の
二
、
三
の
内
容
を
選
ぶ
人
々
で
あ
る
。
女
も
生
ま
れ
つ
き
男
に
対
し
て
聖
者
と
同
じ
選
択
を
せ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
が
、
す
べ
て
の
愛
情
関
係
の
不
幸
は
こ
こ
に
胚
胎
し
て
い
る
。
変
化
し
て
や
ま
な
い
男
の
か
た
わ
ら
で
女
は
運
命
を
知
ら
ず
、

弓
の
弦
の
よ
う
に
緊
張
し
、
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
者
の
よ
う
に
立
つ
。（K

A
599

）

愛
を
通
し
て
表
出
す
る
こ
の
強
力
な
生
命
は
、
肉
体
と
精
神
の
活
動
の
強
烈
な
集
中
を
可
能
に
す
る
。
そ
れ
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
生
の

エ
ラ
ン
の
作
用
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
「
運
命
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
人
を
襲
う
思
い
が
け
ぬ
出
来
事
で
あ
り
、
人
間
に
は
い
か

ん
と
も
し
が
た
い
外
的
な
力
の
次
元
で
あ
る
。
そ
の
本
質
的
な
偶
然
性
を
拒
み
、
濃
密
で
持
続
的
な
内
的
生
活
の
次
元
を
生
き
る
こ
と
を

マ
ル
テ
は
求
め
る
。

b　

愛
の
秘
儀
─
─
シ
ャ
ル
ル
六
世

愛
の
女
た
ち
を
特
徴
づ
け
る
「
所
有
な
き
愛
」
の
様
相
を
見
て
き
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
王
シ
ャ
ル
ル
六
世
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ

と
は
や
や
位
相
を
異
に
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
愛
の
姿
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

シ
ャ
ル
ル
王
の
生
活
が
描
か
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
は
、
も
う
一
人
の
特
異
な
人
物
で
あ
る
盲
目
の
新
聞
売
り
の
老
人
と
と
も
に
、
一
連

の
敗
残
者
の
悲
惨
の
極
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
こ
の
王
は
「
だ
れ
よ
り
も
哀
れ
な
者
に
な
り
、
傷
み
、
王
冠
を
い
た
だ
き
な
が

ら
も
ひ
ど
く
貧
し
い
者
で
あ
っ
た
…
…
」（K

A
604

）。
狂
気
の
闇
に
沈
ん
だ
彼
は
肉
体
も
病
み
、
そ
の
傷
口
に
は
蛆
が
這
う
。
そ
の
誰
も
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入
る
こ
と
の
で
き
な
い
閉
ざ
さ
れ
た
内
的
世
界
は
い
か
な
る
外
か
ら
の
慰
め
も
欠
き
、
荒
涼
と
し
て
横
た
わ
っ
て
い
る
。
彼
の
孤
独
の

夜
々
を
癒
し
う
る
者
は
誰
も
い
な
い
。

こ
の
王
の
狂
気
が
鎮
ま
り
、
心
が
「
お
だ
や
か
な
澄
ん
だ
気
持
ち
に
み
た
さ
れ
」（K

A
607

）
る
日
々
が
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き
、
彼

は
サ
ン
・
ポ
ー
ル
宮
殿
の
バ
ル
コ
ニ
ー
に
立
ち
、
民
の
前
に
姿
を
見
せ
る
。

彼
が
今
バ
ル
コ
ニ
ー
に
お
ぼ
つ
か
な
く
立
っ
て
、
民
の
す
べ
て
の
目
に
端
然
と
し
て
見
え
た
の
は
「
愛
の
秘
儀
」（M

ysterium
�

der� Liebe

）
で
あ
っ
た
。
…
…
顕
現
の
神
秘
が
王
の
や
さ
し
い
姿
を
包
み
、
王
は
姿
が
消
え
う
せ
る
こ
と
を
恐
れ
て
微
動
も
せ
ず
に

立
ち
つ
づ
け
、
円
い
単
純
な
顔
に
浮
か
ん
で
い
る
弱
々
し
い
微
笑
は
、
石
像
の
聖
者
の
微
笑
の
よ
う
に
消
え
な
く
な
っ
て
、
努
力
を

要
し
な
か
っ
た
。（K

A
607

）

こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
「
愛
の
秘
儀
」
と
は
、
王
の
心
の
奇
跡
的
な
浄
化
の
過
程
を
い
う
。
そ
し
て
愛
と
は
こ
の
場
合
、
底
辺
ま
で
苦

難
を
耐
え
忍
び
、
悲
惨
を
甘
受
す
る
と
と
も
に
、
夜
ご
と
に
渾
身
の
熱
情
（Inbrunst

）
を
こ
め
て
鉄
の
護
符
を
胸
へ
抱
き
し
め
、
絶
望

せ
ず
に
待
望
し
続
け
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
存
在
の
極
限
ま
で
深
め
ら
れ
た
こ
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
王
は
生
の
根
源
の
流
れ
に
触

れ
る
。
そ
の
点
で
こ
の
愛
も
、
世
の
幸
福
の
基
準
を
相
対
化
す
る
激
し
い
「
所
有
な
き
愛
」
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
と
同
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

王
は
、
リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
の
新
聞
売
り
の
老
人
と
と
も
に
、
そ
れ
を
相
対
化
し
た
地
点
に
、
初
め
か
ら
置
か
れ
て
い
る
。
市
民
生

活
を
厚
く
覆
っ
て
、
人
か
ら
裸
の
荒
々
し
い
生
を
遠
ざ
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
安
全
策
や
保
護
、
幸
福
の
装
置
は
彼
ら
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な

い
。
新
聞
売
り
の
老
人
に
つ
い
て
「
用
心
や
偽
装
に
よ
っ
て
制
限
せ
ず
、
悲
惨
に
身
を
委
ね
き
っ
た
姿
」（K

A
601

）
と
い
わ
れ
て
い
る
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よ
う
に
、
彼
ら
は
た
だ
残
酷
な
生
の
現
実
、
厳
し
い
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
生
を
見
つ
め
て
、
そ
れ
を
忠
実
に
生
き
る
だ
け
で
あ
る
。
マ
ル

テ
は
生
の
恐
る
べ
き
経
験
に
耐
え
る
力
を
「
わ
れ
わ
れ
の
恐
怖
に
よ
る
以
外
に
は
知
り
え
な
い
力
」（K

A
571

）
と
呼
び
、
積
極
的
な
意

味
を
与
え
て
い
る
が
、
彼
ら
が
自
身
の
運
命
を
、
自
身
の
も
の
と
し
て
受
容
し
耐
え
通
す
そ
の
力
の
な
か
に
、
い
か
に
大
き
な
生
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
宿
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
受
苦
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
、
愛
。
リ
ル
ケ
的
なam

or� fati

が
こ
こ
に
あ
る
。

こ
の
「
愛
の
秘
儀
」
と
い
う
生
の
原
形
を
生
き
、
じ
っ
と
そ
こ
に
と
ど
ま
る
と
き
に
、
王
は
精
神
の
闇
か
ら
瞬
時
解
放
さ
れ
る
の
だ
。

彼
は
同
様
の
人
間
的
な
苦
悩
を
経
験
し
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ヌ
・
ド
・
ピ
ザ
ン
の
『
は
る
け
き
学
び
の
道
』
に
共
感
し
、
彼
女
の
経
験
の
跡

を
辿
る
。
こ
こ
に
読
書
と
い
う
、
他
者
に
、
そ
し
て
外
界
に
開
か
れ
た
内
的
経
験
が
彼
に
可
能
に
な
っ
て
ゆ
く
。

こ
う
し
て
運
命
に
対
し
て
自
己
を
開
き
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
は
さ
ら
に
生
の
領
域
を
聖
性
の
次
元
へ
と
拡
大
す
る
。
そ
の
結

果
、
王
は
「
石
像
の
聖
者
」
と
形
容
さ
れ
て
、
中
世
の
カ
テ
ド
ラ
ル
に
刻
ま
れ
た
像
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
。
そ
の
持
続
的
な
微
笑
を
浮
か

べ
て
立
っ
て
い
る
瞬
間
は
「
永
遠
で
あ
る
、
あ
の
諸
々
の
瞬
間
の
ひ
と
つ
」（K

A
607

）
と
表
現
さ
れ
る
。
彼
は
生
の
激
流
そ
の
も
の
で

あ
る
悲
惨
の
甘
受
と
待
望
の
情
熱
の
力
に
よ
っ
て
、
変
転
き
わ
ま
り
な
い
偶
然
的
な
外
的
生
活
（「
運
命
」）
を
必
然
的
な
内
的
生
命
の
流

れ
に
変
え
、
刻
一
刻
と
も
っ
と
も
高
い
意
味
で
の
内
的
持
続
を
生
き
る
。
彼
に
つ
い
て
「
狂
気
の
中
で
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
唯

一
の
者
」（K

A
604

）
と
い
わ
れ
、
ま
た
カ
ー
ド
遊
び
で
王
自
身
、
自
己
同
一
性
を
確
認
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
「
愛
す
る

と
は
持
続
す
る
こ
と
だ
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
よ
う
。
彼
の
持
続
の
瞬
間
は
短
い
。
し
か
し
、
そ
の
各
瞬
間
の
継
起
の
う
ち
に
永
遠
に

連
な
る
時
間
の
凝
縮
と
密
度
を
湛
え
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
愛
を
生
き
る
者
た
ち
を
見
て
き
た
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、「
運
命
」
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
生
の
散
漫
さ

を
克
服
す
る
。
マ
ル
テ
が
自
身
の
現
状
を
「
変
化
す
る
印
象
」
と
呼
ん
だ
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
彼
の
人
格
の
諸
要
素
（
感
性
、
知
性
、

（
8
）
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想
像
力
、
意
志
な
ど
）
は
瞬
間
的
に
継
起
す
る
意
識
に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
統
合
的
な
自
我
は
解
体
し
た
の
だ
っ
た
。
そ
し

て
そ
れ
に
よ
っ
て
書
く
こ
と
も
困
難
に
な
っ
た
。
愛
の
女
や
狂
王
を
語
る
に
さ
い
し
マ
ル
テ
は
み
ず
か
ら
の
人
格
の
統
合
を
思
い
、
そ
の

鍵
を
、「
愛
す
る
者
た
ち
」
に
求
め
た
と
い
え
よ
う
。

た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
彼
ら
と
て
、
回
復
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
失
う
危
険
に
絶
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
愛
す
る
者
か
ら
愛
さ
れ
る
者
へ
と
陥
る
と
き
に
、
人
は
生
の
エ
ラ
ン
と
自
由
を
失
っ
て
、
内
的
生
命
は
燃
え
尽
き
る
の

で
あ
る
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
恒
久
的
な
確
立
な
ど
与
え
ら
れ
は
し
な
い
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
保
証
な
ど
初
め
か
ら
な
い
。

自
我
は
根
源
的
な
生
命
力
に
よ
っ
て
瞬
間
ご
と
に
生
み
出
さ
れ
、
乗
り
越
え
ら
れ
、
新
た
に
獲
得
さ
れ
る
の
だ
。
そ
れ
が
マ
ル
テ
の
い
う

「
心
の
行
為
」（die� Taten� ihres� H

erzenz

）（K
A

622

）
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

　
3　

芸
術
─
─
愛
と
自
由
の
形
態
化

a　

タ
ピ
ス
リ
ー
と
ア
ベ
ロ
ー
ネ

愛
す
る
女
た
ち
は
皆
な
ん
ら
か
の
意
味
で
芸
術
に
携
わ
る
。
サ
ッ
フ
ォ
ー
や
ル
イ
ー
ズ
・
ラ
ベ
の
詩
、
エ
ロ
イ
ー
ズ
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
の

尼
僧
の
書
簡
、
ア
ベ
ロ
ー
ネ
の
、
そ
し
て
マ
ル
テ
が
ヴ
ェ
ニ
ス
で
見
た
（
そ
し
て
一
瞬
ア
ベ
ロ
ー
ネ
か
と
思
っ
た
）
デ
ン
マ
ー
ク
人
女
性

の
歌
。
彼
女
ら
が
残
し
た
芸
術
作
品
は
内
的
生
命
の
発
現
と
い
う
点
で
愛
＝
生
命
の
発
展
形
態
、
そ
の
結
晶
体
に
他
な
ら
な
い
。
以
下
、

い
く
つ
か
の
箇
所
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

『
手
記
』
に
お
い
て
代
表
的
な
芸
術
作
品
と
さ
れ
る
の
が
、
ク
リ
ュ
ニ
ー
美
術
館
の
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
タ
ピ
ス
リ
ー
で
あ
ろ
う
。
引
用
は

「
一
角
獣
と
貴
婦
人
」
と
題
さ
れ
る
六
枚
連
作
の
四
枚
目
、
い
わ
ゆ
る
「
宝
石
選
び
」
と
呼
ば
れ
る
タ
ピ
ス
リ
ー
の
描
写
か
ら
で
あ
る
。
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島
が
広
く
な
る
。
天
幕
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
青
い
緞
子
の
天
幕
で
、
金
色
の
波
模
様
が
あ
る
。
動
物
が
そ
れ
を
左
右
に
開
き
、

女
は
き
ら
び
や
か
な
衣
装
が
質
素
に
見
え
る
ほ
ど
美
し
く
歩
み
出
る
。
真
珠
の
首
飾
り
も
女
の
美
し
さ
に
く
ら
べ
れ
ば
な
ん
で
あ
っ

た
ろ
う
。
女
は
侍
女
が
開
い
て
い
る
小
さ
な
櫃
か
ら
、
い
つ
も
奥
ぶ
か
く
秘
め
ら
れ
て
い
る
重
い
美
し
い
宝
石
の
緡さ
し

を
取
り
出
し
て

い
る
。
女
の
か
た
わ
ら
に
設
け
ら
れ
て
い
る
高
ま
っ
た
場
所
に
小
さ
な
犬
が
す
わ
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
見
守
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

君
は
天
幕
の
上
の
端
に
し
る
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
見
た
だ
ろ
う
か
。「
わア

　

モ

ン

　

ス

ー

ル

　

デ

ジ

ー

ル

が
た
だ
一
つ
の
憧
れ
の
た
め
に
」
と
し
る
さ
れ
て
い
る
。

（K
A

545

）

こ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
は
わ
れ
わ
れ
に
何
層
に
も
意
味
と
し
る
し
が
込
め
ら
れ
た
中
世
的
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
世
界
を
展
開
し
て
く
れ
る
。
そ
こ

に
は
貴
婦
人
に
寄
り
添
う
一
角
獣
が
清
浄
さ
と
神
秘
な
愛
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
の
清
浄
さ
と
ひ
そ
や
か
な
愛
は
こ
の
貴
婦
人
の
属
性
を

象
徴
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
タ
ピ
ス
リ
ー
に
は
喪
服
に
身
を
包
む
貴
婦
人
の
端
正
な
（aufrecht

）
悲
し
み
（Trauer

）
も
流
れ
て
い
る

と
リ
ル
ケ
は
見
る
。（K

A
545

）
リ
ル
ケ
は
こ
こ
に
、
初
期
の
『
白
衣
の
侯
爵
夫
人
』
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
、
ひ
た
む
き
な
愛
（
誰
に
対

す
る
愛
だ
ろ
う
か
）
と
、
お
そ
ら
く
は
死
の
想
起
に
由
来
す
る
静
か
な
悲
哀
の
織
り
な
す
内
面
生
活
を
描
き
出
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

リ
ル
ケ
的
審
美
主
義
の
レ
ジ
ュ
メ
の
よ
う
な
パ
ッ
セ
ー
ジ
で
は
な
い
か
。
人
と
動
物
と
植
物
が
む
つ
み
あ
う
階
和
的
な
美
し
い
生
活
世
界

の
な
か
で
、
深
く
内
面
か
ら
生
起
す
る
雅
び
で
奥
ゆ
か
し
い
「
生
へ
の
意
志
」、
あ
る
い
は
憧
憬
、
あ
る
い
は
抑
制
さ
れ
た
情
念
。
こ
の

情
意
に
言
葉
の
も
っ
と
も
深
い
意
味
で
愛
と
い
う
名
称
を
与
え
る
の
は
不
当
だ
ろ
う
か
。

運
命
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
蹉
跌
と
無
数
の
偶
然
の
な
か
で
、
愛
の
女
た
ち
は
選
び
取
っ
た
み
ず
か
ら
の
道
を
入
念
に
生

き
る
。
変
化
に
富
む
「
運
命
」
を
拒
み
、「
わ
れ
わ
れ
の
理
解
を
絶
す
る
大
き
さ
の
事
柄
を
二
、
三
も
つ
生
命
」（K

A
599

）
を
神
に
対
し
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て
選
び
と
る
聖
人
の
列
に
、
彼
女
た
ち
も
加
え
ら
れ
る
。
こ
の
集
中
す
る
志
向
性
、
情
意
の
持
続
を
、
詩
人
は
こ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
貴
婦

人
に
も
認
め
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
『
手
記
』
の
各
所
で
批
判
さ
れ
る
「
散
漫
さ
」
の
対
極
で
あ
る
。
転
が
っ
て
ガ
ラ
ガ
ラ
と
鳴
り

止
ま
な
い
缶
の
蓋
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
と
情
熱
の
非
集
中
こ
そ
現
代
の
生
の
退
廃
の
一
兆
候
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
お
の

が
心
情
と
選
び
と
っ
た
課
題
に
む
け
て
集
中
す
る
者
は
そ
れ
を
克
服
し
、
そ
の
内
的
世
界
は
芸
術
作
品
に
結
晶
し
て
ゆ
く
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
美
の
国
を
マ
ル
テ
と
と
も
に
散
策
す
る
の
が
「
愛
の
女
た
ち
」
の
一
人
で
あ
る
ア
ベ
ロ
ー
ネ
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起

し
よ
う
。
こ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
直
前
の
三
七
節
に
、
寄
宿
舎
か
ら
帰
省
し
た
マ
ル
テ
が
ア
ベ
ロ
ー
ネ
と
出
会
う
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
は

庭
園
の
な
か
に
、
き
ば
な
ふ
じ
が
黄
金
色
の
花
を
垂
ら
し
、
自
然
界
も
彼
ら
の
喜
び
の
感
情
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

打
ち
合
わ
せ
て
お
い
た
の
で
は
な
い
が
、
僕
は
馬
車
が
庭
へ
は
い
る
と
馬
車
か
ら
お
り
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。（
中
略
）
夏

で
あ
っ
た
。
僕
は
一
本
の
道
へ
駆
け
入
り
、
き
ば
な
ふ
じ
の
下
へ
馳
せ
よ
っ
た
。
そ
こ
に
ア
ベ
ロ
ー
ネ
は
い
た
。
美
し
い
美
し
い
ア

ベ
ロ
ー
ネ
は
。

　

僕
は
、
君
が
僕
を
見
つ
め
た
あ
の
目
を
い
つ
ま
で
も
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
。
君
は
顔
を
仰
向
け
て
、
僕
を
見
つ
め
る
目
を
、
す
べ
り

落
ち
な
い
よ
う
に
顔
で
そ
っ
と
受
け
と
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　

あ
あ
、
ウ
ル
ス
ゴ
ー
ル
の
気
候
は
す
こ
し
も
変
わ
ら
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
あ
の
あ
た
り
の
空
気
は
、
二
人
の
愛
の
あ
た
た
か
み
で

な
ご
や
か
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
庭
の
バ
ラ
は
、
前
よ
り
も
お
そ
く
十
二
月
に
は
い
っ
て
か
ら
も
咲
い
て
い
る
も
の
が
な
い

だ
ろ
う
か
。（K

A
543

）
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マ
ル
テ
の
思
慕
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
暖
め
る
。
描
か
れ
た
美
の
国
は
愛
の
心
情
の
流
れ
る
園
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
愛
だ
ろ
う

か
。
自
然
を
は
じ
め
、
こ
の
世
に
存
在
し
心
を
深
く
魅
惑
す
る
も
の
へ
の
愛
。
そ
し
て
相
互
の
愛
を
い
ま
や
超
え
て
ひ
た
す
ら
愛
の
み
へ

純
化
さ
れ
た
心
情
。
そ
れ
が
ア
ベ
ロ
ー
ネ
を
通
し
て
、
生
命
の
奔
流
そ
の
も
の
で
あ
る
力
強
い
歌
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
る
。

ア
ベ
ロ
ー
ネ
に
は
一
つ
の
取
柄
が
あ
っ
た
。
歌
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
歌
っ
た
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
女
の
中
に
は

ひ
た
む
き
な
強
い
音
楽
が
宿
っ
て
い
た
。
天
使
は
男
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
事
実
な
ら
ば
、
ア
ベ
ロ
ー
ネ
の
声
に
は
ど
こ
と
な
く
男

ら
し
さ
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
輝
か
し
い
男
ら
し
い
強
い
声
で
あ
っ
た
。（K

A
542

）

マ
ル
テ
を
導
く
ア
ベ
ロ
ー
ネ
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
リ
ル
ケ
の
年
長
の
恋
人
ル
ー
・
ア
ン
ド
レ
ア
ー
ス
・
サ
ロ
メ
の
面
影
を
見
な
い

だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま
た
ダ
ン
テ
に
天
国
を
案
内
し
た
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
の
遥
か
な
姿
を
。
ア
ベ
ロ
ー
ネ
は
四
四
節
の
ブ
ラ
ー
エ
伯
に
よ

る
口
述
の
場
面
の
あ
と
、
五
六
節
に
お
い
て
再
び
現
れ
る
。
読
書
欲
に
か
ら
れ
た
マ
ル
テ
の
前
で
愛
の
女
ベ
ッ
テ
ィ
ー
ネ
の
手
紙
を
朗
読

し
、
彼
を
愛
の
女
た
ち
の
考
察
へ
と
導
く
箇
所
に
。
こ
こ
で
も
上
記
の
場
面
に
比
せ
ら
れ
る
描
写
の
美
し
さ
が
印
象
的
だ
。
上
述
の
三
七

節
は
以
後
繰
り
返
さ
れ
る
愛
の
女
た
ち
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
開
始
点
で
あ
り
、
そ
れ
を
開
く
ア
ベ
ロ
ー
ネ
は
こ
の
心
情
の
象
徴
的
存
在
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
マ
ル
テ
は
、
そ
れ
自
体
独
立
し
た
寓
話
で
あ
る
放
蕩
息
子
の
物
語
を
措
い
て
『
手
記
』
最
期
の
断
片
で
あ
る
七

〇
節
、
抒
情
的
な
愛
の
歌
い
手
の
パ
ッ
セ
ー
ジ
も
、
ア
ベ
ロ
ー
ネ
へ
の
言
及
に
よ
っ
て
締
め
く
く
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
愛
と
芸
術
の

テ
ー
マ
を
自
身
の
う
ち
に
統
合
す
る
ア
ベ
ロ
ー
ネ
こ
そ
本
作
品
の
副
主
人
公
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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b　

レ
ー
ス
─
─
作
品
の
な
か
に
生
き
る

続
い
て
も
う
ひ
と
つ
の
芸
術
作
品
と
し
て
描
か
れ
る
レ
ー
ス
を
見
よ
う
。
少
年
マ
ル
テ
が
母
と
と
も
に
レ
ー
ス
を
鑑
賞
す
る
場
面
だ
。

初
め
に
イ
タ
リ
ア
の
笹
べ
り
が
現
わ
れ
た
。
鉤
針
編
み
の
堅
実
な
そ
の
レ
ー
ス
は
、
ど
の
模
様
も
た
え
ず
繰
り
返
さ
れ
て
い
て
、

農
家
の
菜
園
の
よ
う
に
鮮
明
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
僕
た
ち
の
目
は
、
不
意
に
蜘
蛛
の
網
の
よ
う
に
細
い
ヴ
ェ
ニ
ス
・
レ
ー
ス
に
し

ば
ら
く
と
ら
え
ら
れ
、
目
が
修
道
院
か
牢
獄
か
の
窓
に
な
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
再
び
目
が
自
由
に
な
り
、
庭
園
が
ひ
ろ
び
ろ

と
望
ま
れ
、
そ
れ
が
刻
々
に
精
巧
に
な
っ
て
、
つ
い
に
目
の
あ
た
り
が
温
室
に
い
る
よ
う
に
重
た
く
あ
た
た
か
く
な
っ
た
。
見
た
こ

と
も
な
い
華
麗
な
植
物
が
大
き
な
葉
を
開
き
、
蔓
が
目
ま
い
で
も
す
る
よ
う
に
す
が
り
合
い
、
ア
ラ
ン
ソ
ン
・
レ
ー
ス
の
大
き
く
開

い
た
花
が
花
粉
を
散
ち
し
、
な
に
も
が
朦
朧
と
し
て
し
ま
っ
た
。
目
が
疲
れ
て
ぼ
ん
や
り
と
し
た
僕
た
ち
は
、
不
意
に
ヴ
ァ
ラ
ン

シ
ェ
ン
ヌ
・
レ
ー
ス
の
長
い
道
へ
歩
み
入
り
、
冬
の
夜
明
け
で
霜
が
お
り
て
い
た
。
僕
た
ち
は
バ
ン
シ
ュ
・
レ
ー
ス
の
雪
の
茂
み
を

分
け
て
進
み
、
だ
れ
も
ま
だ
通
っ
た
者
の
な
い
広
場
へ
出
た
。
枝
が
意
味
あ
り
そ
う
に
た
れ
さ
が
っ
て
い
て
、
そ
の
下
に
は
墓
が
あ

る
か
も
し
れ
な
か
っ
た
が
、
僕
た
ち
は
そ
れ
を
黙
っ
て
い
た
。（K

A
550- 551

）

繊
細
優
雅
な
文
体
と
い
う
点
で
『
手
記
』
の
な
か
で
一
、
二
を
争
う
タ
ピ
ス
リ
ー
と
レ
ー
ス
。
そ
れ
ら
は
リ
ル
ケ
に
お
け
る
芸
術
品
の

最
高
の
洗
練
の
理
念
を
示
し
て
い
よ
う
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
花
々
や
木
々
が
豊
か
な
自
然
を
形
象
化
し
、
そ
の
な
か
を
あ
る
い
は
雪
や

氷
が
覆
い
つ
く
し
、
あ
る
い
は
鳥
や
犬
、
ラ
イ
オ
ン
や
兎
が
親
し
く
憩
う
。
こ
こ
に
は
製
作
者
が
自
然
界
と
の
深
い
内
的
諧
和
に
生
き
て

い
る
こ
と
か
ら
来
る
静
謐
と
落
ち
着
き
が
支
配
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
な
ま
の
自
然
で
は
な
い
。
深
く
感
じ
と
ら
れ
、
精
神
の
う
ち
で
再
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組
織
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
。
こ
の
新
た
に
創
造
さ
れ
た
芸
術
世
界
は
感
覚
と
精
神
の
抱
合
と
い
う
人
間
の
内
的
経
験
を
反
映
し
、
そ
こ
に

は
彼
の
精
神
と
魂
の
全
容
が
、
意
味
と
し
て
、
刻
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
作
品
は
非
人
格
的
な
自
然
の
物
象
界
の
な
か
に
、
人
間

が
そ
の
な
か
に
生
き
る
こ
と
の
で
き
る
意
味
空
間
を
持
続
的
現
実
と
し
て
実
現
す
る
の
だ
。

と
こ
ろ
で
レ
ー
ス
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
的
風
景
だ
け
で
は
な
い
。
製
作
者
自
身
の
個
人
的
な

事
情
に
も
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
同
時
期
に
成
立
し
た
『
新
詩
集
』
の
二
編
の
詩
「
レ
ー
ス
」
に
よ
っ
て

補
完
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
レ
ー
ス
職
人
の
芸
術
的
実
存
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
彼
女
た
ち
は
個
人
的
な
生
活
を
す
べ
て
こ
の

完
成
さ
れ
た
芸
術
品
レ
ー
ス
を
編
む
こ
と
に
捧
げ
た
。
愛
、
情
念
、
幸
福
を
作
品
の
な
か
に
注
ぎ
入
れ
、
ひ
た
す
ら
作
品
の
な
か
に
生
き

た
。
こ
う
し
た
一
見
極
め
て
非
人
間
的
な
行
為
を
可
能
に
、
い
や
必
然
的
に
さ
え
し
た
の
は
、
美
し
き
も
の
へ
の
愛
、
芸
術
家
と
し
て
の

生
き
方
へ
の
愛
、
造
形
へ
の
汲
み
つ
く
し
え
ぬ
意
志
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
も
ま
た
充
実
し
た
生
で
あ
っ
た
。

マ
ル
テ
は
こ
う
い
う
製
作
者
の
心
情
が
深
く
織
り
込
ま
れ
た
、
実
存
的
な
創
造
に
よ
る
事
物
た
ち
を
「
愛
の
仕
事
」
と
呼
ぶ
。
こ
う
し

た
作
品
は
芸
術
家
の
集
中
的
な
生
の
エ
キ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
フ
ォ
ル
ム
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
生
涯
の
献
身
と
芸
術
的
情
熱
の
た
め

に
、
彼
女
た
ち
は
い
な
が
ら
に
し
て
「
天
国
」
へ
と
救
済
さ
れ
る
。（K

A
551

）
芸
術
創
造
と
い
う
日
々
の
手
堅
い
仕
事
を
続
け
る
な
か

で
、
作
品
と
と
も
に
、
芸
術
家
の
自
己
が
刻
ま
れ
て
ゆ
く
。「
つ
ね
に
仕
事
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
詩
人
に
語
っ
た
ロ
ダ
ン
の
姿

が
想
起
さ
れ
る
。

タ
ピ
ス
リ
ー
と
レ
ー
ス
の
描
写
に
は
、『
白
衣
の
侯
爵
夫
人
』
の
よ
う
な
憂
愁
と
死
の
ユ
ー
ゲ
ン
ト
シ
ュ
テ
ィ
ー
ル
美
学
（
そ
れ
は
世

紀
末
デ
カ
ダ
ン
ス
の
一
様
式
で
あ
る
）
の
跡
が
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ら
は
ヤ
ヌ
ス
の
顔
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
す
で

に
パ
リ
時
代
の
芸
術
観
の
う
ち
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
「
時
間
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
空
間
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
持
続
す
る
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も
の
と
な
り
、
永
遠
性
に
連
な
る
こ
と
と
な
る
」
と
リ
ル
ケ
が
定
義
し
た
ロ
ダ
ン
的
な
芸
術
事
物
の
例
証
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

c　

悲
劇
の
女
優
─
─
顔
と
自
由

芸
術
家
の
第
三
例
は
、
エ
レ
オ
ノ
ー
ラ
・
ド
ゥ
ー
ゼ
を
モ
デ
ル
と
し
た
「
悲
劇
的
な
女
」
と
呼
ば
れ
る
女
優
で
あ
る
。
ア
ベ
ロ
ー
ネ
や

レ
ー
ス
の
女
と
同
様
に
、
彼
女
の
場
合
も
芸
術
と
生
の
関
係
に
焦
点
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
前
者
に
あ
っ
て
は
歌
や
レ
ー
ス
が
そ

の
ま
ま
愛
と
い
う
内
面
生
活
の
表
現
形
態
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
で
は
芸
術
行
為
（
演
技
）
が
社
会
的
な
行
動
（
職
業
）
と
し
て

の
見
せ
る
演
技
と
個
人
的
情
動
表
現
と
し
て
の
内
発
的
演
技
と
に
二
分
さ
れ
、
彼
女
は
そ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

観
客
に
見
せ
る
た
め
に
演
技
を
し
た
彼
女
の
家
族
と
異
な
っ
て
、
彼
女
に
と
っ
て
舞
台
女
優
と
い
う
職
業
は
「
そ
の
う
し
ろ
に
か
く
れ

て
誰
に
は
ば
か
る
こ
と
も
な
く
…
…
ひ
た
む
き
に
苦
悩
に
没
頭
で
き
る
（elend� zu� sein

）
た
め
の
厚
い
破
れ
な
い
仮
装
で
あ
っ
た
」

（K
A

617

）。
し
か
し
そ
の
苦
悩
と
激
情
の
高
ま
り
の
う
ち
に
、
仮
装
と
し
て
の
演
技
は
破
綻
す
る
。
彼
女
は
そ
の
苦
悩
を
も
は
や
隠
し
通

せ
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
と
き
、
女
優
と
し
て
の
彼
女
に
と
っ
て
本
質
的
な
問
題
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

「
仮
装
」
と
し
て
の
外
的
演
技
だ
け
を
続
け
て
い
る
あ
い
だ
は
、
彼
女
と
観
客
の
関
係
は
表
面
的
で
、
一
夜
の
舞
台
を
共
に
す
る
関
係

に
す
ぎ
な
い
。
観
客
の
期
待
に
充
ち
た
視
線
は
俳
優
に
す
で
に
決
め
ら
れ
た
筋
書
き
に
従
っ
て
演
技
す
る
こ
と
を
求
め
る
だ
け
だ
。
し
か

し
そ
う
い
う
演
技
は
わ
び
し
い
模
倣
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
は
ど
れ
ほ
ど
主
体
性
が
残
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
演
技
と
は
創
意
溢
れ
る
行

動
で
あ
り
、「
街
上
や
家
庭
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
未
熟
な
現
実
」（K

A
617

）
を
輝
か
し
い
空
間
へ
変
貌
す
る
創
造
的
な
行
為
で
あ
る
は
ず

な
の
に
。
ロ
シ
ア
の
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
も
挫
折
し
た
。
マ
ル
テ
に
よ
れ
ば
、
彼
は
亡
き
王
に
な
り
代
わ
ろ
う
と
し
て
人
を
欺
く
あ
ら
ゆ
る
演

技
を
続
け
た
が
、
ま
さ
に
真
の
王
と
認
知
さ
れ
た
時
点
か
ら
た
だ
の
哀
れ
な
模
倣
者
に
な
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

（
9
）



『
マ
ル
テ
の
手
記
』
を
読
む�

三
九

の
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
演
じ
、
試
み
、
内
奥
の
生
の
促
し
に
従
っ
て
自
在
に
変
身
し
た
、
そ
の
創
造
的
な
演
技
力
を
喪
失
し
て
。

「
仮
装
」
が
破
れ
、
彼
女
の
む
き
だ
し
の
苦
悩
が
表
出
す
る
と
き
、
こ
の
女
優
は
観
客
と
の
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
を
失
う
。
観
客
は
彼
女

の
裸
の
苦
悩
に
驚
き
、
視
線
を
彼
女
の
内
面
に
無
遠
慮
に
侵
入
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
観
客
は
注
視
す
る
粘
着
的
な
視
線
に
よ
っ
て
、
彼
女

を
容
赦
な
く
客
体
化
・
物
象
化
す
る
。
こ
う
し
て
女
優
の
本
来
的
に
個
人
的
な
情
念
は
、
い
っ
た
ん
外
に
表
さ
れ
る
や
い
な
や
、
た
ち
ま

ち
客
体
と
化
し
、
存
在
の
最
奥
の
意
味
層
か
ら
離
脱
す
る
。
彼
女
は
他
者
の
視
線
に
よ
っ
て
自
分
の
生
の
秩
序
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
の
を

意
識
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
女
は
観
客
か
ら
自
分
を
奪
い
返
そ
う
と
す
る
。
あ
く
ま
で
も
内
発
的
な
演
技
の
輝
か
し
さ
を
喪
失
し
な
い
た
め

に
。

お
前
は
思
わ
ず
恐
ろ
し
い
眼
差
を
払
う
よ
う
に
指
を
ひ
ろ
げ
腕
を
曲
げ
て
観
客
席
へ
向
け
た
。
お
前
は
観
客
の
餌
食
と
な
っ
て
い

る
お
前
の
顔
を
奪
い
返
そ
う
と
し
た
。
お
前
は
お
前
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
お
前
の
共
演
者
た
ち
は
お
び
え
て
し
ま
っ
た
。
牝
豹
と
一

つ
檻
の
な
か
へ
入
れ
ら
れ
た
よ
う
に
書
き
割
り
の
前
を
う
ろ
う
ろ
と
歩
き
ま
わ
り
、
お
前
を
興
奮
さ
せ
る
こ
と
を
怖
れ
て
定
め
ら
れ

た
台
詞
を
し
ゃ
べ
っ
た
。（K

A
618

）

顔
。
そ
れ
は
内
奥
の
生
命
の
発
露
の
先
端
で
あ
る
。
リ
ル
ケ
は
顔
を
ど
れ
ほ
ど
重
視
し
た
こ
と
か
。
路
上
で
驚
い
て
顔
を
失
う
女
の
強

烈
な
イ
メ
ー
ジ
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
と
く
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
少
年
マ
ル
テ
の
仮
装
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
彼
は
仮
面
を
か
ぶ
っ
て

本
来
の
顔
を
失
っ
た
と
き
、
そ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
も
消
滅
し
、
分
厚
い
衣
装
に
飲
み
込
ま
れ
た
。
衣
装
を
着
け
て
演
技
し
よ
う
と

し
た
少
年
の
主
体
性
と
自
由
は
奪
わ
れ
、
衣
装
と
い
う
「
大
き
な
も
の
」
に
よ
っ
て
物
象
化
さ
れ
疎
外
さ
れ
た
。
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こ
の
女
優
は
し
か
し
観
客
の
そ
う
し
た
物
象
化
す
る
視
線
と
拘
束
的
な
期
待
に
よ
る
彼
女
の
主
体
性
の
剥
奪
を
拒
否
す
る
。
彼
女
は
あ

く
ま
で
も
「
測
り
知
れ
な
い
現
実
」（im

m
ense� W

irklichkeit

）、
人
間
の
心
の
見
渡
し
が
た
い
深
み
を
全
身
に
表
現
す
る
演
技
に
よ
っ
て

真
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
ひ
と
え
に
娯
楽
の
た
め
に
劇
場
に
来
た
健
康
な
観
客
は
、
し
か
し
嵐
の
よ
う
な
拍
手
で
そ
れ
を
遮
る
。
生
の
究

極
的
な
真
実
に
向
き
あ
わ
さ
れ
て
自
身
の
慣
習
的
生
活
の
根
本
的
な
再
検
討
を
迫
ら
れ
な
い
よ
う
に
。

観
る
者
と
観
ら
れ
る
者
の
こ
う
し
た
緊
張
し
た
図
式
は
、
ま
さ
に
愛
す
る
者
と
愛
さ
れ
る
者
の
そ
れ
に
直
結
し
よ
う
。
観
ら
れ
る
者
は

愛
さ
れ
る
者
と
等
し
い
受
動
性
に
頽
落
し
、
生
の
根
源
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
失
う
の
だ
。
生
き
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
現
在
達
成
さ
れ

た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
同
様
に
演
技
者
も
、
与
え
ら
れ
た
役
割
を
演
じ
る
だ
け
の
俳
優
と
い
う
社
会
的

な
生
存
形
式
に
安
住
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
女
優
や
偽
デ
メ
ト
リ
ウ
ス
の
よ
う
な
『
手
記
』
の
演
劇
的
実
存
は
、
芸
術
行
為
の

完
全
な
能
動
性
と
主
体
性
の
追
求
、
換
言
す
れ
ば
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
実
現
の
果
て
し
な
い
過
程
の
う
ち
に
、
市
民
的
な
慣
習
的
生

活
次
元
と
そ
れ
を
内
部
か
ら
解
体
し
超
出
す
る
個
人
的
な
生
の
次
元
と
の
緊
張
関
係
を
具
現
す
る
。

レ
ー
ス
の
製
作
者
と
悲
劇
の
女
優
は
、
芸
術
と
生
の
関
わ
り
の
構
図
を
示
し
て
く
れ
る
。
芸
術
家
は
そ
の
生
を
ア
ス
ケ
ー
テ
ィ
ッ
シ
ュ

な
「
愛
の
仕
事
」
に
集
中
す
る
、
そ
う
し
た
持
続
と
し
て
の
生
は
優
美
な
、
あ
る
い
は
（
前
半
部
の
砂
漠
の
音
楽
家
の
よ
う
な
）
強
力
な

芸
術
事
物
の
な
か
に
必
然
的
な
意
味
空
間
を
実
現
す
る
、
そ
し
て
そ
の
生
の
結
晶
作
用
の
行
為
に
お
い
て
彼
女
た
ち
芸
術
家
は
社
会
的
次

元
と
対
立
し
つ
つ
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
過
程
の
ひ
と
つ
び
と
つ
が
、
ま
さ
に
こ
の
世
に
存
在
す
る
こ
と

の
根
源
的
な
肯
定
と
情
熱
に
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
『
手
記
』
の
孤
独
な
芸
術
家
た
ち
は
、

暗
い
禁
欲
主
義
の
う
ち
に
世
を
逃
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
を
鮮
明
に
表
現
す
る
創
造
の
う
ち
に
生
き
る
者
た
ち
な
の
で
あ
る
。
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4　

全
体
的
な
次
元

a　

オ
ラ
ン
ジ
ュ
の
円
形
劇
場
に
て
─
─
「
神
の
場
」
の
啓
示

わ
れ
わ
れ
は
内
発
的
な
生
の
行
為
と
し
て
の
愛
と
芸
術
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
マ
ル
テ
が
構
想
す
る
生
を
支
え
る
最
終
的
な
次
元
に

つ
い
て
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
愛
の
女
や
芸
術
家
は
意
識
的
・
無
意
識
的
に
す
べ
て
こ
の
次
元
を
指
し
示
す
で

あ
ろ
う
。

リ
ュ
ク
サ
ン
ブ
ー
ル
公
園
で
新
聞
を
売
る
盲
目
の
老
人
（
そ
れ
は
ピ
エ
タ
の
イ
エ
ス
を
思
わ
せ
る
）
と
の
出
会
い
は
、
マ
ル
テ
を
神
の

観
想
へ
導
い
て
ゆ
く
。

あ
あ
神
よ
、
あ
な
た
は
こ
う
で
あ
っ
た
の
か
、
と
僕
は
不
意
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
あ
な
た
を
知
る
手
が
か
り
は
た
く
さ
ん
あ

る
。
僕
は
そ
れ
を
ど
れ
も
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
そ
れ
を
思
い
出
そ
う
と
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
あ
な
た
を
は
っ
き
り
と
知
る
こ
と

は
、
ど
ん
な
に
大
き
な
仕
事
を
負
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
つ
い
に
僕
は
そ
れ
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
…
…
ど

う
い
う
こ
と
が
悲
惨
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？　

ど
う
い
う
こ
と
が
幸
福
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
？　

あ
な
た
だ
け
が
そ
れ
を
知
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
る
の
だ
。（K

A
602

）

「
神
」
は
こ
こ
で
は
い
わ
ば
究
極
の
真
理
の
場
、
最
終
的
な
意
味
付
与
者
と
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
テ
は
こ
の
人
知
を
超
え
た
超
越
的
存

在
に
地
上
の
生
の
最
終
的
な
意
味
と
価
値
へ
の
回
答
を
委
ね
る
に
い
た
る
。
マ
ル
テ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
市
民
的
な
価
値
観
や
常
識
的
な
判

断
を
遥
か
に
突
き
ぬ
け
た
最
終
的
な
生
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
開
く
の
で
あ
る
。
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こ
の
新
聞
売
り
と
シ
ャ
ル
ル
六
世
、
そ
の
果
て
し
な
い
忍
耐
に
お
い
て
カ
テ
ド
ラ
ル
の
石
の
彫
刻
の
よ
う
に
不
動
と
な
っ
て
持
続
す
る

こ
れ
ら
の
聖
者
た
ち
は
、
マ
ル
テ
に
対
し
、
地
上
の
生
が
そ
の
悲
惨
な
姿
の
ま
ま
別
の
次
元
に
移
さ
れ
る
消
息
を
啓
示
す
る
。
彼
ら
に
お

い
て
生
は
新
た
な
、
よ
り
高
い
秩
序
の
な
か
へ
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
マ
ル
テ
に
生
の
こ
う
し
た
変
貌
の
具
体
的
な
手
が
か
り
を

示
し
た
の
だ
っ
た
。

日
常
性
の
た
だ
な
か
に
開
か
れ
る
こ
う
し
た
神
秘
的
な
次
元
、「
神
」
の
場
。『
マ
ル
テ
の
手
記
』
は
た
と
え
も
っ
と
も
隠
さ
れ
た
形
で

あ
れ
、
つ
ね
に
こ
の
神
秘
的
、
神
話
的
な
次
元
を
核
と
し
て
、
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
省
察
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
の
レ
ー
ス
製
作
者

た
ち
も
、
そ
の
聖
者
的
な
「
愛
の
仕
事
」
の
持
続
の
た
め
に
、
い
な
が
ら
に
し
て
「
天
国
」
に
移
さ
れ
て
い
た
。
愛
の
女
た
ち
で
あ
れ
、

芸
術
家
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
「
敗
残
者
」
で
あ
れ
、
外
的
な
生
活
形
態
の
差
異
は
本
質
的
に
は
問
わ
れ
な
い
。
た
だ
人
間
が
い
か
な
る
質

の
生
を
、
い
か
な
る
生
の
集
中
と
持
続
を
生
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
徹
底
し
て
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
が
、
比
喩
的
に

い
え
ば
、
聖
化
さ
れ
た
生
の
条
件
な
の
だ
。
で
は
、
彼
ら
が
達
す
る
神
秘
的
・
神
話
的
な
次
元
と
は
い
か
な
る
も
の
か
。

シ
ャ
ル
ル
六
世
の
長
い
テ
ク
ス
ト
と
先
に
述
べ
た
女
優
の
そ
れ
に
挟
ま
れ
て
、
南
仏
オ
ラ
ン
ジ
ュ
の
古
代
円
形
劇
場
で
の
省
察
が
記
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
前
後
の
手
記
で
は
演
劇
に
関
す
る
テ
ー
マ
が
集
中
的
に
論
じ
ら
れ
、
円
形
劇
場
の
手
記
は
、
古
代
の
劇
空
間
に
つ
い
て

の
省
察
と
現
代
の
市
民
劇
の
そ
れ
に
関
す
る
省
察
か
ら
成
っ
て
い
る
。
マ
ル
テ
は
そ
の
古
代
劇
の
舞
台
や
巨
大
な
イ
コ
ン
の
よ
う
に
背
後

に
そ
そ
り
立
つ
石
壁
、
自
然
の
光
や
天
空
に
直
接
す
る
劇
場
全
体
を
眺
め
る
な
か
で
、
不
意
に
古
代
の
運
命
劇
の
再
演
を
幻
視
す
る
。

あ
あ
、
全
く
予
期
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
劇
が
進
行
中
で
あ
っ
た
。
恐
ろ
し
く
大
き
な
超
人
的
な
劇
（ein� im

m
enses,� über-

m
enschliches� D

ram
a

）
が
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
…
…
僕
は
幸
福
な
驚
き
に
わ
れ
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
。
顔
の
よ
う
に
影
が
配
分
さ
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れ
、
中
央
に
口
の
よ
う
に
暗
く
出
入
り
口
が
あ
っ
て
、
上
部
は
巻
き
毛
の
結
髪
の
よ
う
な
軒コ
ル
ニ
ス

蛇
腹
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
の
そ
び
え
立

つ
壁
。
こ
れ
は
す
べ
て
に
扮
す
る
偉
大
な
古
代
の
マ
ス
ク
で
あ
っ
て
、
世
界
は
そ
の
う
し
ろ
に
凝
縮
し
て
顔
に
な
っ
た
。
内
曲
し
た

円
形
の
広
い
観
客
席
に
は
、
待
ち
う
け
る
う
つ
ろ
な
吸
着
的
な
生
活
が
領
し
て
い
た
。
あ
ち
ら
に
の
み
あ
っ
た
、
神
々
と
運
命
と

は
。
そ
し
て
、（
高
く
上
方
に
目
を
向
け
る
と
）
壁
の
頂
き
を
超
え
て
か
な
た
か
ら
悠
久
の
蒼
穹
が
明
る
く
入
場
し
つ
つ
あ
っ
た
。

（K
A

616

）

「
神
々
」
と
「
天
空
」
そ
し
て
「
運
命
」
の
織
り
な
す
宇
宙
的
な
ス
ケ
ー
ル
を
持
っ
た
劇
。
こ
の
劇
の
幻
視
の
瞬
間
に
、
マ
ル
テ
は
彼

の
時
代
の
市
民
社
会
的
劇
空
間
を
超
出
す
る
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ー
ゼ
を
モ
デ
ル
と
し
た
先
の
女
優
は
そ
の
演
技
に
よ
っ
て
「
測
り
知
れ
な

い
現
実
」
に
近
づ
く
の
を
意
識
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
マ
ル
テ
は
そ
う
い
う
経
験
の
究
極
的
な
次
元
に
開
か
れ
た
彼
女
の
演
技

（
す
な
わ
ち
生
）
に
よ
っ
て
彼
女
を
そ
の
古
代
劇
の
空
間
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
み
な
し
、
自
然
に
そ
の
演
技
に
つ
い
て
の
省
察
に
移
っ
て

ゆ
く
。
そ
し
て
神
々
と
人
と
自
然
が
交
わ
り
合
い
、
万
象
が
照
応
す
る
こ
の
宇
宙
的
、
全
体
的
な
劇
空
間
こ
そ
、
天
使
を
も
恐
怖
せ
し
め

た
「
砂
漠
の
音
楽
家
」
の
宇
宙
的
音
楽
空
間
と
と
も
に
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
の
次
元
の
究
極
的
な
メ
タ
フ
ァ
ー
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
空
間
の
幻
視
に
よ
っ
て
マ
ル
テ
は
生
の
祝
祭
的
・
神
話
的
な
次
元
を
構
想
す
る
の
で
あ
る
。
ヨ
ブ
を
想
起
さ
せ
る
あ
の

新
聞
売
り
の
老
人
も
、
そ
の
悲
惨
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
超
越
的
次
元
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。

b　

ブ
ラ
ー
エ
伯
爵
─
─
全
体
的
時
間

オ
ラ
ン
ジ
ュ
で
マ
ル
テ
が
幻
視
し
た
こ
の
古
代
的
な
聖
な
る
劇
空
間
は
単
な
る
想
像
さ
れ
た
空
間
で
は
な
い
。
そ
れ
は
古
代
の
彼
方
か
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ら
思
い
が
け
ず
現
前
し
た
空
間
で
あ
る
。
過
去
と
現
在
が
生
き
生
き
と
交
差
す
る
そ
の
次
元
は
深
く
時
間
の
相
貌
を
お
び
て
い
る
。

そ
う
し
た
次
元
を
言
葉
に
よ
っ
て
現
前
さ
せ
る
の
が
マ
ル
テ
の
祖
父
ブ
ラ
ー
エ
伯
爵
で
あ
る
。
彼
は
過
去
と
同
様
未
来
の
こ
と
も
、
ま

る
で
今
眼
前
に
見
て
い
る
こ
と
の
よ
う
に
、
あ
り
あ
り
と
語
る
。
彼
に
つ
い
て
、

祖
父
に
は
過
去
と
現
在
と
の
区
別
は
全
く
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
。
死
は
小
さ
な
出
来
ご
と
で
、
全
く
無
視
さ
れ
た
。
一
度
記
憶

に
残
っ
た
人
物
は
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
て
、
死
ん
だ
こ
と
は
全
く
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
老
主
人
が
亡
く
な
っ
て
何
年
も

た
っ
て
か
ら
、
み
ん
な
は
彼
が
未
来
と
現
在
と
を
も
、
同
じ
よ
う
に
か
た
く
な
に
混
同
し
た
こ
と
を
語
り
合
っ
た
。
彼
は
あ
る
若
い

婦
人
に
向
か
い
、
そ
の
息
子
た
ち
の
こ
と
を
話
し
、
こ
と
に
そ
の
一
人
の
旅
行
に
つ
い
て
こ
ま
ご
ま
と
話
し
た
そ
う
で
、
そ
の
婦
人

は
最
初
の
子
供
を
懐
妊
し
て
ま
だ
三
月
た
っ
た
ば
か
り
の
と
き
で
あ
っ
た
の
で
、
し
ゃ
べ
り
続
け
る
老
人
の
前
に
驚
き
と
恐
怖
の
あ

ま
り
気
が
遠
く
な
り
そ
う
に
な
っ
て
す
わ
っ
て
い
た
そ
う
で
あ
っ
た
。（K

A
475

）

ブ
ラ
ー
エ
伯
は
過
去
、
現
在
、
未
来
の
全
時
間
を
ひ
と
つ
の
全
体
と
し
て
同
時
的
に
と
ら
え
る
。
し
か
し
そ
れ
は
時
間
性
そ
の
も
の
の

消
去
を
意
味
し
な
い
。
砂
漠
の
音
楽
家
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
は
か
な
く
流
れ
去
る
音
楽
を
リ
ル
ケ
は
否
定
的
に
受
け
止
め
て

い
た
。
し
か
し
強
力
な
音
楽
に
お
け
る
よ
う
な
生
命
の
凝
縮
体
と
し
て
の
音
楽
を
彼
は
否
定
し
な
い
。
同
様
に
彼
は
時
間
を
否
定
し
な

い
。
そ
も
そ
も
静
止
的
に
空
間
化
し
た
時
間
と
い
う
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
生
命
を
喪
失
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ル
ケ
が
肯
う
時
間

は
い
っ
さ
い
の
時
間
が
同
時
的
に
現
前
、
現
在
化
し
た
時
間
で
あ
る
。
過
去
の
時
間
の
祝
祭
的
な
現
在
化
で
あ
る
。
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
、

日
常
生
活
を
構
成
す
る
「
水
平
の
時
間
」、
水
平
の
歴
史
の
地
平
を
垂
直
に
分
断
す
る
特
権
的
な
瞬
間
を
「
垂
直
の
時
間
」
と
呼
び
、
両
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者
を
質
的
に
区
別
し
て
い
る
。
そ
し
て
後
者
は
「
高
揚
し
た
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ツ
」
の
「
詩
的
瞬
間
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
も
っ
と
も
隔

た
り
、
相
異
な
っ
た
対
立
物
が
同
時
性
の
拡
が
り
と
深
み
の
な
か
に
両
立
す
る
。
こ
れ
は
マ
ル
テ
の
時
間
意
識
に
も
い
え
る
こ
と
だ
。
リ

ル
ケ
は
同
じ
パ
リ
時
代
に
成
立
し
た
『
新
詩
集
』
の
「
日
時
計
の
天
使
」
に
お
い
て
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
し
た
。「
こ
の
（
日
時
計
の
）

上
で
は
一
日
の
す
べ
て
の
数
が
同
時
に
、
等
し
く
真
実
に
、
深
い
均
衡
を
な
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
す
べ
て
の
時
が
ゆ
た
か
に
成
熟
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
」（K

A
1
,� S. 462

）。
こ
う
し
た
現
在
の
充
実
し
た
時
間
意
識
の
な
か
で
、
遠
い
記
憶
が
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
り
、

遠
い
過
去
が
生
動
す
る
現
在
と
し
て
内
的
に
生
き
ら
れ
る
の
だ
。

オ
ラ
ン
ジ
ュ
の
古
代
的
な
劇
空
間
の
幻
視
は
こ
の
よ
う
な
時
間
意
識
に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
悠
久
の
神
々
や
自
然
と

人
と
の
歴
史
を
超
え
た
こ
の
神
話
的
な
共
生
の
経
験
は
、
ま
た
そ
の
時
間
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
う
ち
に
、
リ
ル
ケ
の
生
涯
の
課
題
で
あ
る

「
未
来
の
新
た
な
る
神
」
の
創
始
へ
の
契
機
を
内
包
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
時
間
に
つ
い
て
見
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
凝
縮
し
た
濃
密
な
全
体
的
時
間
を
創
始
す
る
の
は
あ
る
本
能
的
な
生
命
力
な
の
だ
。

ブ
ラ
ー
エ
伯
に
遠
い
過
去
や
未
来
を
呼
び
出
さ
せ
、
現
前
さ
せ
る
の
は
、
彼
の
内
面
に
炸
裂
す
る
創
造
力
で
あ
る
。
彼
が
ア
ベ
ロ
ー
ネ
に

回
想
を
口
述
さ
せ
た
と
き
、
彼
の
魂
か
ら
ほ
と
ば
し
る
言
葉
に
よ
っ
て
ア
ベ
ロ
ー
ネ
に
は
昔
の
人
物
が
生
き
て
見
え
た
と
い
う
。

（K
A

562

）

ブ
ラ
ー
エ
伯
は
い
う
。「
彼
（
ベ
ル
マ
ー
レ
侯
）
が
彼
の
な
か

4

4

（
強
調
、
原
文
）
に
生
き
て
い
る
過
去
だ
け
を
信
じ
た
の
を
、
快
く
思

わ
な
か
っ
た
者
が
た
く
さ
ん
い
た
こ
と
は
む
ろ
ん
で
あ
る
。
取
る
に
た
ら
な
い
過
去
（der� K

ram

）
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
そ
れ
を
血

の
な
か
に
持
っ
て
い
る
場
合
に
の
み
意
味
が
あ
る
こ
と
を
、
世
間
の
者
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」（K

A
561

）。
過
去
の
歴
史
の

出
来
事
が
人
間
に
対
し
て
意
味
を
持
ち
う
る
の
は
、
そ
れ
が
彼
自
身
の
生
の
水
脈
の
な
か
へ
深
く
根
を
お
ろ
し
、
み
ず
か
ら
に
深
く
か
か
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わ
る
出
来
事
と
し
て
主
体
的
・
創
造
的
に
生
き
ら
れ
る
と
き
し
か
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
歴
史
は
た
だ
の
史
実
の
堆
積
に
す
ぎ
な
く

な
る
。
他
な
ら
ぬ
過
去
の
生
き
生
き
と
し
た
追
体
験
、
躍
動
す
る
再
生
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
無
数
の
人
々
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て
き
た

普
遍
的
な
真
実
が
新
た
に
生
き
ら
れ
る
の
だ
。
マ
ル
テ
が
シ
ャ
ル
ル
六
世
に
聖
性
の
範
例
を
見
て
、
そ
れ
を
み
ず
か
ら
生
き
よ
う
と
す
る

よ
う
に
。
そ
れ
は
歴
史
の
限
り
な
く
個
人
的
な
再
生
で
あ
り
、
創
始
で
あ
る
。
ブ
ラ
ー
エ
伯
が
「
書
籍
は
空
虚
で
あ
る
」（K

A
561

）
と

い
う
と
き
、
彼
は
創
造
的
な
生
を
損
な
う
退
廃
の
原
因
と
し
て
、
普
遍
的
と
さ
れ
て
き
た
価
値
や
真
理
を
相
対
化
し
て
「
価
値
の
ア
ナ
ー

キ
ー
」（
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
）
を
も
た
ら
し
た
一
九
世
紀
末
の
実
証
主
義
的
歴
史
観
、
歴
史
主
義
を
批
判
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

は
ま
た
ブ
ル
ク
ハ
ル
ト
や
ニ
ー
チ
ェ
の
文
明
批
判
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

続
け
て
ブ
ラ
ー
エ
伯
は
い
う
。「
重
要
な
の
は
血
で
あ
る
。
血
を
読
む
日
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ベ
ル
マ
ー
レ
は
血
の
な
か
に
驚
く

べ
き
物
語
と
不
思
議
な
さ
し
絵
と
を
持
っ
て
い
た
。
ど
の
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
も
輝
か
し
い
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
彼
の
血
に
は
空
白
な

ペ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
」（K

A
561

）。
ベ
ル
マ
ー
レ
侯
や
ブ
ラ
ー
エ
伯
、
砂
漠
の
音
楽
家
や
シ
ャ
ル
ル
豪
胆
王
、
そ
し
て
愛
の
女
た
ち
は
、

湧
き
立
つ
血
の
な
か
に
、
生
命
の
激
し
い
躍
動
の
な
か
に
人
格
の
諸
要
素
を
不
断
に
統
合
す
る
力
を
所
有
す
る
。
彼
ら
は
、
肥
大
し
た
主

知
主
義
の
た
め
に
生
命
が
犠
牲
に
さ
れ
、
全
体
的
・
持
続
的
人
格
か
ら
瞬
間
的
意
識
へ
と
拡
散
し
た
近
代
的
自
我
、
近
代
的
デ
カ
ダ
ン
ス

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。
彼
ら
の
芸
術
作
品
あ
る
い
は
強
力
に
結
晶
し
た
自
我
は
創
造
的
生
の
フ
ォ
ル
ム
で
あ
り
、
そ
の
生
は
つ
ね

に
彼
ら
の
自
己
を
超
え
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
血
に
よ
っ
て
、
激
し
い
生
命
力
に
よ
っ
て
、
持
続
す
る
愛
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
物
語
る

こ
と
。
マ
ル
テ
は
そ
の
よ
う
な
自
己
表
現
を
生
の
衰
弱
の
克
服
の
道
と
考
え
る
。
マ
ル
テ
に
は
、
彼
ら
の
よ
う
に
主
体
的
に
語
る
こ
と
、

書
く
こ
と
こ
そ
、
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
。

マ
ル
テ
も
ま
た
祖
父
ブ
ラ
ー
エ
老
伯
爵
同
様
、
過
去
の
も
の
を
現
在
の
も
の
と
等
し
く
現
存
す
る
も
の
と
み
な
す
。
想
起
や
読
書
を
通

（
10
）
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し
て
得
た
、
中
世
か
ら
現
代
に
い
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
物
の
行
動
は
す
べ
て
マ
ル
テ
の
現
在
に
収
斂
し
、
彼
自
身
の
出
来
事
と
し
て
展
開

す
る
。
そ
の
意
味
で
彼
ら
は
み
な
メ
タ
フ
ァ
ー
的
存
在
で
あ
り
、「
彼
（
マ
ル
テ
）
の
苦
悩
の
語
彙
」
に
他
な
ら
な
い
。
彼
ら
は
マ
ル
テ

と
「
同
じ
原
子
価
、
同
じ
永
遠
性
、
同
じ
生
き
た
具
体
性
を
持
っ
て
い
る
」。
歴
史
上
の
出
来
事
は
思
考
す
る
マ
ル
テ
の
極
小
の
意
識
へ

と
収
斂
さ
れ
る
。
過
去
は
現
在
と
等
価
と
さ
れ
、
内
在
的
に
よ
み
が
え
る
。
こ
う
し
て
マ
ル
テ
は
彼
の
世
界
像
を
再
び
存
在
の
全
体
的
な

意
味
連
関
の
な
か
に
還
そ
う
と
す
る
。
こ
の
広
い
世
界
に
超
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
生
の
退
廃
を
克
服
す
る
道
筋
を
考
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ー
エ
伯
と
異
な
っ
て
、
彼
は
ま
だ
そ
の
よ
う
な
生
を
経
験
的
に
は
語
れ
な
い
。
生
の
断
章
的
な
見
取
り
図
や

数
々
の
文
明
批
評
的
考
察
を
語
る
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
創
造
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
に
い
た
る
道
は
茨
の
道
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
テ
は

「
こ
こ
か
ら
は
す
ぐ
れ
た
語
り
手
が
ほ
し
い
、
語
り
手
が
」
と
告
白
せ
ざ
る
を
え
な
い
。（K

A
588

）
い
つ
か
彼
も
ま
た
内
的
生
命
の
促
し

に
よ
っ
て
ブ
ラ
ー
エ
の
よ
う
に
「
真
に
語
る
」（w

irklich� erzählte

）（K
A

559

）
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
彼
を
囲
む
不

透
明
な
世
界
が
再
び
輝
か
し
い
意
味
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

手
記
の
最
後
、
聖
書
の
放
蕩
息
子
の
た
と
え
話
に
想
を
得
た
寓
話
は
、
日
記
体
、
叙
事
的
想
起
、
年
代
記
の
断
片
、
哲
学
的
省
察
な
ど

と
同
等
な
、
マ
ル
テ
が
選
択
し
た
一
様
式
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、『
手
記
』
の
主
題
を
総
括
す
る
章
ゆ
え

に
、
最
後
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
手
記
』
最
後
は
こ
う
終
わ
っ
て
い
る
。「
彼
（
放
蕩
息
子
）
は
た
だ
一
人
だ
け
が
彼
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
を
感
じ
て
い
た
。
そ

の
一
人
は
ま
だ
彼
を
愛
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」（K

A
635

）。
じ
つ
に
象
徴
的
な
終
わ
り
方
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
究
極
的
な
超
越
的
存

在
は
ま
だ
こ
の
マ
ル
テ
の
分
身
・
放
蕩
息
子
を
愛
そ
う
と
は
し
な
い
。
超
越
者
と
の
人
格
的
な
関
係
は
遠
い
。
あ
く
ま
で
も
絶
対
の
孤
独

の
う
ち
に
地
上
の
課
題
に
と
ど
ま
ろ
う
と
す
る
放
蕩
息
子
は
、
そ
の
高
み
に
入
る
の
を
望
ま
な
い
。
彼
は
な
お
、
世
界
と
生
の
神
秘
を
知

（
11
）

（
12
）
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り
語
る
天
使
的
な
言
語
を
求
め
て
旅
す
る
途
上
に
あ
る
。

（
1
）　

こ
う
し
た
現
代
文
明
と
田
園
と
い
う
対
立
に
は
、
世
紀
転
換
期
に
流
行
し
た
文
化
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
変
奏
を
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

（
2
）　D

orothea� Lauterbach:�“ D
ie� A

ufzeichnungen� des� M
alte� Laurids� B

rigge�(=
M

LB)”� in:� Rilke H
andbuch,� J.� B.� M

etzlersche� Verlagsbuch-
handlung� und� C

arl� Ernst� Peschel� V
lg.,� 2004,� S. 324f.　

世
紀
末
デ
カ
ダ
ン
ス
の
主
題
で
あ
る
個
人
＝
芸
術
家
と
大
衆
と
い
う
観
点
で
、
マ
ル
テ

の
テ
ク
ス
ト
は
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
ジ
ン
メ
ル
が
分
析
し
た
よ
う
な
社
会
学
的
現
象
に
関
連
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
リ
ル
ケ
の
意
識
は
そ
れ
に

と
ど
ま
ら
な
い
。

（
3
）　Lauterbach,� S. 321

（
4
）　

V
・
フ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
宛
て
の
一
九
二
五
年
一
一
月
一
〇
日
付
け
書
簡
。

（
5
）　Ernst� Fedor� H

offm
ann

は
フ
ュ
レ
ボ
ル
ン
の
考
察
を
い
っ
そ
う
進
め
て
い
る
。H

offm
ann:� Zum

� dichterischen� Verfahren� in� R
ilkes�“ M

LB”�
in:  M

aterialien zu Rainer M
aria Rilke “M

LB”,� Suhkam
p� Taschenbuch� V

lg.,� 1974

（
6
）　
「
ひ
と
り
で
負
い
つ
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
経
験
」
の
原
文
はbesondere� D

inge,� die� nur� für� Einen� gem
eint� sind

で
あ
り
、「
た
だ
一
人

の
方
に
の
み
意
味
が
明
ら
か
で
あ
る
特
別
な
物
事
」
と
も
訳
し
う
る
。
と
く
に
こ
のEinen

は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
に
な
っ
て
い
る
。
負
う
人
間
主
体

と
解
し
う
る
し
、
他
方
『
手
記
』
最
後
の
「
一
人
」
と
同
一
者
、
さ
ら
に
盲
目
の
新
聞
売
り
の
箇
所
で
言
及
さ
れ
た
究
極
の
意
味
場
と
し
て
の
超

越
的
存
在
と
も
解
し
う
る
。

（
7
）　

ア
ン
ジ
ュ
ロ
ス
『
リ
ル
ケ
』、
新
潮
社
、
一
九
五
九
年
、
二
四
五
頁
。
テ
ク
ス
ト
で
は
と
く
にK

A
599,� 619

（
8
）　

シ
ャ
ル
ル
王
の
意
義
に
つ
い
て
は
次
の
論
文
が
深
い
読
み
を
示
し
て
い
る
。W

illiam
� Sm

all:�“ K
arl� V

I.—
A

as� und� H
eiliger.� Zu� R

ilkes�
M

alte- R
om

an”:� in� Rilke heute,� Suhrkam
p� Taschenbuch� V

lg.,� 1975

（
9
）　Rilke / Lou Andreas-Salom

é Briefw
echsel,� 1897- 1926,� hrsg.� v.� Ernst� Pfeiffer,� Insel,� 1975,� S. 94

（
10
）　Lauterbach

は
『
手
記
』
に
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
は
な
い
と
い
う
。
た
し
か
に
狂
乱
的
な
要
素
は
な
い
が
、
ブ
ラ
ー
エ
伯
や
砂
漠
の

音
楽
家
の
う
ち
に
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
生
命
力
を
見
る
の
は
可
能
で
あ
る
。

（
11
）　

V
・
フ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
宛
て
の
上
掲
書
簡

（
12
）　

そ
う
し
た
意
味
連
関
を
後
期
リ
ル
ケ
は
天
使
の
領
域
に
置
く
だ
ろ
う
。

テ
ク
ス
ト
に
は
次
の
全
集
を
使
用
し
、
引
用
個
所
に
はK

A

と
ペ
ー
ジ
番
号
を
記
し
た
。
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m
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 Bdn.,� Insel,� 1996,� B
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�
ま
た
本
テ
ク
ス
ト
の
邦
訳
引
用
に
は
基
本
的
に
望
月
市
恵
訳
（
岩
波
文
庫
）
を
使
用
し
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。

解
釈
に
あ
た
っ
て
は
脚
注
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文
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に
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