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大
い
な
る
遺
産

野
　
崎
　
　
　
歓

〈
な
ぜ
プ
ル
ー
ス
ト
の
み
が
…
…
〉

マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
の
栄
光
は
、
年
を
追
う
ご
と
に
い
っ
そ
う
輝

き
を
増
し
、
そ
の
作
品
は
評
価
を
高
め
続
け
て
い
る
。
彼
の
同
時
代
の
偉

大
な
小
説
家
た
ち
が
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
ジ
ッ
ド
を
始
め
と

し
て
、
多
く
は
か
つ
て
に
比
べ
て
読
ま
れ
な
く
な
り
、
一
般
読
者
か
ら
は

徐
々
に
忘
れ
ら
れ
つ
つ
あ
る
か
に
見
え
る
の
に
対
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
世

界
的
に
、
い
よ
い
よ
読
者
を
増
す
一
方
で
あ
る
。
優
れ
た
翻
訳
が
複
数
、

同
時
に
文
庫
で
刊
行
さ
れ
つ
つ
あ
る
日
本
の
現
況
は
、
そ
う
し
た
事
実
を

浮
き
彫
り
に
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
プ
ル
ー
ス
ト
の
み
が
、
と
思
わ
ず
嘆
息
し
た
く
な

る
ほ
ど
の
、
そ
の
い
わ
ば
一
人
勝
ち
状
態
は
、
他
の
作
家
の
犠
牲
の
上
に

成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
さ
え
思
え
る
ほ
ど
で
あ
り
、
実
際
、
そ

う
問
い
か
け
る
現
代
作
家
も
存
在
す
る
。
ま
ず
そ
ん
な
さ
さ
や
か
な
反
抗

の
身
ぶ
り
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
、
二
十
世
紀
を
越
え
て
こ
の
二
十
一
世

紀
、
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
た
ち
が
い
か
に
プ
ル
ー
ス
ト
を
意
識
し
て
い
る
の

か
、
あ
る
い
は
意
識
し
て
い
な
い
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

小
説
家
で
あ
り
エ
ッ
セ
ー
、
伝
記
に
も
筆
の
冴
え
を
見
せ
る
ク
ロ
ー

ド
・
ア
ル
ノ
ー
は
、『
ス
ワ
ン
家
の
ほ
う
へ
』
刊
行
か
ら
百
年
目
に
あ
た

る
二
〇
一
三
年
、『
プ
ル
ー
ス
ト
・
コ
ン
ト
ル
・
コ
ク
ト
ー
』
と
い
う
本

を
刊
行
し
た
。
表
題
は
コ
ク
ト
ー
に
あ
ら
が
う
プ
ル
ー
ス
ト
、
あ
る
い
は

よ
り
単
純
に
プ
ル
ー
ス
ト
対
コ
ク
ト
ー
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う

か
。
ア
ル
ノ
ー
は
詳
細
な
コ
ク
ト
ー
伝
の
著
者
だ
が
1
、『
プ
ル
ー
ス
ト
・

コ
ン
ト
ル
・
コ
ク
ト
ー
』
で
は
二
人
の
同
時
代
人
の
あ
い
だ
の
長
き
に
わ

た
る
交
流
を
跡
づ
け
、
最
初
の
う
ち
は
、
年
下
な
が
ら
早
々
と
天
才
少
年

と
し
て
デ
ビ
ュ
ー
し
文
学
界
、
社
交
界
の
寵
児
と
な
っ
た
コ
ク
ト
ー
の
ほ

	

―
プ
ル
ー
ス
ト
と
現
代
フ
ラ
ン
ス
小
説



182

う
が
は
る
か
に
派
手
な
存
在
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
プ
ル
ー
ス
ト
没

後
、
そ
の
優
劣
が
逆
転
し
、
プ
ル
ー
ス
ト
が
圧
倒
的
な
優
位
を
得
る
に
至

っ
た
プ
ロ
セ
ス
を
辿
っ
て
い
る
。
い
ろ
い
ろ
と
面
白
い
細
部
を
含
む
本
だ

が
、
結
論
だ
け
を
取
り
出
し
て
お
こ
う
。

私
が
コ
ク
ト
ー
を
愛
す
る
の
は
、
彼
が
そ
の
作
品
の
中
に
私
が
介
入

す
る
た
め
の
余
地
を
残
し
て
く
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
空
欄
を
埋

め
て
み
る
よ
う
促
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
私
が
プ
ル
ー
ス

ト
を
恐
れ
る
の
は
、
そ
の
押
し
の
強
い
知
性
と
四
方
に
触
手
を
伸
ば

す
よ
う
な
感
性
が
、
私
に
も
彼
と
同
じ
よ
う
に
考
え
る
よ
う
強
制
し
、

私
を
単
な
る
読
者
の
状
態
に
引
き
戻
し
、
こ
ち
ら
を
不
安
に
さ
せ
る

よ
う
な
や
り
方
で
私
を
侵
略
し
て
く
る
か
ら
だ
。
コ
ク
ト
ー
で
あ
れ

ば
私
は
と
き
お
り
、
自
分
が
コ
ク
ト
ー
で
あ
る
と
想
像
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
〝
な
る
〞
な
ど
と
い
う
の
は
、
と
り
わ
け

一
人
の
作
家
に
と
っ
て
、
致
命
的
な
降
参
の
形
で
あ
る
よ
う
に
思
え

る
だ
ろ
う
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
読
者
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
で
、
読
者

を
殺
す
の
だ
。2

　

い
さ
さ
か
き
つ
い
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
、
も
し
現
代
作

家
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
巨
大
さ
を
本
気
で
意
識
す
る
な
ら
、
こ
れ
く
ら
い
の

恐
怖
を
抱
い
て
当
然
だ
ろ
う
と
い
う
気
も
す
る
。
そ
の
点
で
、
い
ま
の
一

節
に
続
く
ア
ル
ノ
ー
の
言
葉
も
興
味
深
い
。
プ
ル
ー
ス
ト
の
成
し
遂
げ
た

こ
と
に
対
す
る
畏
怖
が
現
代
作
家
を
委
縮
さ
せ
か
ね
な
い
の
だ
と
ア
ル
ノ

ー
は
い
う
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
は
自
分
自
身
に
と
っ
て
有
害
で
あ
っ
た
。
彼
に
近
い

者
た
ち
に
と
っ
て
有
害
で
あ
っ
た
の
と
同
様
に
。
彼
は
自
己
犠
牲
を

あ
ま
り
に
遠
く
ま
で
推
し
進
め
た
の
で
、
殺
害
者
で
あ
り
な
が
ら
聖

人
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
ハ
ー
ド
ル
を
あ

ま
り
に
高
く
設
定
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ
以
来
作
家
は
、

ほ
と
ん
ど
自
作
と
と
も
に
死
ぬ
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
プ

ル
ー
ス
ト
は
も
は
や
、
思
い
出
す
た
め
に
し
か
生
き
て
は
い
な
か
っ

た
。
生
き
る
た
め
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
を
忘
れ
る
す
べ
を
知
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。3

こ
れ
が
ア
ル
ノ
ー
の
本
の
結
論
部
分
な
の
だ
が
、「
有
毒
」
だ
と
か
、

「
プ
ル
ー
ス
ト
を
忘
れ
る
す
べ
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
だ
と
か
と

い
っ
た
表
現
は
、
エ
ッ
セ
ー
全
体
で
説
か
れ
て
い
る
内
容
に
照
ら
し
て
み

る
な
ら
ば
、
人
生
の
毎
瞬
を
い
わ
ば
十
全
に
味
わ
い
、
情
熱
的
に
生
き
た

人
と
し
て
の
コ
ク
ト
ー
に
対
し
、「
文
学
と
い
う
宗
教
」
の
使
徒
と
し
て

す
べ
て
を
作
品
創
造
の
た
め
に
捧
げ
、
親
し
い
者
た
ち
と
の
関
係
、
さ
ら

に
は
自
分
自
身
の
生
命
そ
の
も
の
ま
で
を
犠
牲
に
し
て
、
そ
れ
と
引
き
か

え
に
墳
墓
と
し
て
の
偉
大
な
書
物
を
得
た
プ
ル
ー
ス
ト
と
い
う
対
比
的
図

式
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
「
ハ
ー
ド
ル
を
あ
ま
り
に

高
く
設
定
し
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ア
ル
ノ
ー
が
プ
ル
ー
ス

ト
の
作
品
を
高
く
評
価
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。「
プ
ル
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ー
ス
ト
を
忘
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
は
い
う
も
の
の
、
し
か
し
忘
却

が
意
志
的
行
為
と
は
な
り
に
く
い
こ
と
は
プ
ル
ー
ス
ト
自
身
の
作
品
が
照

ら
し
出
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
ま
さ
し
く
、
ア
メ
リ
カ
の

批
評
家
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
が
か
つ
て
提
唱
し
た
「
影
響
の
不
安
」
概

念
の
典
型
的
な
実
例
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
4
。

　

そ
の
名
に
値
す
る
重
要
な
、「
強
い
詩
人
」
は
先
行
す
る
卓
越
し
た
詩

人
た
ち
と
、
死
ぬ
ま
で
執
拗
に
格
闘
し
続
け
る
。
そ
れ
は
影
響
を
受
け
ざ

る
を
得
な
い
者
が
、
自
ら
の
胸
中
に
湧
き
起
こ
る
さ
ま
ざ
ま
な
不
安
と
い

か
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
か
と
い
う
戦
い
で
も
あ
る
と
い
う
の
が
、
ブ
ル

ー
ム
が
「
影
響
の
不
安
」
論
で
説
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
先
行
者
の
落
と
す

影
」
の
支
配
と
の
葛
藤
を
い
か
に
発
展
的
、
創
造
的
に
解
消
す
る
か
。
そ

こ
に
ブ
ル
ー
ム
は
文
学
創
造
の
重
要
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
見
出
し
、
六
つ

の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て
い
る
。
先
行
者
を
曲
解
す
る
「
ク
リ
ナ
メ
ン
」
型
、

連
続
性
を
否
定
す
る
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
型
、
云
々
と
い
っ
た
そ
の
分
類
学

に
こ
こ
で
く
わ
し
く
つ
き
あ
う
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
重
要
な
の
は
、
遅

れ
て
き
た
者
が
先
行
者
を
と
き
に
は
歪
曲
し
つ
つ
取
り
入
れ
、
つ
い
に
は

そ
の
立
場
を
奪
う
と
い
う
、「
強
い
」
詩
人
の
誕
生
に
と
っ
て
不
可
欠
と

ブ
ル
ー
ム
の
み
な
す
過
程
を
生
き
う
る
か
ど
う
か
と
い
う
一
点
で
あ
る
。

詩
の
み
な
ら
ず
文
学
一
般
に
適
応
し
う
る
点
に
ブ
ル
ー
ム
の
概
念
の
面
白

さ
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
小
説
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
た

と
き
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
ま
さ
し
く
彼
自
身
が
、
影
響
の
不
安
を
乗
り
越
え
、

シ
ャ
ト
ー
ブ
リ
ア
ン
や
バ
ル
ザ
ッ
ク
や
ゾ
ラ
と
い
っ
た
偉
大
な
先
行
者
た

ち
の
仕
事
を
取
り
入
れ
な
が
ら
そ
の
立
場
を
奪
い
、
ブ
ル
ー
ム
の
言
葉
を

借
り
る
な
ら
「
あ
た
か
も
時
間
の
専
制
が
ほ
と
ん
ど
覆
さ
れ
た
」
か
の
よ

う
な
成
果
を
上
げ
た
。
つ
ま
り
「
読
者
は
（
…
）
遅
れ
て
き
た
者
た
ち
が

先
祖
た
ち
に
よ
っ
て
模
倣
さ
れ
て
い
る
と
ま
で
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」

5
と
い
う
ほ
ど
の
存
在
に
な
り
え
た
例
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し

て
逆
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
以
降
の
作
家
た
ち
で
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
用
い
て
プ

ル
ー
ス
ト
を
乗
り
越
え
る
、
あ
る
い
は
プ
ル
ー
ス
ト
が
逆
に
模
倣
者
で
あ

る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
ほ
ど
の
偉
大
な
達
成
を
も
た
ら
し
た
作
家

が
い
る
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
肯
定
的
に
は
答
え
に
く
い
。

〈
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
〉

　

し
か
し
、
ブ
ル
ー
ム
に
せ
よ
ア
ル
ノ
ー
に
せ
よ
、
先
行
者
の
偉
大
さ
を

あ
ま
り
息
苦
し
く
と
ら
え
す
ぎ
て
い
る
き
ら
い
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。

影
響
関
係
の
呪
縛
が
あ
ま
り
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
、
自
由
を
奪
う
も
の
と
し

て
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
び
え
た
つ
高

峰
を
遠
く
に
眺
め
な
が
ら
異
な
る
方
向
を
選
択
し
、
自
ら
の
道
を
歩
ん
で

い
く
と
い
う
の
が
、
多
く
の
小
説
家
た
ち
に
と
っ
て
の
現
実
的
な
ス
タ
ン

ス
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
二
十
一
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
例
に
限
る

な
ら
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
の
関
係
で
三
つ
の
観
点
か
ら
状
況
を
分
析
で
き
そ

う
な
気
が
す
る
。

第
一
に
、
一
人
称
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
第
二
に
、

そ
れ
と
関
連
し
て
主
観
的
、
内
面
的
な
で
き
ご
と
の
物
語
と
い
う
こ
と
、

そ
し
て
第
三
に
記
憶
、
あ
る
い
は
過
去
の
問
題
で
あ
る
。
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プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
は
事
実
上
、
も
っ
と
も
巨
大
な
一
人
称
小
説
と
い

う
ふ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
、
マ
ル
セ
ル
の
名
が
周
到

に
伏
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
に
せ
よ
、
小
説
全
編
に
わ
た
っ
て

自
伝
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
登
場
人
物
の
背
後
に
さ
ま
ざ
ま

な
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
三
人
称
で
は
な

く
一
人
称
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、「
私
」
の
体
験
と
し
て
文

学
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
選
択
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
鈴
木
道
彦
は
プ
ル
ー

ス
ト
の
文
学
に
つ
い
て
「
全
体
性
」
と
い
う
語
を
し
ば
し
ば
用
い
て
い
る

が
6
、
ま
さ
し
く
一
人
の
作
家
が
自
ら
の
人
生
の
全
体
を
投
じ
た
作
品
と

い
う
印
象
が
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
の
特
別
な
重
み
に
つ
な
が
っ
て

い
る
。

そ
う
し
た
一
人
称
の
記
述
が
、
二
十
世
紀
終
盤
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

フ
ラ
ン
ス
小
説
の
も
っ
と
も
顕
著
な
潮
流
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

は
、
い
っ
た
い
プ
ル
ー
ス
ト
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
い

わ
ゆ
る
「
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
流
行
現
象
で
あ
る
。
日
本
で
は
ア

ニ
ー
・
エ
ル
ノ
ー
の
『
シ
ン
プ
ル
な
情
熱
』（
一
九
九
一
年
）
が
少
し
前
に

話
題
に
な
っ
た
が
、
あ
の
作
品
な
ど
を
代
表
例
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
あ

る
い
は
エ
ル
ヴ
ェ
・
ギ
ベ
ー
ル
の
一
連
の
、
エ
イ
ズ
闘
病
の
日
々
を
つ
づ

る
テ
ク
ス
ト
。
さ
ら
に
は
日
本
で
は
紹
介
さ
れ
て
い
な
い
が
、
父
親
と
の

近
親
相
姦
関
係
を
は
じ
め
自
ら
の
実
体
験
の
数
々
を
次
々
に
作
品
化
し
て

い
る
ク
リ
ス
チ
ー
ヌ
・
ア
ン
ゴ
な
ど
が
「
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
の
よ

く
知
ら
れ
た
例
と
し
て
思
い
浮
か
ぶ
7
。
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス
の

『
愛
人
』（
一
九
八
四
年
）
を
ひ
と
つ
の
起
源
、
規
範
と
す
る
、
そ
れ
ら
虚

構
と
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
は
ざ
ま
に
位
置
す
る
よ
う
な
作
品
に
う
か
が
え
る

大
き
な
特
徴
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
作
品
の
中
核
に
据
え
た

も
の
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
赤
裸
々
な
、
な
ど
と
い
う
古
臭
い
形
容
を
改

め
て
引
っ
張
り
出
し
て
き
た
く
な
る
作
品
が
多
い
の
だ
が
、
そ
の
作
者
が

主
と
し
て
女
性
、
あ
る
い
は
性
的
な
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
属
す
る
人
物
で
あ

る
点
も
特
徴
に
数
え
ら
れ
る
。
一
種
の
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
的
性
格
を
、
オ

ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
強
く
帯
び
て
い
る
。
か
つ
て
ミ
シ
ェ
ル
・
レ
リ
ス

が
唱
え
た
「
闘
牛
と
し
て
考
察
さ
れ
た
文
学
」8
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
、

自
ら
を
さ
ら
け
出
す
勇
敢
な
企
て
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
同
時

に
文
体
は
お
し
な
べ
て
カ
ジ
ュ
ア
ル
で
、
現
在
形
を
多
用
し
、
い
わ
ば
即

効
性
の
あ
る
ス
タ
イ
ル
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
主
題
を
な
す
出
来

事
と
書
い
て
い
る
現
時
点
の
あ
い
だ
の
ス
パ
ン
が
比
較
的
、
短
い
こ
と
な

ど
も
共
通
す
る
傾
向
で
あ
る
。
つ
ま
り
同
じ
一
人
称
と
い
っ
て
も
、
プ
ル

ー
ス
ト
に
お
け
る
よ
う
な
作
者
と
の
関
係
性
を
ぼ
か
し
た
「
私
」、
あ
る

い
は
普
遍
化
を
め
ざ
す
「
私
」
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
個
人
的
、
限
定
的

な
「
私
」
を
主
役
と
し
た
作
品
群
で
あ
り
、
時
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
い

て
も
、
ま
た
作
品
の
規
模
に
お
い
て
も
、『
失
わ
れ
た
時
』
よ
り
は
る
か

に
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
大
長
編
と
い

う
例
は
あ
ま
り
な
さ
そ
う
で
あ
る
）。
作
品
ご
と
に
「
私
」
の
現
状
を
報
告

し
な
が
ら
、
断
続
的
に
伸
び
て
い
く
形
式
で
あ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
の
作
家
の
う
ち
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
の
間
テ
ク
ス
ト
性
を
は
っ
き

り
と
打
ち
出
し
て
い
る
例
は
す
ぐ
に
は
思
い
浮
か
ば
な
い
。
そ
の
こ
と
自

体
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
対
す



大いなる遺産

185

る
批
判
を
秘
め
た
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ

な
い
。
サ
ン
ト
＝
ブ
ー
ヴ
に
さ
か
ら
っ
て
、
現
実
の
「
私
」
と
文
学
創
造

に
お
け
る
「
私
」
を
峻
別
し
、
前
者
に
対
し
後
者
が
絶
対
的
優
位
に
立
つ

と
い
う
の
が
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
け
る
「
私
」
の
存
立
基
盤
と
し
て
（
少

な
く
と
も
通
念
的
に
は
）
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
発
想
が
は
ら
ま
ず
に

は
い
な
い
芸
術
至
上
主
義
的
な
断
絶
、
日
常
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
た
「
私
」

を
軽
ん
じ
る
姿
勢
に
対
抗
し
て
、
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
作
者
た
ち

は
む
し
ろ
、
偉
大
な
る
芸
術
に
よ
っ
て
救
済
さ
れ
な
い
「
私
」
の
あ
り
方
、

日
常
を
そ
の
ま
ま
露
呈
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
性
急
に
し
て
ダ
イ
レ
ク

ト
な
書
き
方
を
希
求
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
9
。
そ
の
こ
と
は
と
り
わ

け
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
浮
き
彫
り
に
な
る
。
ギ
ベ

ー
ル
を
は
じ
め
と
し
て
―
『
プ
ル
ー
ス
ト
・
コ
ン
ト
ル
・
コ
ク
ト
ー
』

の
作
者
ア
ル
ノ
ー
も
そ
の
ひ
と
り
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
―
、
様
々
な

同
性
愛
作
家
た
ち
が
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
身
を
投
じ
て
い
っ
た
様
子

に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
「
私
」
が
決
し
て
告
白
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た

ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
敢
然
と
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
態
度
が
認
め

ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
十
世
紀
前
半
と
、
同
性
愛
婚
が
法
的
に
認
め
ら

れ
る
に
至
っ
た
現
代
で
は
、
社
会
的
バ
イ
ア
ス
に
は
大
き
な
差
が
あ
り
、

そ
れ
が
そ
の
ま
ま
表
現
の
違
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る
側
面
も
あ
る
。
た
だ

し
、
現
代
に
お
い
て
も
な
お
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
差
別
構
造
は

厳
と
し
て
残
存
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
差
別
構
造
自
体
を
自
ら
の
体

験
を
と
お
し
て
抉
り
出
す
こ
と
は
、
二
十
一
世
紀
に
一
人
称
に
よ
る
表
現

を
選
択
す
る
作
家
た
ち
に
と
っ
て
、
な
お
使
命
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

〈
過
去
と
の
訣
別
―
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ル
イ
〉

　

そ
の
こ
と
を
示
す
端
的
な
例
と
し
て
、
話
題
を
呼
ん
だ
新
鋭
作
家
エ
ド

ゥ
ア
ー
ル
・
ル
イ
の
小
説
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ル

イ
は
、E

n
 fi

n
ir a

vec E
d

d
y B

ellegu
eu

le

と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
小
説

で
登
場
し
た
二
十
一
歳
の
新
人
で
、
現
在
、
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ル
の
学

生
で
あ
る
。
実
は
こ
の
タ
イ
ト
ル
自
体
に
ス
ト
ー
リ
ー
が
秘
め
ら
れ
て
い

て
、
主
人
公
に
し
て
語
り
手
の
名
前
が
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
・
ベ
ル
グ
ー
ル
と

い
う
の
で
あ
る
。
苗
字
が
「
美
形
」「
二
枚
目
」
あ
る
い
は
「
イ
ケ
メ
ン
」

と
い
う
意
味
に
な
る
わ
け
で
、
そ
ん
な
苗
字
で
は
何
か
と
苦
労
も
あ
り
そ

う
に
思
え
る
が
、
実
際
、
こ
れ
は
ひ
と
り
の
少
年
の
た
ど
る
苦
難
の
道
の

り
を
描
く
小
説
に
な
っ
て
い
る
。
舞
台
は
北
フ
ラ
ン
ス
、
ピ
カ
ル
デ
ィ
地

方
の
と
あ
る
田
舎
町
で
、
人
口
千
人
足
ら
ず
、
不
景
気
の
波
に
覆
わ
れ
、

人
々
は
潤
い
の
な
い
暮
ら
し
の
中
で
心
身
を
す
り
減
ら
し
て
い
る
。
男
た

ち
は
大
酒
を
く
ら
っ
て
喧
嘩
を
す
る
こ
と
だ
け
が
楽
し
み
で
、
家
庭
で
は

暴
君
と
し
て
君
臨
す
る
。
女
た
ち
も
子
ど
も
た
ち
も
、
マ
ッ
チ
ョ
で
タ
フ

な
男
の
価
値
観
に
合
わ
せ
て
生
き
て
い
く
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
主
人

公
の
エ
デ
ィ
こ
と
エ
ド
ゥ
ア
ー
ル
は
生
ま
れ
な
が
ら
繊
細
な
た
ち
で
、
男

と
し
て
の
自
信
が
も
て
ず
に
い
る
。
ま
わ
り
の
が
さ
つ
な
人
間
た
ち
の
ふ

る
ま
い
に
怖
気
を
ふ
る
い
つ
つ
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
自
分
は
同
性
愛
者
な
の

で
は
な
い
か
と
お
び
え
、
ひ
と
り
悩
み
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

エ
デ
ィ
は
コ
レ
ー
ジ
ュ
に
入
る
と
、
女
々
し
い
や
つ
だ
と
い
う
の
で
こ

と
あ
る
ご
と
に
か
ら
か
わ
れ
、
過
酷
な
い
じ
め
に
晒
さ
れ
る
（
小
説
は
巻
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頭
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
で
エ
デ
ィ
が
彼
を
つ
け
ね
ら
う
上
級
生
に
顔
面
を
殴
ら

れ
る
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
）。
蔑
視
を
は
ね
か
え
そ
う
と
、
無
理
を

し
て
彼
女
を
作
っ
た
り
す
る
の
だ
が
無
残
な
結
果
に
終
わ
る
。
そ
ん
な
エ

デ
ィ
の
胸
の
内
を
父
母
も
兄
弟
も
思
い
や
っ
て
は
く
れ
ず
、
月
末
に
は
牛

乳
だ
け
で
し
の
ぐ
ほ
ど
貧
し
い
一
家
の
生
活
の
ど
こ
に
も
救
い
は
見
出
せ

な
い
。
エ
デ
ィ
は
絶
望
を
つ
の
ら
せ
、
遠
く
離
れ
た
リ
セ
へ
の
進
学
を
思

い
描
く
が
、
は
た
し
て
脱
出
の
夢
は
実
現
す
る
の
か
―
と
い
う
筋
立
て

で
あ
る
。

　

少
年
の
行
き
場
の
な
い
状
況
を
正
確
か
つ
非
情
な
文
体
で
描
き
出
す
筆

力
に
は
新
人
離
れ
し
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
若
き
作
者
は
超
エ
リ
ー
ト

校
に
通
う
ハ
ン
サ
ム
な
青
年
と
あ
っ
て
、
本
書
は
ま
た
た
く
間
に
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
に
躍
り
出
た
。
し
か
も
新
聞
等
の
報
道
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

て
き
た
の
は
、
作
者
の
本
名
は
主
人
公
と
同
じ
「
美
形
」
つ
ま
り
「
ベ
ル

グ
ー
ル
」
で
あ
り
（
ピ
カ
ル
デ
ィ
地
方
独
特
の
苗
字
だ
と
い
う
）、
彼
は
成

人
と
同
時
に
、
そ
れ
を
自
ら
裁
判
所
で
改
姓
し
た
。
つ
ま
り
小
説
の
「
エ

デ
ィ
・
ベ
ル
グ
ー
ル
と
縁
を
切
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
彼
の
実
人
生

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
そ
の
も
の
だ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ー
ル
改
め
エ
ド

ゥ
ア
ー
ル
・
ル
イ
の
生
家
を
訪
ね
、
故
郷
の
町
を
取
材
し
た
「
ヌ
ー
ヴ
ェ

ル
・
オ
プ
セ
ル
ヴ
ァ
ト
ゥ
ー
ル
」
の
記
事
10
が
出
る
に
及
び
、
話
題
は
い

よ
い
よ
広
ま
っ
た
。
作
者
の
両
親
は
作
中
で
あ
ま
り
に
否
定
的
な
描
き
方

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
悲
憤
慷
慨
し
、
町
の
人
々
の
あ
い
だ
で
も
作
者

を
糾
弾
す
る
声
が
高
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

　

し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
小
説
と
銘
打
た
れ
た
文
芸
作
品

な
の
で
あ
り
、
少
年
期
の
ひ
り
つ
く
よ
う
な
痛
み
の
感
覚
が
、
鋭
い
批
判

精
神
と
と
も
に
鮮
や
か
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
何

よ
り
も
、
こ
れ
が
強
烈
な
社
会
的
意
識
と
冷
徹
な
視
線
に
つ
ら
ぬ
か
れ
た
、

一
人
称
に
よ
る
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
を
更
新
す
る
作
品
に
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
る
。
少
年
期
の
物
語
と
い
っ
て
も
、
プ
ル

ー
ス
ト
的
な
回
想
の
豊
饒
さ
や
奥
行
き
は
こ
こ
に
は
あ
り
え
な
い
。
現
代

フ
ラ
ン
ス
の
地
方
共
同
体
は
こ
こ
ま
で
深
く
病
ん
で
い
る
の
か
、
こ
れ
ほ

ど
貧
し
い
の
か
と
い
う
驚
き
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
読
者
は
無
意
識
的
想

起
と
は
対
極
的
な
、
決
し
て
消
え
な
い
形
で
刻
ま
れ
た
い
ま
だ
癒
え
な
い

傷
を
こ
す
り
つ
け
る
よ
う
な
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ

の
最
初
の
数
行
を
引
用
し
て
お
く
。

子
ど
も
時
代
に
つ
い
て
ぼ
く
に
は
幸
せ
な
思
い
出
は
何
ひ
と
つ
な
い
。

そ
れ
ら
の
年
月
、
幸
福
や
喜
び
の
感
覚
を
一
度
も
味
わ
っ
た
こ
と
が

な
い
と
い
い
た
い
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
苦
し
み
が
何
も
か
も
を
圧

し
て
い
た
。
そ
の
圧
政
下
に
入
ら
な
い
も
の
は
消
滅
さ
せ
ら
れ
て
し

ま
う
の
だ
。11

圧
政
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
過
去
を
断
ち
切
る
た
め
の
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
は
、
意
外
に
も
一
種
の
爽
快
さ
を
は
ら
ん
で
小
気
味
よ
く
展
開
さ

れ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
中
心
部
分
に
は
や
は
り
カ
ミ
ン
グ
ア
ウ
ト
的
な
、

自
ら
の
同
性
愛
の
目
覚
め
の
描
写
が
据
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
記
述

を
一
人
称
で
引
き
受
け
る
こ
と
が
、
語
り
に
力
を
与
え
て
い
る
と
い
う
点
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で
、
こ
こ
に
は
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
、
い
わ
ば
周
到
な
る
仮
装
、
偽
装
に
も

と
づ
く
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
袂
を
分
か
っ
た
文
学
の
現
在
の
姿
が
凝
縮
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
作
品
が
デ
ュ
ラ
ス
の
『
ロ
ル
・
Ｖ
・
シ

ュ
タ
イ
ン
の
歓
喜
』
の
一
節
を
冒
頭
に
掲
げ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
ア
ニ

ー
・
エ
ル
ノ
ー
が
い
ち
は
や
く
賛
辞
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お

こ
う
。

〈
想
像
か
ら
現
実
へ
―
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ト
ゥ
ー
サ
ン
〉

　

こ
う
し
た
、
一
人
称
に
よ
り
つ
つ
も
プ
ル
ー
ス
ト
的
一
人
称
の
仕
掛
け

を
拒
否
す
る
方
向
性
と
対
照
的
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
繁
茂
し
増
殖
す
る

主
観
性
の
場
と
し
て
の
、
虚
構
の
一
人
称
に
接
近
し
よ
う
と
す
る
現
代
作

家
も
い
る
。
日
本
で
も
早
く
か
ら
紹
介
さ
れ
て
き
た
ジ
ャ
ン
＝
フ
ィ
リ
ッ

プ
・
ト
ゥ
ー
サ
ン
で
あ
る
。

　

約
三
十
年
前
の
『
浴
室
』（
一
九
八
五
年
）
を
出
発
点
と
す
る
ト
ゥ
ー
サ

ン
の
小
説
は
、
初
期
に
お
い
て
は
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
と
称
さ
れ
る
の
が
常
で
、

短
い
文
章
を
積
み
重
ね
た
小
さ
な
断
片
か
ら
な
る
書
法
が
プ
ル
ー
ス
ト
と

の
類
縁
性
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
文
体
が
近
年
、
明
ら

か
に
変
化
を
示
し
つ
つ
あ
る
。
と
り
わ
け
二
〇
〇
二
年
の
『
愛
し
あ
う
』

か
ら
始
ま
る
四
部
作
―
マ
リ
ー
と
い
う
女
と
そ
の
元
恋
人
で
あ
る
「
ぼ

く
」
の
物
語
を
描
く
連
作
―
に
至
っ
て
、
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
文
体
は
纏
綿

と
入
り
組
み
つ
つ
、
語
り
手
の
想
念
の
ま
ま
に
伸
び
広
が
っ
て
い
く
と
い

う
傾
向
を
俄
然
、
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。
表
題
を
直
訳
す
る
な
ら
『
マ

リ
ー
に
つ
い
て
の
真
実
』
と
で
も
な
る
連
作
の
第
三
作
12
は
、
と
り
わ
け

注
目
す
べ
き
展
開
を
見
せ
て
い
る
。
主
人
公
の
「
ぼ
く
」
は
元
恋
人
で
あ

る
マ
リ
ー
と
完
全
に
別
れ
て
し
ま
い
、
ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
他
の
相
手
と

関
係
を
も
っ
た
り
し
て
い
る
の
だ
が
、「
ぼ
く
」
は
な
お
マ
リ
ー
に
未
練

を
抱
き
、
彼
女
の
こ
と
を
想
い
続
け
て
い
る
と
い
う
の
が
物
語
の
基
本
的

な
設
定
で
あ
る
。
マ
リ
ー
の
ほ
う
が
彼
に
つ
い
て
ど
う
思
っ
て
い
る
の
か

は
判
然
と
し
な
い
。
そ
こ
で
ふ
た
り
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
き
出
す
に
あ
た

り
ト
ゥ
ー
サ
ン
が
選
ん
だ
の
は
、
と
に
か
く
一
人
称
を
守
り
と
お
し
、
も

っ
ぱ
ら
男
の
視
点
か
ら
、
男
の
想
像
や
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
を
ふ
ん
だ
ん
に

含
ん
だ
か
た
ち
で
「
真
実
」
を
あ
ぶ
り
だ
す
と
い
う
方
法
だ
っ
た
。
冒
頭

か
ら
、
マ
リ
ー
が
ア
ヴ
ァ
ン
チ
ュ
ー
ル
の
相
手
と
す
ご
す
一
夜
の
出
来
事

が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
く
の
だ
が
、
読
者
と
し
て
は
、
そ
の
場
に
居
合
わ

せ
な
か
っ
た
は
ず
の
「
ぼ
く
」
に
、
な
ぜ
そ
の
一
夜
を
描
き
出
す
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
思
わ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
事
実
、
こ
れ
は
ぼ
く

の
「
不
在
」
を
て
こ
に
し
て
、
一
方
で
は
「
ぼ
く
」
の
側
で
く
す
ぶ
り
続
け

る
マ
リ
ー
へ
の
想
い
の
熱
を
帯
び
た
狂
お
し
さ
を
、
他
方
で
は
そ
の
狂
お

し
さ
こ
そ
が
生
み
出
す
幻
想
の
数
々
を
テ
ク
ス
ト
に
定
着
さ
せ
よ
う
と
す

る
小
説
な
の
で
あ
る
。
語
り
手
自
身
、
そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
言
及
し
、

そ
こ
に
彼
に
と
っ
て
の
探
求
が
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
の
客
観
的
な
現
実
―
あ
の
夜
、
ラ
・
ブ
リ
リ
エ
ー

ル
通
り
の
ア
パ
ル
ト
マ
ン
で
実
際
に
起
こ
っ
た
こ
と
―
と
い
う
も

の
が
お
そ
ら
く
存
在
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
現
実
は
自
分
に
と
っ
て
い
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つ
ま
で
も
未
知
の
も
の
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
と
ぼ
く
に
は
わ
か
っ

て
い
た
。（
中
略
）
し
か
し
そ
の
と
き
ぼ
く
に
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る

と
別
の
新
た
な
真
実
に
到
達
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
た
の
で

あ
る
―
す
な
わ
ち
、
本
当
ら
し
さ
や
真
実
性
を
気
に
か
け
ず
、
人

生
上
の
出
来
事
を
発
想
源
と
し
な
が
ら
そ
れ
を
超
越
す
る
よ
う
な
真

実
。
現
実
な
る
も
の
の
エ
キ
ス
、
そ
の
感
覚
的
で
生
き
生
き
と
し
て

官
能
的
な
エ
ッ
セ
ン
ス
の
み
に
照
準
を
あ
わ
せ
た
よ
う
な
真
実
。
架

空
の
話
に
近
い
、
嘘
と
瓜
二
つ
の
真
実
。
つ
ま
り
は
、
理
想
的
な
真

実
。13

　

こ
こ
で
目
論
ま
れ
て
い
る
の
は
、「
ぼ
く
」
の
想
像
に
よ
っ
て
濾
過
す

る
こ
と
に
よ
り
現
実
か
ら
エ
キ
ス
を
抽
出
し
、
し
か
も
そ
れ
が
「
嘘
と
瓜

二
つ
の
」「
理
想
的
な
真
実
」
に
な
る
と
い
う
ア
ク
ロ
バ
テ
ィ
ッ
ク
な
操
作

で
あ
る
。
そ
の
操
作
を
支
え
る
た
め
に
、
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
文
章
に
は
細
心

の
彫
琢
が
施
さ
れ
、
そ
の
結
果
い
わ
ば
バ
ロ
ッ
ク
的
な
ま
で
の
装
飾
性
が

漂
い
出
す
。
実
際
、
最
近
の
ト
ゥ
ー
サ
ン
作
品
の
書
評
で
目
立
つ
の
は
ミ

ニ
マ
リ
ス
ム
よ
り
も
む
し
ろ
バ
ロ
キ
ス
ム
の
語
な
の
で
あ
り
、
同
時
に
彼

の
作
品
を
め
ぐ
っ
て
「
プ
ル
ー
ス
ト
」
の
名
が
つ
ぶ
や
か
れ
る
と
い
う
事

態
も
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
シ
ョ
デ
ィ
エ

が
こ
の
作
品
に
寄
せ
た
書
評
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
シ
ョ
デ
ィ
エ
は
『
プ

ル
ー
ス
ト
と
宗
教
的
言
語
』14
と
題
す
る
大
著
の
著
者
で
あ
る
。

シ
ョ
デ
ィ
エ
に
よ
れ
ば
こ
の
作
品
に
と
と
も
に
ト
ゥ
ー
サ
ン
は
「
も
は

や
何
も
い
う
こ
と
が
な
い
」「
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
」
作
品
を
書
い
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
す
べ
て
が
完
璧
で
、
見
事
な
ま
で
に
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
。
自
ら
の
手
腕
へ
の
自
信
ゆ
え
に
ト
ゥ
ー
サ
ン

は
「
バ
ロ
ッ
ク
的
」
意
匠
を
繰
り
広
げ
て
み
せ
る
。
シ
ョ
デ
ィ
エ
は
、
フ

ロ
ー
ベ
ー
ル
や
プ
ル
ー
ス
ト
や
セ
リ
ー
ヌ
の
名
を
引
き
な
が
ら
分
析
を
進

め
た
う
え
で
、
作
品
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
寄
り
添
い
つ
つ
述
べ
て
い
る
。
プ

ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
は
「
眠
る
女
」
は
そ
の
内
面
に
ま
で
入
り
込
む
こ
と

の
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
続
け
る
が
、
ト
ゥ
ー
サ
ン
に
お
い
て
は
強
い

「
感
情
移
入
」
が
は
た
ら
く
こ
と
で
、
主
人
公
と
マ
リ
ー
の
あ
い
だ
に
不

思
議
な
混
乱
状
態
が
生
じ
、
意
識
が
ま
じ
り
あ
う
か
の
よ
う
な
事
態
が
生

ま
れ
る
。
そ
こ
に
文
学
な
ら
で
は
の
「
概
念
な
き
真
実
」
が
宿
る
の
で
あ

る
15
。

　

こ
こ
で
シ
ョ
デ
ィ
エ
が
触
れ
て
い
る
「
眠
る
女
」
に
つ
い
て
、
プ
ル
ー

ス
ト
の
対
比
に
お
い
て
、
よ
り
く
わ
し
く
見
て
お
き
た
い
。『
マ
リ
ー
に

つ
い
て
の
本
当
の
話
』
終
盤
、
主
人
公
は
エ
ル
バ
島
の
マ
リ
ー
の
実
家
に

滞
在
す
る
。
マ
リ
ー
と
の
関
係
が
完
全
に
修
復
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

彼
の
寝
室
と
し
て
は
一
階
の
一
室
が
あ
て
が
わ
れ
、
マ
リ
ー
は
そ
の
部
屋

の
真
上
に
あ
た
る
二
階
の
自
室
で
眠
っ
て
い
る
。
そ
う
や
っ
て
間
近
に

い
な
が
ら
隔
て
ら
れ
て
い
る
状
態
が
「
ぼ
く
」
の
感
覚
を
鋭
敏
に
し
、
フ

ァ
ン
タ
ス
ム
の
醸
成
を
活
性
化
さ
せ
る
。
彼
は
「
上
の
階
に
マ
リ
ー
が
い

る
と
い
う
事
実
に
取
り
つ
か
れ
」、「
彼
女
が
部
屋
を
歩
き
ま
わ
る
音
」
を

聞
き
な
が
ら
何
を
し
て
い
る
の
か
を
想
像
し
、
た
ん
す
の
扉
が
き
し
む

か
す
か
な
音
で
「
寝
る
と
き
に
着
る
Ｔ
シ
ャ
ツ
を
選
ん
で
い
る
ん
だ
な
と

わ
か
り
、
Ｔ
シ
ャ
ツ
の
色
や
匂
い
や
生
地
ま
で
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
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た
」。
そ
し
て
彼
は
「
闇
の
中
で
目
を
閉
じ
て
い
っ
そ
う
神
経
を
集
中
」
す

る
う
ち
、「
彼
女
が
眠
り
に
落
ち
る
さ
ま
」
ま
で
聞
き
取
れ
る
よ
う
に
な

る
。
と
は
い
え
「
そ
こ
に
身
体
的
な
、
あ
る
い
は
物
理
的
な
要
素
は
皆
無
」

で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
彼
の
創
造
裡
の
で
き
ご
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
彼
の
思
い
描
く
マ
リ
ー
像
は
い
っ
そ
う
精
細
さ
を

増
し
、
想
像
は
や
が
て
マ
リ
ー
の
内
面
に
ま
で
ふ
み
こ
ん
で
い
く
。

ぼ
く
に
は
、
彼
女
の
心
の
中
で
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
夢
の
ざ
わ

め
き
が
聞
こ
え
て
く
る
の
だ
っ
た
。
そ
れ
と
も
、
い
ま
や
マ
リ
ー
の

夢
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
ぼ
く
自
身
の
心
の
な
か
で
だ
っ

た
の
か
。
あ
ま
り
彼
女
の
こ
と
ば
か
り
考
え
、
彼
女
の
存
在
に
ば
か

り
想
い
を
馳
せ
、
彼
女
に
な
り
か
わ
っ
て
彼
女
の
人
生
を
生
き
て
き

た
た
め
、
つ
い
に
は
夜
見
る
夢
も
、
自
分
の
で
は
な
く
彼
女
の
夢
で

あ
る
か
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
の
だ
っ
た
。16

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
状
態
は
ど
こ
ま
で
続
い
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
妄
想
的

な
段
階
を
超
え
る
に
は
至
ら
ず
、
シ
ョ
デ
ィ
エ
の
い
う
よ
う
な
「
感
情
移

入
」
が
い
か
に
強
く
と
も
、
主
人
公
と
マ
リ
ー
の
あ
い
だ
の
「
不
思
議
な

混
乱
状
態
」
な
る
も
の
が
他
者
と
し
て
の
マ
リ
ー
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
は
あ

り
え
な
い
。
し
か
し
、
小
説
は
終
盤
、
天
災
の
勃
発
―
猛
暑
に
よ
り
自

然
発
生
し
た
山
火
事
―
を
経
て
、
主
人
公
と
マ
リ
ー
を
隔
て
て
い
た
距

離
の
解
消
と
い
う
大
団
円
を
描
き
出
す
。
山
火
事
騒
動
の
の
ち
、
い
つ
も

の
よ
う
に
二
人
は
一
階
と
二
階
に
別
れ
る
が
、
や
が
て
主
人
公
に
は
マ
リ

ー
が
階
段
を
下
り
て
く
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。「
広
間
を
渡
っ
て
足
音

が
近
づ
い
て
き
た
と
思
っ
た
ら
、
ぼ
く
の
寝
室
の
ド
ア
が
開
き
、
闇
の
中
、

マ
リ
ー
が
ぼ
く
の
目
の
前
に
現
れ
た
。
想
像
の
次
元
を
脱
し
、
現
実
の
中

に
受
肉
し
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
何
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
と
想
像

し
て
い
た
ぼ
く
の
精
神
の
冥
府
を
立
ち
去
っ
て
、
目
の
前
に
生
身
の
現
実

と
し
て
化
身
し
た
の
だ
。
マ
リ
ー
は
は
だ
し
で
寝
室
を
横
切
る
と
ぼ
く
の

ベ
ッ
ド
に
も
ぐ
り
こ
み
、
ぼ
く
に
体
を
寄
せ
た
。
彼
女
の
肌
の
ぬ
く
も
り

を
ぼ
く
は
体
で
感
じ
取
っ
た
。（
…
…
）
ぼ
く
ら
の
体
と
体
を
隔
て
て
い

た
最
後
の
距
離
は
い
ま
や
埋
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
ぼ
く
ら

は
愛
し
あ
っ
た
」17
。
小
説
の
最
後
は
、
い
ま
や
主
人
公
＝
語
り
手
の
か

た
わ
ら
に
い
る
「
き
み
」
へ
の
呼
び
か
け
で
閉
じ
ら
れ
る
。「
ぼ
く
ら
は
寝

室
を
侵
す
明
け
方
の
灰
色
の
光
の
中
で
優
し
く
愛
し
あ
っ
た
―
そ
し
て

き
み
の
肌
と
き
み
の
髪
に
は
、
愛
す
る
ひ
と
よ
、
な
お
も
強
烈
な
火
の
匂

い
が
こ
も
っ
て
い
た
」18
。

以
上
の
よ
う
な
な
り
ゆ
き
の
い
っ
さ
い
は
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』

の
第
五
篇
『
囚
わ
れ
の
女
』（
一
九
二
三
年
）
に
お
け
る
、
眠
る
ア
ル
ベ
ル

チ
ー
ヌ
の
描
写
と
類
似
を
示
し
つ
つ
、
結
局
の
と
こ
ろ
は
差
異
こ
そ
が
き

わ
だ
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

私
は
彼
女
の
不
在
の
と
き
で
な
け
れ
ば
持
ち
え
な
い
夢
見
る
力
を
、

彼
女
の
か
た
わ
ら
に
い
な
が
ら
取
り
も
ど
す
の
だ
っ
た
。
こ
う
し
て

彼
女
の
眠
り
は
、
あ
る
程
度
ま
で
愛
の
可
能
性
を
実
現
す
る
。
ひ
と

り
の
と
き
、
彼
女
を
思
う
こ
と
は
で
き
た
が
彼
女
は
そ
こ
に
お
ら
ず
、
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私
は
彼
女
を
所
有
で
き
な
か
っ
た
。
彼
女
が
目
の
前
に
い
れ
ば
私
は

彼
女
に
話
し
か
け
る
が
、
心
は
自
分
自
身
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
う

の
で
、
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
彼
女
が
眠
っ
て
い
る

と
き
に
は
、
も
う
話
し
か
け
る
必
要
も
な
く
、
彼
女
に
見
ら
れ
て
い

な
い
こ
と
も
分
か
っ
て
い
た
。19

こ
う
し
た
一
節
が
明
確
に
語
っ
て
い
る
と
お
り
、「
眠
る
女
」
と
し
て

の
ア
ル
ベ
ル
チ
ー
ヌ
の
あ
り
方
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
欲
望
の
要
請
に
こ

た
え
る
も
の
だ
。「
不
在
」
で
あ
れ
ば
夢
見
さ
せ
る
の
に
対
し
「
目
の
前
」

に
い
れ
ば
幻
滅
を
禁
じ
え
な
い
存
在
で
あ
る
女
は
、
眠
り
に
落
ち
て
い
る

こ
と
で
、
そ
こ
に
い
な
が
ら
に
し
て
不
在
で
あ
る
と
い
う
、
彼
に
と
っ
て

好
都
合
な
性
格
を
獲
得
す
る
。
規
則
正
し
く
穏
や
か
な
寝
息
に
耳
を
傾
け

つ
つ
、
心
ゆ
く
ま
で
女
の
寝
姿
を
目
で
む
さ
ぼ
る
と
き
、「
私
は
彼
女
の

目
ざ
め
て
い
る
と
き
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
印
象
、
彼
女
を
完
全
に
所
有
し

て
い
る
と
い
う
印
象
を
持
つ
の
だ
っ
た
」20
。
こ
の
「
所
有
」
の
語
が
三
度
、

四
度
と
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
雄
弁
に
示
す
と
お
り
、
眠
る
女
を

視
覚
的
に
む
さ
ぼ
る
行
為
は
所
有
へ
の
願
望
と
直
結
し
て
お
り
、
女
は
主

体
と
し
て
の
資
格
を
失
い
、
ひ
た
す
ら
男
の
欲
望
に
忠
実
な
オ
ブ
ジ
ェ
と

化
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
プ
ル
ー
ス
ト
の
小
説
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ

で
味
わ
わ
れ
て
い
る
「
所
有
」
の
悦
び
が
た
か
だ
か
一
時
の
快
楽
に
す
ぎ

ず
、
幻
影
で
し
か
な
い
こ
と
も
如
実
に
描
き
出
す
の
で
あ
る
。

　

プ
ル
ー
ス
ト
の
一
人
称
に
よ
る
記
述
が
、
描
写
の
対
象
と
の
直
接
的
交

流
を
つ
い
に
実
現
し
え
な
い
点
で
、
深
い
悲
哀
と
荘
厳
さ
を
帯
び
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
、
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
場
合
は
、
あ
る
瞬
間
に
は
対
象
と
の

あ
い
だ
に
互
い
に
意
を
通
じ
あ
い
溶
け
あ
う
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
つ
点

が
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い
る
。
先
に
見
た
と
お
り
、
一
人
称
は
最
終

的
に
は
二
人
称
へ
と
向
け
て
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
り
、
実
際
、
主
人
公

の
不
在
や
孤
独
は
、
そ
の
瞬
間
に
向
か
っ
て
大
き
く
迂
回
し
な
が
ら
接
近

を
続
け
る
21
。
最
終
的
に
は
あ
る
ひ
そ
か
な
幸
福
が
訪
れ
る
と
い
う
構
図

が
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
世
界
を
支
え
、
そ
の
な
ご
や
か
な
明
る
さ
を
保
証
し
て

い
る
。

　

と
も
あ
れ
、
シ
ョ
デ
ィ
エ
の
書
評
が
示
す
と
お
り
、
プ
ル
ー
ス
ト
を
思

い
起
こ
さ
せ
る
と
評
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
年
の
ト
ゥ
ー
サ
ン
作
品
は
、

少
な
く
と
も
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
初
期
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
時
代
よ
り
も
は
る

か
に
評
価
を
高
め
て
い
る
。
ト
ゥ
ー
サ
ン
が
一
種
の
ク
ラ
シ
シ
ス
ム
を
具

現
し
つ
つ
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
知
的
読
者
に
と
っ
て
は
い
ま

だ
に
期
待
さ
れ
る
文
学
の
形
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

〈
未
来
へ
の
投
企
―
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
〉

　

一
方
、
そ
う
し
た
知
的
読
者
の
神
経
を
逆
な
で
に
す
る
よ
う
な
作
品
に

よ
っ
て
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
巻
き
起
こ
し
な
が
ら
も
、
い
ま
の
フ
ラ
ン
ス
文

壇
を
も
っ
と
も
活
気
づ
け
て
い
る
存
在
が
ミ
シ
ェ
ル
・
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
小
説
作
品
の
翻
訳
は
す
べ
て
出
そ
ろ
っ
て
お
り
、

今
こ
こ
で
作
者
に
つ
い
て
詳
し
く
紹
介
す
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
。
た

だ
、
横
紙
破
り
な
作
風
、
い
た
ず
ら
に
ポ
ル
ノ
的
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
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が
先
行
し
て
い
る
恐
れ
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
が
真
摯

な
、
そ
し
て
独
特
な
読
書
家
で
あ
り
、
過
去
の
文
学
の
富
を
自
分
な
り
に

引
き
受
け
て
書
い
て
い
る
作
家
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
ベ

ル
ナ
ー
ル
＝
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
と
の
往
復
書
簡
を
ま
と
め
た
『
公
共
の
敵
』

（
二
〇
〇
八
年
）
と
い
う
本
の
中
に
、
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
が
自
ら
の
読
書
経

験
を
振
り
返
る
一
節
が
あ
る
。
少
年
時
代
に
何
の
準
備
も
な
く
パ
ス
カ
ル

を
読
ん
で
、
そ
の
強
烈
な
ま
で
に
悲
観
的
な
人
間
観
に
衝
撃
を
受
け
た
こ

と
、
そ
れ
か
ら
ニ
ー
チ
ェ
、
カ
フ
カ
、
そ
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
バ

ル
ザ
ッ
ク
を
読
む
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
プ
ル

ー
ス
ト
の
名
前
が
、
セ
リ
ー
ヌ
に
対
す
る
留
保
を
示
す
以
下
の
よ
う
な
文

脈
に
お
い
て
登
場
す
る
。

　
「
私
は
全
体
と
し
て
セ
リ
ー
ヌ
と
い
う
作
家
は
過
大
評
価
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。（
…
…
）
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
章
の
繊

細
に
し
て
調
和
の
と
れ
た
展
開
、
そ
の
果
て
し
の
な
い
揺
ら
め
き
と
は
比

較
に
も
な
り
ま
せ
ん
（
実
を
い
え
ば
私
は
そ
ち
ら
の
ほ
う
が
好
き
だ
と
い

う
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
セ
リ
ー
ヌ
と
プ
ル
ー
ス
ト
を
同
列

に
置
く
の
は
私
に
は
い
つ
だ
っ
て
、
趣
味
の
欠
落
で
は
な
い
か
、
あ
る
い

は
い
ず
れ
に
せ
よ
問
題
が
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
人
な
ら
で
は
の
判
断
で

は
な
い
か
と
思
え
た
の
で
す
）」22
セ
リ
ー
ヌ
に
対
す
る
評
価
は
と
も
あ
れ
、

カ
ッ
コ
内
に
い
い
足
さ
れ
た
部
分
に
む
し
ろ
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
の
対
比
の

上
で
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
を
考
え
る
ヒ
ン
ト
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。ウ

エ
ル
ベ
ッ
ク
の
デ
ビ
ュ
ー
作
『
闘
争
領
域
の
拡
大
』（
一
九
九
四
年
）

は
一
人
称
小
説
で
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
師
が
精
神
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て

い
く
そ
の
物
語
は
、
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
自
身
の
経
験
が
色
濃
く
投
影
さ
れ
た

一
種
の
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
後
も
、
彼

の
作
品
に
は
明
ら
か
に
自
伝
的
と
判
断
し
う
る
要
素
が
多
く
含
ま
れ
て
い

る
が
、
三
人
称
で
書
か
れ
た
最
新
作
『
地
図
と
領
土
』（
二
〇
一
〇
年
）
で

は
登
場
人
物
と
し
て
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
が
登
場
す
る
と
い
っ
た
興
味
深
い
展

開
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
人
称
で
書
か
れ
た
作
品
と
し
て
は
『
ラ
ン
サ
ロ

ー
テ
』（
二
〇
〇
〇
年
）、『
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
』（
二
〇
〇
一
年
）、『
あ

る
島
の
可
能
性
』（
二
〇
〇
五
年
）
と
い
う
三
つ
の
長
編
が
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
場
合
の
よ
う
に
書
評
者
が
プ
ル
ー
ス

ト
の
名
を
引
く
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
て

い
る
の
は
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
あ
ま
り
に
離
れ
た
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
23
。

　

離
れ
て
い
る
ゆ
え
ん
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
の

小
説
は
「
私
」
の
語
り
を
と
お
し
て
失
わ
れ
た
過
去
の
無
意
志
的
な
蘇
生
、

再
生
や
記
憶
の
再
構
築
を
は
か
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
一
点
に
集
約
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は
や
は
り
、
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
潮
流
と

重
な
る
部
分
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
の
特
異
な
と

こ
ろ
は
、
過
去
で
は
な
く
「
未
来
」
と
い
う
次
元
が
作
品
を
支
え
、
語
り

を
牽
引
し
て
い
る
点
に
認
め
ら
れ
る
。
代
表
作
と
目
さ
れ
る
『
素
粒
子
』

（
一
九
九
八
年
）
や
『
地
図
と
領
土
』
に
は
、
主
人
公
た
ち
の
生
き
た
時
代

を
め
ぐ
っ
て
の
回
顧
的
物
語
が
た
っ
ぷ
り
と
含
ま
れ
て
お
り
、
プ
ル
ー
ス

ト
的
と
い
う
以
上
に
バ
ル
ザ
ッ
ク
的
な
「
ク
ロ
ニ
ッ
ク
」
と
し
て
の
性
格

を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
し
か
し
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
過
去



192

に
発
す
る
物
語
は
そ
の
ま
ま
現
在
を
通
過
し
て
い
っ
て
近
未
来
、
あ
る
い

は
は
る
か
か
な
た
の
未
来
を
め
ざ
し
、
そ
こ
に
着
地
点
を
見
出
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る
。『
素
粒
子
』
で
は
、
ク
ロ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
る
生
命
再
生
技

術
が
実
現
さ
れ
た
未
来
か
ら
の
声
が
、
作
品
の
冒
頭
と
結
末
を
縁
取
っ
て
、

本
編
た
る
二
十
世
紀
後
半
の
物
語
を
相
対
化
す
る
と
と
も
に
、
全
編
を
Ｓ

Ｆ
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
う
ち
に
投
じ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
一
人
称
の
告

白
体
を
取
る
『
あ
る
島
の
可
能
性
』
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
ほ

ど
あ
か
ら
さ
ま
な
空
想
的
広
が
り
は
も
た
な
い
な
が
ら
、『
地
図
と
領
土
』

も
ま
た
、
物
語
途
中
で
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ー
は
二
十
一
世
紀
の
現
時
点
を
越
え

て
伸
び
て
い
き
、
全
体
を
二
十
一
世
紀
半
ば
の
時
点
か
ら
眺
め
渡
す
と
い

う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

　

過
去
の
壮
麗
な
よ
み
が
え
り
と
い
っ
た
事
態
が
切
望
さ
れ
え
な
い
点
に

は
、
両
親
に
育
児
放
棄
同
然
の
扱
い
を
受
け
て
育
っ
た
自
ら
の
過
去
に
プ

ル
ー
ス
ト
的
記
憶
の
宝
庫
を
見
出
し
よ
う
も
な
い
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
の
個
人

的
背
景
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
文

学
特
有
の
一
人
称
の
あ
り
方
に
対
す
る
強
い
批
判
が
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。
近
年
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
が
国
際

的
に
読
者
を
失
い
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
潮
流
か
ら
取
り
残
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
そ
の
原
因
を
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ば
や
り

の
フ
ラ
ン
ス
現
代
小
説
の
閉
塞
的
な
あ
り
方
に
求
め
る
議
論
が
マ
ス
コ
ミ

で
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
よ
く
用
い
ら
れ
る
の
が
自
己
中
心

的
（n

o
m

b
riliste

）
と
い
う
形
容
で
、
自
分
の
へ
そ
（n

o
m

b
ril

）
ば
か
り

見
つ
め
て
い
る
よ
う
な
文
学
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
自
己
中

心
的
な
文
学
、
小
説
の
あ
り
方
と
手
を
切
り
た
い
と
い
う
性
急
な
願
い
が

ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
を
突
き
動
か
し
て
い
る
。
作
家
に
と
っ
て
特
権
的
な
過
去

で
は
な
く
、
読
者
が
参
画
し
、
思
考
の
モ
デ
ル
と
し
て
検
討
、
共
有
す
る

こ
と
の
可
能
な
未
来
の
イ
メ
ー
ジ
を
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
は
提
供
し
よ
う
と
す

る
。
彼
の
作
品
の
、
ペ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
り
な
が
ら
も
風
通
し
が
い

い
、
と
い
う
感
触
は
そ
こ
に
由
来
す
る
の
で
は
な
い
か
。

〈
モ
デ
ィ
ア
ノ
・
コ
ン
ト
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
〉

　

以
上
の
限
ら
れ
た
例
か
ら
も
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
の
関
係
性
が
作
家
た
ち

に
と
っ
て
、
自
ら
の
ス
タ
ン
ス
を
定
め
る
う
え
で
多
か
れ
少
な
か
れ
重
要

な
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
ト
ゥ
ー
サ
ン
の
よ
う
に
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
的
感
性
を
経
由
し
た
軽
や
か
さ
の
中
で
プ
ル
ー
ス
ト
の
あ
る

部
分
を
反
芻
す
る
と
い
う
や
り
方
も
あ
れ
ば
、
一
方
で
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
、
他
方
で
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
が
示
す
よ
う
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
的
な
豊
か

さ
を
む
し
ろ
回
避
し
、
過
去
へ
の
思
慕
や
記
憶
想
起
の
も
た
ら
す
眩
惑
に

あ
ら
が
い
、
そ
れ
ら
と
断
絶
す
る
こ
と
で
現
在
、
さ
ら
に
は
未
来
の
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
や
り
方
も
あ
る
。
二
十
一
世
紀
の
文
学

を
と
り
ま
く
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
時
代
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
状
況
が
そ
こ

に
は
炙
り
出
さ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
、
こ
こ
ま
で
見
て

き
た
よ
う
な
現
代
小
説
の
側
面
を
―
ウ
エ
ル
ベ
ッ
ク
的
な
未
来
性
を
の

ぞ
け
ば
―
ほ
ぼ
す
べ
て
備
え
て
い
る
と
思
え
る
作
家
に
触
れ
て
、
結
論

に
代
え
る
こ
と
と
し
よ
う
。
そ
の
作
家
と
は
パ
ト
リ
ッ
ク
・
モ
デ
ィ
ア
ノ
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で
あ
る
。

　

デ
ビ
ュ
ー
以
来
半
世
紀
近
く
に
わ
た
る
モ
デ
ィ
ア
ノ
の
文
業
は
、

二
〇
一
四
年
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
に
よ
っ
て
改
め
て
注
目
を
集
め
た
。

「
最
も
理
解
し
難
い
人
間
の
運
命
を
想
起
さ
せ
、
占
領
下
の
生
活
を
掘
り

起
こ
し
た
記
憶
の
芸
術
」
と
い
う
の
が
ノ
ー
ベ
ル
財
団
の
発
表
し
た
授
賞

理
由
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
財
団
幹
部
の
コ
メ
ン
ト
と
し
て
「
モ
デ
ィ
ア
ノ

は
現
代
の
プ
ル
ー
ス
ト
だ
」
と
の
発
言
も
伝
え
ら
れ
た
24
。
こ
れ
は
ひ
ょ

っ
と
す
る
と
モ
デ
ィ
ア
ノ
の
読
者
―
と
り
わ
け
、
い
く
つ
か
の
重
要
作

が
未
紹
介
の
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
日
本
の
読
者
―
に
と
っ
て
は
意
外

な
評
言
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
モ
デ
ィ
ア
ノ
は
プ
ル
ー
ス

ト
の
巨
大
さ
と
は
対
照
的
と
も
い
う
べ
き
マ
イ
ナ
ー
・
ポ
エ
ッ
ト
的
な
存

在
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
だ
が
、
モ
デ
ィ
ア
ノ
の
選

択
し
た
方
向
性
に
関
し
て
は
確
か
に
、
プ
ル
ー
ス
ト
と
の
比
較
に
お
い
て

考
え
直
す
余
地
が
あ
る
。

　

二
十
二
歳
で
刊
行
さ
れ
た
モ
デ
ィ
ア
ノ
の
デ
ビ
ュ
ー
長
編
『
エ
ト
ワ
ー

ル
広
場
』25
に
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
へ
の
言
及
が
随
所
に
見
ら
れ
た
。
そ
こ

に
は
単
に
偉
大
な
先
達
へ
の
あ
い
さ
つ
な
ど
と
い
っ
た
域
を
超
え
た
、
ど

こ
か
妄
執
的
な
要
素
す
ら
感
じ
ら
れ
た
。
何
し
ろ
『
エ
ト
ワ
ー
ル
広
場
』

の
語
り
手
に
し
て
主
人
公
で
あ
る
フ
ラ
ン
ス
人
青
年
シ
ュ
レ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ

チ
―
あ
か
ら
さ
ま
に
ユ
ダ
ヤ
的
な
響
き
の
名
前
―
は
、
ま
わ
り
の
人

間
に
「
自
分
が
プ
ル
ー
ス
ト
だ
と
で
も
思
っ
て
る
の
？
」
と
い
わ
れ
た
り
、

あ
る
い
は
「
プ
ル
ー
ス
ト
」
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

心
地
よ
く
読
め
る
モ
デ
ィ
ア
ノ
の
後
年
の
作
品
と
は
か
な
り
様
相
の
異

な
る
『
エ
ト
ワ
ー
ル
広
場
』
の
、
錯
綜
し
た
筋
立
て
の
要
約
を
試
み
る
こ

と
は
や
め
て
お
く
。
た
だ
こ
れ
が
、
冒
頭
か
ら
セ
リ
ー
ヌ
そ
の
ひ
と
と
お

ぼ
し
き
人
物
26
が
登
場
し
て
長
台
詞
を
聞
か
せ
る
か
と
思
え
ば
、
そ
の
他

多
く
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
作
家
た
ち
へ
の
言
及
が
次
々
に
な
さ
れ
、
さ
ら
に

は
〝
セ
リ
ー
ヌ
は
実
は
ユ
ダ
ヤ
人
だ
っ
た
の
だ
〞
と
い
う
驚
く
べ
き
ご
託

宣
が
、
く
だ
ん
の
ユ
ダ
ヤ
人
青
年
に
よ
っ
て
下
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
反
ユ

ダ
ヤ
主
義
を
―
ヒ
ト
ラ
ー
お
よ
び
ナ
チ
ス
ま
で
も
全
部
ひ
っ
く
る
め
て

27

―
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
包
摂
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
異
様
な
想
像
力
の
は

た
ら
き
に
支
え
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
だ
け
、
思
い
出
し
て
お
こ
う
。

あ
る
研
究
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
こ
れ
は
「
極
端
な
ま
で
に
ユ
ダ
ヤ
中

心
主
義
的
な
物
語
」
な
の
で
あ
る
28 

。

　

そ
こ
で
プ
ル
ー
ス
ト
に
は
ど
の
よ
う
な
位
置
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の

か
。
主
人
公
シ
ュ
レ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
シ
ャ
ミ
ッ
ソ
ー
描
く
と
こ
ろ
の

影
を
失
っ
た
男
ペ
ー
タ
ー
・
シ
ュ
レ
ミ
ー
ル
よ
ろ
し
く
、
パ
リ
か
ら
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
都
市
を
経
て
エ
ル
サ
レ
ム
ま
で
遍
歴
し
、
身
分
を
さ
ま
ざ
ま
に

転
変
さ
せ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
の
途
次
、
あ
る
い
か
が
わ
し
い
ユ
ダ
ヤ
人

組
織
と
関
わ
り
を
も
ち
、
フ
ジ
ェ
ル
＝
ジ
ュ
ス
キ
ア
ム
侯
爵
夫
人
を
籠
絡

せ
よ
と
の
命
を
受
け
て
、
自
ら
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
こ
と
を
隠
し
て
彼
女

に
接
近
す
る
。
侯
爵
夫
人
は
ノ
ル
マ
ン
デ
ィ
ー
の
教
会
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ

ス
に
描
か
れ
た
ア
リ
エ
ノ
ー
ル
・
ダ
キ
テ
ー
ヌ
の
姿
に
そ
っ
く
り
だ
と
い

う
、
や
ん
ご
と
な
き
（
プ
ル
ー
ス
ト
の
世
界
に
登
場
す
る
よ
う
な
）
貴
婦

人
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
に
彩
ら
れ
た
夫
人

の
一
族
の
系
譜
を
熱
心
に
調
べ
、『
フ
ジ
ェ
ル
＝
ジ
ュ
ス
キ
ア
ム
の
ほ
う
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へ
』
な
る
文
章
を
ひ
そ
か
に
綴
り
始
め
る
。
と
こ
ろ
が
夫
人
は
彼
が
ブ
ー

ロ
ー
ニ
ュ
＝
ビ
ヤ
ン
ク
ー
ル
生
ま
れ
の
ユ
ダ
ヤ
人
（
作
者
モ
デ
ィ
ア
ノ
自

身
と
同
じ
）
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
そ
の
原
稿
も
盗
み
読
み
し
た
う
え
で
、

彼
に
こ
う
い
う
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
ほ
ん
と
は
シ
ュ
レ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ

っ
て
名
前
な
の
ね
？
（
…
…
）
ユ
ダ
ヤ
人
？　

わ
た
し
、
大
好
き
よ
。
曽

祖
父
の
パ
ラ
メ
ー
ド
・
ド
・
ジ
ュ
ス
キ
ア
ム
は
ユ
ダ
ヤ
人
の
悪
口
を
い
っ

て
た
け
ど
、
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
は
好
き
だ
っ
た
わ
。（
…
…
）
で

も
シ
ュ
レ
モ
ヴ
ィ
ッ
チ
、
あ
な
た
自
分
が
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
だ
と

で
も
思
っ
て
る
の
？　

そ
れ
は
大
変
だ
わ
！　
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』

を
写
し
て
あ
な
た
の
青
春
を
台
な
し
に
す
る
つ
も
り
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

ね
？　

い
っ
と
く
け
ど
、
わ
た
し
は
あ
な
た
の
子
ど
も
時
代
の
妖
精
な
ん

か
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
。
眠
れ
る
森
の
美
女
！　

ゲ
ル
マ
ン
ト
公
爵

夫
人
！　

花
の
よ
う
な
女
！　

そ
ん
な
の
は
時
間
の
む
だ
で
す
よ
！
」29

　

さ
ら
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、
く
だ
ん
の
組
織
の
リ
ー
ダ
ー
は

シ
ュ
レ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
作
戦
が
不
首
尾
に
終
わ
っ
た
と
見
る
や
彼
を
叱

責
す
る
。「
あ
ん
た
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
自
分
が
シ
ャ
ル
ル
・
ス
ワ
ン
だ

と
で
も
思
っ
て
る
の
か
ね
？　

ジ
ョ
ッ
キ
ー
・
ク
ラ
ブ
に
参
加
を
申
し
込

も
う
と
で
も
？　

フ
ォ
ー
ブ
ー
ル
・
サ
ン
＝
ジ
ェ
ル
マ
ン
に
迎
え
入
れ
て

も
ら
お
う
と
で
も
？　

偽
の
兄
弟
！　

異
教
徒
め
。
コ
ラ
ボ
！　

ヴ
ァ
ッ

フ
ェ
ン
Ｓ
Ｓ
﹇
武
装
親
衛
隊
﹈
！　

公
爵
夫
人
た
ち
に
も
て
も
て
で
、
優

雅
さ
の
判
定
者
、
ゲ
ル
マ
ン
ト
一
族
の
お
気
に
入
り
だ
っ
た
シ
ャ
ル
ル
・

ス
ワ
ン
で
さ
え
、
年
を
取
る
う
ち
に
自
分
の
ル
ー
ツ
を
思
い
出
し
た
の
だ

ぞ
」30

　

ま
さ
に
そ
こ
で
い
わ
れ
る
「
自
分
の
ル
ー
ツ
」
の
捜
索
こ
そ
、
モ
デ
ィ

ア
ノ
に
と
っ
て
の
固
定
観
念
と
な
り
、
彼
の
小
説
の
最
大
の
主
題
を
な
す

わ
け
だ
が
、
し
か
し
ま
た
こ
の
第
一
作
に
は
次
の
よ
う
な
一
文
も
読
ま
れ

る
の
で
あ
る
―
「
こ
の
ぼ
く
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
・
シ
ュ
レ
ミ
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ

は
ど
ん
な
青
春
時
代
に
つ
い
て
語
れ
る
だ
ろ
う
、
国
を
喪
っ
た
み
じ
め
な

ち
っ
ぽ
け
な
ユ
ダ
ヤ
人
の
青
春
以
外
に
？　

ぼ
く
は
ジ
ェ
ラ
ー
ル
・
ド
・

ネ
ル
ヴ
ァ
ル
に
も
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
に
も
、
マ
ル
セ
ル
・

プ
ル
ー
ス
ト
に
さ
え
な
れ
な
い
だ
ろ
う
」31

  

プ
ル
ー
ス
ト
「
に
さ
え
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
自
分
も
同
じ
ユ
ダ

ヤ
人
で
あ
る
の
に
、
と
い
う
含
意
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に

は
す
で
に
、
装
わ
れ
た
饒
舌
体
の
も
と
、
モ
デ
ィ
ア
ノ
的
な
〝
か
ら
っ
ぽ

さ
〞
の
感
覚
が
痛
ま
し
く
も
顔
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
に
は

語
る
べ
き
青
春
が
あ
り
、
人
生
の
記
憶
が
あ
っ
た
。「
そ
れ
が
私
の
一
生

で
あ
り
、
私
自
身
で
あ
っ
た
」
と
い
う
に
足
る
「
か
く
も
長
い
す
べ
て
の

時
間
」32
、
そ
れ
を
プ
ル
ー
ス
ト
（
の
語
り
手
）
は
「
私
の
内
部
」
に
見
出

し
て
い
た
。
モ
デ
ィ
ア
ノ
は
若
く
し
て
、
自
分
に
は
彼
の
よ
う
に
「
私
の

一
生
、
私
自
身
」
の
充
実
し
た
物
語
を
書
き
綴
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
認
識
に
達
し
て
い
る
。
彼
が
語
る
べ
き
は
、
そ
し
て
取
り
戻
し
た
い
と

切
望
す
る
の
は
他
者
の
記
憶
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
た
ち
の
記

憶
で
あ
り
、
と
り
わ
け
、
強
制
収
容
所
へ
の
連
行
を
逃
れ
て
、
何
や
ら
い

か
が
わ
し
い
連
中
と
接
触
を
も
っ
て
い
た
ら
し
い
自
分
の
父
が
、
占
領
期

の
パ
リ
で
い
っ
た
い
何
を
し
て
い
た
の
か
が
、
モ
デ
ィ
ア
ノ
に
と
っ
て
到

達
す
べ
き
「
見
出
さ
れ
た
時
」
の
核
心
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
。「
生
誕
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以
前
の
記
憶
」33
の
執
拗
な
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
前
に
、
モ
デ
ィ
ア
ノ

自
身
の
生
の
実
感
は
ど
こ
ま
で
も
後
退
し
て
い
く
。

　

若
い
こ
ろ
む
さ
ぼ
り
よ
ん
だ
『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
を
、
そ
の
後

自
分
は
二
度
と
読
み
返
し
て
い
な
い
と
モ
デ
ィ
ア
ノ
は
述
懐
し
て
い
る
34
。

『
エ
ト
ワ
ー
ル
広
場
』
の
の
ち
、
む
き
だ
し
の
、
や
ぶ
れ
か
ぶ
れ
の
と
い

っ
て
も
い
い
汎
ユ
ダ
ヤ
主
義
は
影
を
ひ
そ
め
35
、
よ
り
落
ち
着
い
た
タ
ッ

チ
で
、
淡
い
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
な
か
に
空
虚
さ
の
悲
哀
を
溶
か
し
込
み

つ
つ
、「
生
誕
以
前
の
記
憶
」
を
一
歩
一
歩
、
解
き
明
か
し
て
い
く
作
業

を
モ
デ
ィ
ア
ノ
は
地
道
に
続
け
て
い
っ
た
。
記
憶
喪
失
に
か
か
っ
た
探
偵

が
自
分
の
過
去
を
探
る
『
暗
い
ブ
テ
ィ
ッ
ク
通
り
』（
一
九
七
八
年
）
で
は
、

パ
リ
の
街
か
ど
に
か
す
か
に
残
さ
れ
た
記
憶
の
痕
跡
を
「
地
下
水
脈
を
探

し
て
、
振
子
の
ど
ん
な
か
す
か
な
振
動
を
も
見
張
る
占
者
の
よ
う
」36
に

た
ど
っ
て
い
く
手
法
が
確
立
さ
れ
た
。
ひ
と
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
少
女
が
占
領

期
に
辿
っ
た
足
跡
を
懸
命
に
追
う
『
ド
ラ
・
ブ
リ
ュ
デ
ー
ル
』（
一
九
九
七

年
）
は
、
他
者
の
記
憶
に
触
れ
よ
う
と
す
る
半
ば
絶
望
的
な
試
み
の
貫
徹

だ
っ
た
37
。
そ
し
て
自
ら
の
父
母
の
半
生
を
も
っ
と
も
細
密
に
明
か
し
た

『
血
統
』（
二
〇
〇
五
年
）
は
、
簡
潔
な
短
文
の
息
せ
き
切
っ
た
積
み
重
ね

に
よ
り
両
親
の
経
験
と
自
己
の
存
在
を
一
気
に
連
結
し
た
、
い
わ
ば
究
極

の
オ
ー
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
38
。
そ
れ
ら
の
作
品
を
里
程
標
と
す
る

モ
デ
ィ
ア
ノ
の
長
き
に
わ
た
る
探
求
は
、
先
ほ
ど
喚
起
し
た
ペ
ー
タ
ー
・

シ
ュ
レ
ミ
ー
ル
に
こ
と
よ
せ
て
い
う
な
ら
ば
、
一
貫
し
て
「
影
」
を
追
う

試
み
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
最
新
作
『
き
み
が
迷
子
に
な
ら
な
い
た
め
に
』

（
二
〇
一
四
年
）
の
題
辞
に
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
言
葉
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
私
は
事
柄
の
現
実
を
提
供
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
〈
影
〉
し
か
示

す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
」39
。
つ
い
に
本
体
に
到
達
し
え
な
い
こ
と
を

定
め
と
し
て
受
け
入
れ
た
彼
の
創
作
は
、
い
わ
ば
プ
ル
ー
ス
ト
を
再
読
す

る
こ
と
の
断
念
を
秘
め
、『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』
と
い
う
巨
大
な
山

脈
の
陰
を
行
く
意
志
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
慎
ま
し
や
か
な
歩
み
が
、

い
つ
の
ま
に
か
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い
う
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
の
の
ち
に
書
く

作
家
、
戦
後
社
会
の
「
記
憶
喪
失
」
に
対
し
執
拗
に
抵
抗
し
続
け
る
作
家

と
し
て
の
模
範
的
な
キ
ャ
リ
ア
と
映
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
一
見
、
最
初
に
参
照
し
た
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ー
ム
の
論
に
お
け

る
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」、
つ
ま
り
先
行
者
が
存
在
し
な
か
っ
た
か
の
よ
う
に

ふ
る
ま
う
型
に
収
ま
る
態
度
か
と
も
思
え
る
。
し
か
し
、
モ
デ
ィ
ア
ノ
の

具
現
す
る
の
が
プ
ル
ー
ス
ト
に
対
す
る
否
認
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
そ
れ
は
処
女
作
が
如
実
に
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
プ
ル
ー
ス
ト

の
長
編
の
存
在
を
過
剰
な
ま
で
に
意
識
し
た
あ
げ
く
、
屹
立
す
る
そ
の
大

作
に
対
し
、
自
ら
に
と
っ
て
切
実
な
書
法
を
選
び
ぬ
い
た
結
果
な
の
で
あ

る
。

　

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
た
ち
は
、
自
ら
が
プ
ル
ー
ス
ト
の
「
あ
と
」
に

や
っ
て
き
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
意
識
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
の

意
識
は
彼
ら
を
縛
る
が
、
し
か
し
同
時
に
彼
ら
の
進
む
べ
き
道
を
指
し
示

し
も
す
る
。
モ
デ
ィ
ア
ノ
を
始
め
と
す
る
作
家
た
ち
の
、
大
い
な
る
遺
産

を
背
負
っ
て
次
の
一
歩
を
踏
み
出
そ
う
と
す
る
懸
命
の
営
為
は
、
い
わ
ば

偉
大
さ
を
奪
わ
れ
た
時
代
―
偉
大
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た
時
代
と
い
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
が
―
に
な
お
あ
り
う
る
創
造
の
あ
り
か
た
を
、
わ
れ
わ
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れ
に
痛
切
に
問
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
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