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『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』

の
ト
「
マ
ス
・

マ
ン
の
作
品
に
お
け
る
位
置
づ
け

柴
田

育
子

主
題
の
変
遷

　
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
、
一
九
二
一
年
夏
に
刊
行
し
た
短
編
『
ヴ
ェ
ニ
ス

に
死
す
』
の
冒
頭
で
、
　
「
数
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
危
機
的
様

相
を
与
え
た
、
一
九
…
…
年
春
の
、
と
あ
る
一
日
の
午
後
」
　
（
曽
一
ω
一

養
一
σ
と
い
う
文
章
を
書
き
残
し
た
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る

一
大
転
換
期
と
な
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦
を
境
と
し
て
、
作
家
と
し
て
マ

ン
が
追
求
す
る
主
題
も
ま
た
「
転
換
」
し
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
ひ

じ
ょ
う
に
暗
示
的
で
あ
る
。

　
そ
れ
ま
で
の
マ
ン
の
主
題
は
、
一
九
〇
一
年
刊
行
の
『
プ
ッ
デ
ン
ブ

ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
や
一
九
〇
三
年
刊
行
の
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ

ル
』
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
芸
術
家
が
有
す
る
「
芸
術
性
」
の
問
題
と

そ
れ
の
対
極
上
に
位
置
す
る
「
市
民
性
」
と
の
関
連
で
あ
っ
た
。
マ
ン
自

身
、
後
に
、
　
「
芸
術
家
の
問
題
、
す
な
わ
ち
、
一
方
に
は
精
神
と
芸
術
を

置
き
、
他
方
に
は
〈
生
活
〉
を
置
く
と
い
う
こ
の
弁
証
法
的
対
立
は
、

『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
に
ま
で
も
及
ぶ
一
ト
の
制
作
範
囲
の
な
か
で
、
絶
え

ず
支
配
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
ま
す
」
⑫
と
語
る
が
、
一
」
う
し
た
主
題
こ

そ
が
、
作
家
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
そ
の
前
半
期
に
お
い
て
追
求
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
「
芸
術
性
」
と
「
市
民
性
」
と
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
論

じ
る
こ
と
は
決
し
て
容
易
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
2
0
世
紀
初
頭
の
ド
イ

ツ
の
芸
術
家
や
知
識
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
い
わ
ゆ
る
「
ロ
マ

ン
主
義
」
的
伝
統
⑬
の
下
で
、
日
常
的
な
市
民
生
活
を
忘
れ
、
美
的
で
空

想
的
な
「
芸
術
性
」
の
中
に
没
入
し
て
い
く
こ
と
の
方
が
一
般
的
で
あ
っ

た
。
そ
の
意
味
で
は
ド
イ
ツ
の
芸
術
家
た
ち
は
、
こ
の
「
市
民
性
」
の
要

素
を
著
し
く
欠
い
て
い
た
。

　
加
え
て
、
マ
ン
に
は
、
彼
の
生
そ
の
も
の
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
「
時

代
」
と
密
着
し
た
作
品
を
発
表
し
た
い
と
い
う
願
望
が
き
わ
め
て
強
い
。

こ
れ
が
、
　
「
芸
術
性
」
と
「
市
民
性
」
と
い
う
主
題
に
加
え
て
、
マ
ン
の

作
品
を
考
え
る
場
合
に
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
主
題
設
定
が
あ
る
種
の
矛
盾
を
含
む
こ
と
に
な
っ
た
。
本
来
、
　
「
市
民

性
」
と
「
芸
術
性
」
は
対
極
上
に
あ
る
も
の
で
あ
る
し
、
　
「
時
代
」
性
は

「
市
民
性
」
の
方
向
に
引
か
れ
る
要
素
を
そ
も
そ
も
持
っ
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
マ
ン
が
「
芸
術
性
」
を
描
き
出
そ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
矛



盾
し
た
事
態
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
｝
。

　
一
方
で
、
勤
勉
で
倫
理
的
な
「
市
民
性
」
と
は
乖
離
し
た
「
芸
術
性
」

の
問
題
を
描
き
な
が
ら
、
同
時
に
「
時
代
」
と
密
着
し
た
作
品
を
発
表
し

た
い
と
い
う
マ
ン
の
願
望
が
矛
盾
を
引
き
起
こ
す
の
は
必
然
で
も
あ
っ

た
。
マ
ン
の
作
品
に
は
す
べ
て
、
彼
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
と

な
っ
て
い
る
伝
統
的
ド
イ
ツ
市
民
社
会
が
そ
の
背
景
と
し
て
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
背
景
と
し
な
が
ら
、
　
「
芸
術
性
」
と
「
市
民
性
」
を
小
説
の
中

で
描
く
と
い
う
試
み
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
比
較
的
平
穏
な
社
会
で

は
成
功
を
お
さ
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
後

の
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
と
変
動
の
中
で
、
ド
イ
ツ
の
市
民
生
活
の
伝
統

的
姿
す
な
わ
ち
「
市
民
性
」
を
、
彼
の
一
方
の
世
界
で
あ
る
「
芸
術
性
」

の
中
に
織
り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
容
易
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
　
「
時

代
」
性
と
い
う
マ
ン
の
も
う
一
方
の
主
題
が
、
そ
れ
を
妨
げ
た
の
で
あ

る
。
　
「
芸
術
性
」
の
世
界
に
生
き
る
芸
術
家
た
ち
も
、
否
応
な
く
「
時
代

性
」
に
よ
っ
て
市
民
生
活
の
中
に
引
き
づ
り
お
ろ
さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
自
ら
の
主
題
が
、
時
代
遅
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
、
マ
ン

自
身
が
十
分
に
承
知
し
て
い
た
。
一
九
二
二
年
十
一
月
八
日
付
け
の
ハ
イ

ン
リ
ヒ
・
マ
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
作
品
を
卑
下
す

る
マ
ン
の
言
葉
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
主
題
設
定
で
は
こ
れ
以
上
先
へ
進

め
な
い
と
い
う
苦
悩
が
十
分
伺
え
る
伯
。

　
こ
う
し
た
意
味
を
考
え
る
な
ら
ば
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
発
表
の

後
、
一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
受
け
て
、
マ
ン
が
作
家

と
し
て
の
仕
事
を
中
断
し
、
　
『
非
政
治
的
人
問
の
考
察
』
　
（
一
九
一
八

年
）
を
代
表
作
と
す
る
時
事
評
論
を
次
々
と
発
表
し
、
一
九
一
九
年
四
月

の
『
主
人
と
犬
』
の
発
表
ま
で
小
説
を
発
表
し
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が

第
一
次
世
界
大
戦
と
い
う
「
時
代
」
と
対
時
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

と
い
う
意
味
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
　
「
時
代
」
と
対
時

し
た
と
き
自
分
の
主
題
設
定
に
疑
問
を
感
じ
、
こ
れ
以
上
、
作
品
を
発
表

で
き
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
　
「
時
代
」
と

密
着
し
た
作
品
を
発
表
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
　
「
芸
術
性
」
と
「
市
民

性
」
と
い
う
主
題
以
上
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
⑮
。

　
し
た
が
っ
て
、
　
『
ヴ
エ
ニ
ス
に
死
す
』
の
意
味
づ
け
を
考
え
る
こ
と
は

重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
題
転
換
前
の
マ
ン
前
期
の
作
品
の
総
括
と
い

う
意
味
に
お
い
て
も
重
要
で
あ
る
し
、
ま
た
、
マ
ン
が
「
時
代
」
と
密
着

し
た
作
品
を
発
表
し
た
い
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
作

品
の
中
に
彼
の
「
時
代
」
認
識
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
か
ら
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
に
対
す
る
評
価
は
、
老

小
説
家
が
美
少
年
に
惹
か
れ
て
身
を
滅
ぼ
し
て
い
く
と
い
う
「
芸
術
性
」

ば
か
り
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
主

題
の
転
換
と
い
う
作
家
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
が
置
か
れ
て
い
た
深
刻
な
事
態

が
存
在
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
意
味
か
ら
、
本
論
で
は
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死

す
』
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
作
品
に
お
け
る
意
味
づ
け
を
考
え
て
み
た
い
。

二
　
「
芸
術
性
」
と
「
市
民
性
」

　
で
は
、
マ
ン
に
と
っ
て
「
芸
術
性
」
と
「
市
民
性
」
と
の
ど
ち
ら
が
よ

り
重
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
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例
え
ば
、
一
九
〇
三
年
刊
行
σ
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
で
は

「
市
民
性
」
に
よ
り
比
重
が
置
か
れ
て
い
た
。
一
こ
の
作
品
で
は
、
　
「
思
慮

深
く
、
徹
底
的
で
、
ピ
ュ
ー
リ
タ
ニ
ズ
ム
か
ら
来
る
几
帳
面
さ
を
持
ち
、

憂
鐙
癖
の
あ
る
、
北
方
的
な
性
格
」
　
（
声
ω
一
ω
S
一
を
持
つ
父
親
と
、
南

国
の
血
が
混
じ
り
「
美
し
く
感
性
的
で
無
邪
気
さ
を
持
ち
、
同
時
に
軽
率

な
と
こ
ろ
が
あ
り
情
熱
的
で
、
一
時
の
衝
動
か
ら
だ
ら
し
な
い
こ
と
も
し

で
か
す
」
　
（
自
ら
・
ω
S
）
母
親
と
を
両
親
に
持
つ
詩
人
ト
ー
ニ
オ
・
ク

レ
ー
ゲ
ル
が
主
人
公
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
成
人
し
て
盛
ん
な
喝
釆
を
あ

び
て
詩
人
と
し
て
世
に
出
る
が
、
彼
の
芸
術
的
姿
勢
は
、
友
人
の
ロ
シ
ア

人
女
流
画
家
か
ら
「
迷
え
る
市
民
」
　
（
①
巨
＜
邑
目
雪
雪
品
＆
0
と
称
さ

れ
て
し
ま
う
。

　
詩
人
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
の
「
芸
術
性
」
と
は
、
作
品
中
で
の
彼

の
告
白
に
よ
れ
ば
、
　
「
世
の
中
に
は
、
平
凡
な
も
の
の
も
た
ら
す
快
楽
へ

の
憧
れ
に
勝
っ
て
、
甘
美
で
感
じ
が
い
の
あ
る
い
か
な
る
憧
れ
も
あ
り
え

な
い
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
深
刻
で
宿
命
的
な
芸
術
家
気
質
」
　
（
声
ω
・

ω
s
一
で
あ
っ
た
。
彼
の
「
最
も
深
く
最
も
ひ
そ
か
な
愛
情
は
、
金
髪
で
青

い
目
の
、
明
る
く
生
き
生
き
と
し
た
、
幸
福
な
、
愛
す
べ
き
平
凡
な
人
た

ち
」
　
（
声
ω
．
ω
嵩
）
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
主
人
公
は
、
自
分
を
「
芸
術

に
迷
い
込
ん
だ
市
民
」
　
（
声
ω
し
当
）
で
あ
る
と
評
す
る
。
こ
の
作
品
で

は
、
平
凡
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
市
民
性
」
に
本
来
的
に
共
感
を
感
じ
、

そ
の
中
に
至
福
を
見
い
だ
す
、
一
風
変
わ
っ
た
芸
術
家
の
姿
が
描
か
れ

た
。　

こ
の
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
と
『
ブ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の

人
々
』
の
主
人
公
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
と
を
も
っ
て
、
そ
も

そ
も
マ
ン
の
作
晶
で
は
「
芸
術
性
」
で
は
な
く
「
市
民
性
」
に
比
重
が
お

か
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ハ
イ
ン
リ

ヒ
・
マ
ン
宛
の
書
簡
で
も
語
ら
れ
た
「
死
へ
の
共
感
」
　
（
後
述
一
、
あ
る

い
は
、
　
『
プ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
の
ク
リ
ス
テ
ィ
ア
ン
や
ハ
ー

ノ
少
年
の
描
き
方
、
ま
た
こ
の
作
品
の
主
人
公
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ッ
デ
ン
ブ

ロ
ー
ク
も
、
本
来
は
「
芸
術
性
」
の
要
素
を
強
く
持
っ
て
い
る
人
物
で
あ

り
な
が
ら
、
実
直
な
市
民
が
持
つ
倫
理
観
や
責
任
感
か
ら
「
芸
術
性
」
の

世
界
に
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
爬
、
　
「
芸
術
性
」

の
世
界
に
も
ま
た
マ
ン
が
強
く
惹
か
れ
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実
な
の
で

あ
る
。

　
少
な
く
と
も
、
マ
ン
作
品
の
中
で
、
　
「
市
民
性
」
と
「
芸
術
性
」
の
二

つ
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
二

つ
を
描
き
出
す
こ
と
で
マ
ン
の
作
品
は
成
立
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
　
「
市

民
性
」
と
「
芸
術
性
」
の
ど
ち
ら
に
比
重
を
置
く
か
は
、
作
品
に
よ
っ
て

も
異
な
っ
て
い
る
し
、
マ
ン
自
身
の
内
面
で
、
ど
ち
ら
を
重
視
し
た
も
の

と
し
て
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
大
き
な
苦
悩
が
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。

　
先
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
宛
の
書
簡
の
中
で
も
、
そ
の
苦
悩
の
一
端
が

垣
問
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
更
に
、
一
九
＝
二
年
九
月
十
四
日
付
け
の

ペ
シ
ュ
テ
ィ
・
ナ
プ
ロ
紙
と
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
で
、
マ
ン
は
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
中
で
描
き

出
し
た
も
の
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
は
、
芸
術
に
対
す
る
あ
る
種
の
懐
疑
、
私

　
　
が
こ
の
作
品
で
は
じ
め
て
語
っ
た
わ
け
で
は
な
い
懐
疑
が
述
べ
ら
れ

　
　
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
す
。
　
（
中
略
）
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
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す
』
で
私
は
、
名
声
と
尊
敬
、
幸
福
の
絶
頂
に
あ
り
な
が
ら
も
、
芸

　
　
術
の
中
に
隠
れ
家
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
ず
、
克
服
し
が
た
い
情

　
　
熱
の
た
め
に
肉
体
的
に
も
精
神
的
に
も
滅
ん
で
い
く
一
人
の
男
を
描

　
　
こ
う
と
し
た
の
で
す
。
頂
上
か
ら
の
転
落
を
で
き
る
だ
け
宿
命
的
に

　
　
見
せ
る
た
め
だ
け
に
、
私
は
主
人
公
に
対
し
て
、
同
性
愛
を
選
ん
だ

　
　
の
で
す
。
四

マ
ン
の
こ
う
し
た
こ
と
ば
は
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
出
版
後
に
沸
き

起
こ
っ
て
き
た
、
作
品
に
対
す
る
賛
美
と
批
判
に
対
し
て
の
も
の
で
あ

る
。
こ
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
で
、
マ
ン
が
「
芸
術
の
中
に
隠
れ
家
を
見
い
だ

す
こ
と
が
で
き
ず
、
克
服
し
が
た
い
情
熱
の
た
め
に
肉
体
的
に
も
精
神
的

に
も
滅
ん
で
い
く
一
人
の
男
」
と
主
人
公
を
評
し
て
い
る
こ
と
に
は
大
い

に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
マ
ン
は
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
を
、
　
「
芸
術
性
」
に
よ
り
比
重
を
置
い

て
描
い
た
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
人
公
の
初
老
の
作
家
は
、
本
来
、

克
己
に
身
を
嚢
し
な
が
ら
作
品
を
書
い
て
い
く
「
市
民
的
」
な
人
問
で
は

あ
っ
た
。
彼
は
、
父
方
の
血
か
ら
極
度
な
ま
で
の
規
律
を
受
け
継
ぎ
、

「
一
日
を
冷
水
を
胸
や
背
中
に
浴
び
る
こ
と
か
ら
始
め
」
、
　
「
睡
眠
に

よ
っ
て
蓄
え
た
力
を
、
午
前
中
の
激
し
く
良
心
的
な
二
、
三
時
問
、
芸
術

の
た
め
に
提
供
す
る
」
　
（
戸
ω
・
δ
N
一
勤
勉
で
実
直
な
市
民
で
あ
っ
た
。

主
人
公
は
そ
う
し
た
実
直
な
市
民
が
持
つ
倫
理
性
か
ら
、
年
を
と
る
に
つ

れ
て
、
官
僚
的
で
教
育
的
な
作
品
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
自

分
の
語
彙
か
ら
一
切
の
卑
俗
な
言
葉
を
放
逐
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。
文
部

省
は
、
そ
う
し
た
主
人
公
の
著
作
を
官
定
教
科
書
に
採
用
し
た
一
戸
ω
。

δ
α
）
。
主
人
公
の
初
老
の
作
家
は
そ
も
そ
も
、
　
『
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家

の
人
々
』
の
主
人
公
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
と
同
じ
よ
う
に
、

マ
ン
が
好
ん
で
描
く
「
業
績
の
倫
理
家
」
　
（
5
一
旨
品
ω
①
巨
冨
H
）
タ
イ
プ

に
属
し
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
う
し
た
倫
理
的
な
市
民
が
、
　
「
ふ
い
に
若
々
し
く
遠
く
へ

憧
れ
る
気
持
ち
」
　
（
声
ω
．
長
α
一
に
と
ら
わ
れ
て
、
南
国
へ
の
旅
に
出
か

け
る
と
、
彼
は
美
的
で
空
想
的
な
「
芸
術
性
」
に
と
ら
わ
れ
「
市
民
性
」

か
ら
離
反
し
て
い
く
。
彼
は
や
は
り
、
　
「
市
民
」
で
あ
る
以
上
に
「
芸
術

家
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
主
人
公
は
市
民
生
活
の
中
で
、
本
来

の
「
芸
術
性
」
を
覆
い
隠
し
て
生
活
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
そ
し
て
、
ヴ
ェ
ニ
ス
の
海
辺
で
主
人
公
は
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
貴
族
の
少
年

タ
ッ
ジ
オ
の
美
し
さ
に
魅
せ
ら
れ
て
、
予
定
の
滞
在
期
問
を
過
ぎ
て
も
、

疫
病
の
噂
を
気
に
も
と
め
ず
、
延
々
と
海
辺
の
ホ
テ
ル
に
滞
在
し
続
け

る
。
主
人
公
の
初
老
の
作
家
は
自
分
の
感
情
を
抑
え
ら
れ
な
く
な
り
、
誘

惑
に
駆
ら
れ
て
美
し
い
少
年
タ
ッ
ジ
オ
の
後
を
尾
行
し
、
美
を
崇
拝
す
る

言
葉
を
発
し
、
自
分
の
老
い
を
隠
す
た
め
に
足
蹴
し
く
美
容
院
に
通
う
。

そ
し
て
、
疫
病
の
流
行
の
噂
が
広
ま
る
こ
と
を
極
度
に
恐
れ
る
。
彼
は
考

え
る
。

　
　
「
一
疫
病
流
行
の
こ
と
、
引
用
者
註
一
こ
れ
は
黙
っ
て
い
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
ぬ
1
・
」
。
し
か
し
同
時
に
　
彼
の
心
は
、
外
界
が
今
ま
さ
に
陥

　
　
ろ
う
と
し
て
い
る
冒
険
に
満
足
を
覚
え
た
。
と
い
う
の
は
、
日
常
生

　
　
活
の
確
固
た
る
秩
序
と
繁
栄
と
い
う
も
の
は
、
犯
罪
に
と
っ
て
そ
う

　
　
で
あ
る
よ
う
に
、
情
熱
に
と
っ
て
も
相
応
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
か

　
　
ら
で
あ
り
、
市
民
社
会
構
造
の
落
と
し
穴
や
、
世
問
の
混
乱
や
災
厄

　
　
は
す
べ
て
、
情
熱
に
と
っ
て
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
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（
曽
ら
し
o
o
）
。

こ
う
し
た
側
面
は
ま
さ
し
く
「
芸
術
性
」
の
側
面
に
属
す
る
。
ヴ
エ
ニ
ス

で
少
年
を
尾
行
す
る
享
楽
的
な
生
活
は
、
主
人
公
が
本
来
も
っ
て
い
る
勤

勉
で
実
直
な
「
市
民
性
」
と
は
著
し
く
矛
盾
し
て
い
る
。

　
こ
の
市
民
社
会
の
秩
序
を
失
っ
た
主
人
公
の
行
為
は
、
芸
術
家
が
本
来

持
っ
て
い
る
「
芸
術
性
」
が
、
日
常
生
活
や
秩
序
を
重
視
す
る
「
市
民

性
」
と
は
、
本
来
的
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
「
芸
術
性
」
の
世
界
に
と
ら
わ
れ
た
初
老
の
作
家
は
、
タ
ッ
ジ
オ
少

年
と
い
う
美
に
魅
せ
ら
れ
て
、
　
「
市
民
性
」
を
放
棄
す
る
に
至
っ
た
。
主

人
公
は
、
　
「
芸
術
家
気
質
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
、
美
を
創
り
出
す
不

公
平
を
承
認
し
、
貴
族
的
な
優
遇
に
関
心
と
敬
意
を
示
す
と
い
う
、
厚
か

ま
し
く
裏
切
り
的
な
性
癖
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」
　
一
声
ω
。
ミ
〇
一

と
語
る
。
彼
は
、
ド
イ
ツ
の
新
聞
を
通
し
て
、
ヴ
ェ
ニ
ス
で
疫
病
が
蔓
延

し
て
い
る
と
の
噂
を
知
り
な
が
ら
も
、
少
年
の
姿
を
見
続
け
た
い
が
た
め

に
、
そ
の
事
実
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
貴
族
一
家
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
芸
術
性
」
が
「
市
民
性
」
を
凌
駕
し
て
い
る
。

疫
病
の
感
染
を
避
け
る
た
め
多
く
の
旅
行
者
が
帰
国
し
た
後
も
、
主
人
公

は
ヴ
ェ
ニ
ス
に
留
ま
り
続
け
、
タ
ッ
ジ
オ
少
年
の
姿
を
目
で
追
い
な
が
ら

ヴ
ェ
ニ
ス
海
辺
で
そ
の
生
涯
を
終
え
る
。

　
『
ヴ
エ
ニ
ス
に
死
す
』
で
描
か
れ
た
芸
術
家
の
「
死
」
は
、
美
や
情
熱

を
重
視
す
る
「
芸
術
性
」
が
、
倫
理
性
を
重
視
す
る
「
市
民
性
」
に
勝
る

と
い
う
一
面
を
示
し
た
。
芸
術
家
の
「
生
」
と
市
民
の
「
生
」
と
は
、
本

質
的
に
目
指
す
も
の
が
異
な
る
の
で
あ
り
、
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
的

「
芸
術
性
」
は
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
こ
で
は
示
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
老
い
を
恥
じ
、
美
に
魅
せ
ら
れ
た
初
老
の
作
家
の
市
民
生
活
で
の

姿
は
仮
の
も
の
で
あ
り
、
彼
は
美
を
賛
美
す
る
と
い
う
芸
術
家
の
本
性
を

捨
て
去
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
ば
な
ぜ
先
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
の
中
で
、
マ
ン
は
主

人
公
の
初
老
の
作
家
を
「
芸
術
の
中
に
隠
れ
家
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き

な
い
」
一
人
の
男
で
あ
る
と
語
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
来
、
そ
れ
は
、

　
「
市
民
生
活
の
中
に
安
住
で
き
な
い
」
一
人
の
男
と
語
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
が
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
を
執
筆
し
た
当
時
、

混
乱
を
増
し
て
い
く
「
時
代
」
と
共
に
、
苦
悩
を
増
し
て
い
っ
た
マ
ン
の

姿
と
つ
な
が
っ
て
く
る
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。

　
つ
ま
り
、
　
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
と
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の

二
作
品
の
中
で
、
芸
術
家
の
二
つ
の
タ
イ
プ
を
描
き
出
し
た
・
」
と
は
、
マ

ン
が
持
っ
て
い
る
二
つ
の
世
界
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

。
る
。
そ
の
意
味
で
は
マ
ン
自
身
が
「
芸
術
性
」
の
世
界
に
生
き
な
が
ら

　
「
市
民
性
」
を
求
め
る
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
と
、
　
「
市
民

性
」
の
世
界
に
生
き
な
が
ら
「
芸
術
性
」
を
捨
て
き
れ
な
か
っ
た
『
ヴ
ェ

ニ
ス
に
死
す
』
の
世
界
と
の
両
方
を
共
有
し
て
持
っ
て
い
る
σ
で
あ
り
、

ど
ち
ら
か
一
方
が
正
し
い
と
は
こ
の
時
点
で
は
言
え
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

　
し
た
が
っ
て
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
「
芸
術
性
」
に
優
位
を
与
え

た
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
「
芸
術
性
」
が
完
全
に
「
市
民
性
」
を
凌
駕
し
た
と

は
い
え
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
作
品
で
「
芸
術
性
」
に
優
位
を
与
え
な
が

ら
、
　
「
市
民
性
」
の
持
つ
側
面
に
マ
ン
は
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た
に
違
い
な

い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
市
民
性
」
の
側
面
こ
そ
が
、
先
に
述
べ
た
「
時
．
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代
」
に
対
応
し
た
側
面
な
の
で
あ
る
。
実
直
で
日
常
生
活
に
関
わ
る
も
の

を
重
視
す
る
「
市
民
性
」
こ
そ
、
第
一
次
世
界
大
戦
前
の
混
乱
期
で
は
重

視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
い
か
に
「
非
政
治
的
」
な
芸
術
家
と
い
え
ど

も
、
　
「
芸
術
性
」
の
中
に
潜
ん
で
い
ら
れ
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
っ
た

の
で
あ
る
。
先
の
イ
ン
タ
ヴ
ユ
ー
で
の
、
　
「
芸
術
性
の
中
に
隠
れ
家
を
見

い
だ
せ
な
い
」
　
一
人
の
男
と
は
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
主
人
公
で
は

な
く
、
マ
ン
白
身
で
あ
っ
た
。

　
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
を
受
け
て
、
そ
こ
で
ド
イ
ツ
が
選
択
し
た

道
、
そ
の
「
時
代
」
に
マ
ン
が
頭
を
悩
ま
せ
た
と
き
、
作
家
マ
ン
も
ま
た

「
芸
術
性
」
を
離
れ
、
よ
り
市
民
的
な
も
の
に
入
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
っ
て
い
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
来
の
「
市
民
性
」
を
忘
れ
、
　
「
芸
術
性
」
に
侵
さ
れ

な
が
ら
死
ん
だ
主
人
公
が
物
語
る
も
の
は
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
形
で
は
、

こ
れ
か
ら
の
「
時
代
」
に
は
も
は
や
通
用
し
な
い
と
い
う
認
識
に
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
考
え
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
と

共
に
、
マ
ン
に
と
っ
て
ま
す
ま
す
深
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

三
　
作
品
の
舞
台
と
し
て
の
イ
タ
リ
ア

　
更
に
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
注
目
を
惹
く
の
は
、
作
品
の
舞
台
を
イ

タ
リ
ア
に
お
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
作
晶
の
解
釈
に
と
っ

て
重
要
な
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
マ
ン
が
「
芸
術
性
」
と
「
市
民

性
」
と
を
比
較
す
る
時
に
し
ば
し
ば
用
い
る
の
は
、
「
北
方
」
と
「
南
方
」

の
対
比
と
い
う
構
図
で
あ
る
。
　
「
南
方
」
に
は
「
芸
術
性
」
が
属
し
、

「
北
方
」
に
は
「
市
民
性
」
が
属
す
る
。
　
「
南
方
」
は
明
る
く
自
由
で
奔

放
な
世
界
で
あ
り
、
　
「
北
方
」
は
厳
格
で
実
直
で
倫
理
的
な
世
界
で
あ

る
。
マ
ン
は
こ
の
作
品
の
中
で
、
ヴ
ェ
ニ
ス
と
い
う
街
を
次
の
よ
う
に
形

容
し
て
い
る
。

　
　
一
夜
に
し
て
、
比
類
な
き
幻
想
的
な
異
国
情
緒
に
浸
ろ
う
と
思
う
な

　
　
ら
ば
、
一
体
ど
こ
へ
行
く
べ
き
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
い
わ
ず
と
知

　
　
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
自
分
は
来
る
場
所
を
誤
っ
た
の
だ
。
本
当

　
　
は
、
自
分
は
あ
そ
こ
へ
旅
行
し
よ
う
と
思
っ
て
い
た
の
だ
。
　
（
声
ω
・

　
　
牡
畠
一こ

こ
で
存
在
す
る
こ
と
の
快
適
な
リ
ズ
ム
が
、
す
で
に
彼
を
虜
に
し

て
し
ま
っ
て
い
た
。
一
」
う
い
う
生
活
の
、
穏
や
か
で
輝
き
の
あ
る
優

し
さ
が
、
忽
ち
彼
を
魅
惑
し
た
。
南
国
の
砂
浜
で
味
わ
う
よ
く
行
き

届
い
た
海
水
浴
生
活
の
い
ろ
い
ろ
な
魅
力
と
、
ヴ
ェ
ニ
ス
と
い
う
奇

■
妙
で
こ
の
世
の
も
の
と
は
違
っ
た
か
の
よ
う
な
都
市
の
懐
か
し
さ
を

覚
え
る
親
身
な
近
さ
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
と
、
実
際
の
こ
こ

で
の
滞
在
の
中
で
は
感
じ
る
の
だ
1
一
声
ω
・
嵩
一
）

　
　
ヴ
ェ
ニ
ス
と
い
う
土
地
に
か
ぎ
っ
て
、
彼
を
魅
了
し
、
彼
の
緊
張
を

　
　
ゆ
る
め
、
彼
を
幸
福
な
気
分
に
し
た
。
　
（
声
ω
。
畠
一
）

ゲ
ー
テ
を
例
に
引
く
ま
で
も
な
く
、
ド
イ
ツ
の
知
識
人
の
問
で
、
あ
る
い

ば
一
般
ド
イ
ツ
市
民
の
問
で
も
そ
う
だ
が
、
南
国
イ
タ
リ
ア
が
特
別
な
存

在
で
あ
る
の
は
今
に
始
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
　
「
南
へ
行
く
」
　
一
富
9

箒
昌
ω
ε
①
…
身
雪
）
と
い
え
ば
、
イ
タ
リ
ア
を
は
じ
め
と
す
る
地
中
海
沿
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岸
地
域
へ
行
き
バ
カ
ン
ス
を
過
ご
す
こ
と
で
あ
る
し
、
　
「
南
へ
の
憧
れ
」

（
ω
①
巨
竃
o
巨
屋
g
箒
冒
ω
巨
①
目
）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
う
し
た
南
国
の

海
辺
で
の
生
活
を
指
す
。
南
国
の
持
つ
自
由
奔
放
さ
が
一
」
う
し
た
表
現
に

も
表
れ
て
い
る
し
、
　
「
北
方
」
に
居
住
す
る
厳
格
で
倫
理
観
が
高
く
、
幾

分
、
憂
麓
癖
の
あ
る
ド
イ
ツ
人
を
は
じ
め
と
す
る
諸
民
族
を
、
南
国
で
過

ご
す
休
暇
が
癒
し
て
く
れ
た
側
面
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て

そ
う
い
う
意
味
を
考
え
な
が
ら
マ
ン
の
文
章
を
読
む
と
き
、
や
は
り
「
北

方
」
型
の
性
格
と
「
南
方
」
型
の
性
格
を
、
マ
ン
は
本
質
的
に
異
な
る
も

の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
マ
ン
は
自
分
を
語
る
際
に
、
し
ば
し
ば
母
方
に
南
方
の
血
が
混
ざ
っ
て

い
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
う
語
る
こ
と
の
中
に
、
自
分
が
そ
の
意
味
か
ら
典

型
的
な
ド
イ
ツ
人
と
は
い
え
な
い
の
だ
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
る
こ

と
が
あ
る
“
。
そ
し
て
、
こ
の
「
混
血
の
モ
チ
ー
フ
」
を
マ
ン
は
、
し
ば

し
ば
作
品
中
の
主
人
公
に
対
し
て
も
凧
い
る
。
　
『
ト
i
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ

ル
』
の
主
人
公
の
詩
人
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
典
型
的
な
「
北
方
型
」
の

性
格
を
持
つ
『
ヴ
エ
ニ
ス
に
死
す
』
の
主
人
公
の
初
老
の
作
家
も
、
そ
の

母
は
「
ボ
ヘ
ミ
ア
の
一
楽
長
の
娘
で
あ
っ
た
詩
人
」
　
一
声
ω
・
δ
〇
一
で
あ

り
、
そ
の
結
果
、
主
人
公
に
官
能
的
な
血
と
外
国
風
の
趣
の
あ
る
風
貌
が

与
え
ら
れ
た
と
設
定
さ
れ
て
い
る
。

　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
主
人
公
は
、
そ
の
市
民
杜
会
型
の
性
格
か

ら
、
　
「
北
方
」
に
住
み
生
活
を
す
る
か
ぎ
り
、
芸
術
家
で
あ
り
な
が
ら
も

北
方
的
な
厳
格
さ
と
克
己
を
も
っ
て
作
品
を
発
表
す
る
宿
命
に
あ
る
。
ド

イ
ツ
で
生
活
し
て
い
た
際
の
主
人
公
の
「
芸
術
性
」
に
つ
．
い
て
は
、
前
半

部
で
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
彼
の
自
我
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
精
神
と
が
彼
に
課
し
た
課
題
の
数
々
に
取

　
　
り
組
み
、
創
作
の
義
務
と
い
う
も
の
か
ら
負
担
を
お
わ
さ
れ
、
に
ぎ

　
　
や
か
な
俗
世
界
の
愛
好
者
に
役
立
つ
た
め
娯
楽
を
嫌
っ
て
い
た
が
た

　
　
め
に
、
彼
は
、
各
人
が
自
分
の
生
活
領
域
か
ら
遠
く
離
れ
る
こ
と
な

　
　
し
に
地
球
の
表
面
か
ら
得
る
こ
と
が
で
き
る
見
解
に
全
く
満
足
し
て

　
　
い
た
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
離
れ
て
旅
を
し
て
み
よ
う
な
ど
と
い
う

　
　
こ
と
は
一
度
も
考
え
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
と
く
に
、
齢
も
知
命
を

　
　
過
ぎ
、
芸
術
家
と
し
て
自
分
の
仕
事
が
成
し
遂
げ
ら
れ
ず
、
成
し
遂

　
　
げ
る
前
に
寿
命
が
尽
き
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
倶
が
真

　
　
剣
な
も
の
と
な
っ
て
以
来
、
彼
の
外
的
な
存
在
は
、
彼
の
故
郷
と

　
　
な
っ
た
こ
の
美
し
い
街
と
、
雨
の
多
い
夏
を
過
ご
す
山
に
た
て
た
粗

　
　
末
な
別
荘
と
に
限
ら
れ
て
い
た
。
　
（
声
ω
．
長
メ
牡
お
）

ヴ
ェ
ニ
ス
で
美
少
年
に
魅
せ
ら
れ
変
貌
を
遂
げ
て
い
く
主
人
公
の
本
来
的

な
「
芸
術
性
」
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
い
か
に
も
「
市
民
的
」
で
あ
り
、

「
市
民
的
な
芸
術
性
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
、
自
分
が
生

活
を
し
そ
の
精
神
の
基
盤
を
お
い
て
い
る
ド
イ
ツ
市
民
杜
会
の
姿
に
忙
殺

さ
れ
、
関
心
は
絶
え
ず
そ
の
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
市
民
的
な
芸
術
性
」
は
、
先
に
述
べ
た
ト
ー
ニ

オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
的
な
「
市
民
的
な
芸
術
性
」
と
は
異
な
る
。
も
ち
ろ
ん

『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
で
は
、
市
民
社
会
に
共
感
を
示
す
「
芸
術

家
気
質
」
が
語
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
は
そ
う

し
た
側
面
に
加
え
て
市
民
社
会
の
危
機
も
語
ら
れ
て
い
る
。
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス

に
死
す
』
の
主
人
公
は
、
時
代
の
姿
に
常
に
関
心
を
払
っ
て
お
り
、
　
「
時

代
」
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
し
く
一
九
一
〇
年
代
に
ド
イ
ツ
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的
市
民
社
会
は
危
機
的
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
主
人
公
の

危
倶
も
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
と
、
作
者
マ
ン
は
設
定
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
も
な
お
、
ひ
と
た
び
開
放
的
な
南
国
に
出
た
な
ら
ば
、
そ
こ
に

は
厳
格
さ
も
制
限
さ
れ
た
生
活
も
必
要
な
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
主
人
公

の
姿
勢
は
、
南
国
の
雰
囲
気
に
魅
せ
ら
れ
て
、
徐
々
に
本
来
的
な
「
芸
術

性
」
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
ド
イ
ツ
で
生
活
し
て
い
る
か
ぎ
り
主
人
公
は

「
市
民
性
」
の
側
面
に
大
い
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
が
、
南
国
に
向
か
い
、
そ

こ
で
生
活
す
る
と
、
　
「
芸
術
性
」
の
側
面
が
大
い
に
強
ま
っ
て
く
る
。

　
し
か
し
、
こ
こ
で
、
マ
ン
は
あ
く
ま
で
「
北
方
」
に
共
感
を
寄
せ
て
い

る
こ
と
だ
け
は
強
調
し
て
お
い
た
方
が
い
い
だ
ろ
う
。
マ
ン
が
母
方
に
南

方
の
血
が
混
ざ
っ
て
い
る
と
い
い
な
が
ら
も
、
彼
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

が
つ
ね
に
ド
イ
ツ
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
彼
の
共
感
す
る
も
の
も
「
北
方
」

的
な
も
の
で
あ
る
。
南
国
は
や
は
り
、
南
国
的
な
本
来
的
「
芸
術
性
」
に

惹
か
れ
た
後
半
部
で
さ
え
主
人
公
が
語
る
よ
う
に
、
　
「
お
世
辞
上
手
で
、

胡
散
臭
く
も
美
し
い
ヴ
ェ
ニ
ス
」
　
（
声
ω
．
け
8
）
で
あ
り
、
　
「
ず
る
く
す

ば
し
こ
い
南
国
」
　
（
声
ω
し
＝
一
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
　
「
市
民
的
な
芸
術
性
」
の
質
は
、
一
九
〇
三
年
の

『
卜
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
と
一
九
二
一
年
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』

を
比
べ
て
見
る
と
、
明
ら
か
に
変
貌
を
遂
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
す
べ
か

ら
く
「
時
代
」
性
と
い
う
側
面
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し

た
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
き
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
主
題
設
定
そ
の

も
の
に
、
作
品
発
表
後
、
マ
ン
は
疑
問
を
感
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
は
「
芸
術
性
」

を
語
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
　
閂
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
以
来
の

「
市
民
的
な
芸
術
性
」
の
変
貌
を
こ
そ
、
マ
ン
が
語
り
た
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
作
品
発
表
後
の
マ
ン
の
行
き
詰

ま
り
の
状
況
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

四
　
　
「
死
へ
の
共
感
」

　
「
死
へ
の
共
感
」
は
、
前
半
期
の
マ
ン
作
品
に
と
っ
て
は
重
要
な
テ
ー

マ
の
一
つ
で
あ
り
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
も
、
そ
れ
は
見
ら
れ
る
。

こ
の
「
死
へ
の
共
感
」
と
そ
れ
の
持
つ
ロ
マ
ン
主
義
的
な
要
素
に
マ
ン
が

ど
れ
ほ
ど
惹
か
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
彼
自
身
の
告
白
が
い
く
つ
も

あ
る
が
、
一
九
＝
二
年
十
一
月
八
日
付
け
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
宛
の
書

簡
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
記
述
で
あ
る
。

　
　
心
の
内
に
は
い
つ
も
襲
っ
て
く
る
疲
労
感
・
迷
い
・
倦
怠
感
・
懐
疑

　
　
と
い
っ
た
弱
点
が
あ
り
、
少
し
で
も
攻
撃
を
受
け
る
と
、
心
の
根
底

　
　
か
ら
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
上
、
私
に
は
兄
さ
ん
の
よ

　
　
う
に
自
分
を
精
神
的
に
も
政
治
的
に
も
方
向
付
け
る
力
が
あ
り
ま
せ

　
　
ん
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
深
く
私
の
う
ち
に
あ
る
死
へ
の
共
感
が
ま
す

　
　
ま
す
つ
の
っ
て
き
ま
す
。
私
の
そ
も
そ
も
の
関
心
は
没
落
に
向
け
ら

　
　
れ
て
き
ま
し
た
し
、
こ
の
こ
と
が
、
そ
も
そ
も
私
が
進
歩
と
い
う
も

　
　
の
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
て
い
る
の
で
す
。
馬
鹿
な
こ

　
　
と
を
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
時
代
と
祖
国
の
悲
惨
な
状
況
を
前
に

　
　
し
な
が
ら
、
そ
の
悲
惨
な
状
況
を
形
象
化
で
き
な
い
と
は
、
何
と
い

　
　
う
ひ
ど
さ
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
時
代
と
祖
国
の
悲
惨
な

　
　
状
況
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
ω
。
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こ
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
宛
の
書
簡
は
、
前
述
の
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の

「
主
題
の
変
遷
」
に
際
し
て
も
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ

て
い
る
「
死
へ
の
共
感
」
は
、
先
の
「
市
民
性
」
と
「
芸
術
性
」
に
関
し

て
い
え
ば
、
　
「
芸
術
性
」
に
属
す
る
要
素
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
「
芸
術

性
」
に
つ
い
て
多
く
が
語
ら
れ
た
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
は
、
当
然
な

が
ら
、
随
所
に
こ
の
「
死
へ
の
共
感
」
に
関
連
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
一
九
〇
三
年
刊
行
の
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー
ゲ
ル
』
で
は
「
市

民
性
」
に
対
す
る
共
感
が
語
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
決
し
て
「
死
へ
の
共

感
」
だ
け
が
マ
ン
に
と
っ
て
支
配
的
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

「
芸
術
性
」
が
、
つ
ね
に
「
市
民
性
」
と
対
を
な
し
て
語
ら
れ
る
よ
う

に
、
　
「
死
」
も
つ
ね
に
「
生
」
と
の
対
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
片
山
良
展
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
仰
。

　
マ
ン
は
後
に
、
彼
の
「
死
」
に
対
す
る
考
え
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ

ア
ー
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
を
語
る
が
（
芦
ω
。
S
一
、
そ
れ
は
、
一
九

〇
一
年
刊
行
の
『
ブ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
で
、
主
人
公
の
ト
ー

マ
ス
・
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
に
「
死
」
に
つ
い
て
語
ら
せ
た
場
面
と
も
関

連
し
て
い
る
。
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
は
、
マ
ン
作
晶
の
中
に

し
ば
し
ば
登
場
す
る
「
業
績
の
倫
理
家
」
　
一
r
①
琴
冒
σ
・
§
巨
ぎ
H
）
タ
イ

プ
、
す
な
わ
ち
「
生
ま
れ
つ
き
虚
弱
で
、
才
能
に
も
乏
し
い
に
も
関
わ
ら

ず
、
意
志
の
賢
明
な
や
り
く
り
に
よ
っ
て
、
疲
労
の
極
限
に
あ
っ
て
も
働

き
続
け
る
人
問
、
そ
う
し
て
偉
大
な
諸
作
用
を
わ
が
身
に
奪
い
取
る
よ
う

な
業
績
を
目
指
す
モ
ラ
リ
ス
ト
」
　
（
自
一
ω
・
δ
睾
）
タ
イ
プ
で
あ
る
が

㈹
、
そ
の
主
人
公
が
生
涯
の
終
わ
り
が
近
づ
い
て
い
る
あ
る
日
、
　
「
死
」

に
つ
い
て
語
る
。
主
人
公
は
、
執
務
時
問
の
合
問
に
庭
園
の
ベ
ン
チ
に
腰

掛
け
、
あ
る
書
物
の
「
死
お
よ
び
、
人
問
の
本
質
の
不
滅
性
と
死
と
の
関

係
に
つ
い
て
」
（
冒
①
こ
雪
↓
a
…
ま
Φ
弐
く
男
＝
当
巨
員
N
昌
ζ
竃
婁
尋
σ
胃
汗
①
ま

⊆
易
婁
考
9
彗
曽
ω
享
）
と
い
う
標
題
の
一
章
を
丸
四
時
問
熱
中
し
て
読
み

ふ
け
る
。
主
人
公
は
、
こ
の
本
を
読
み
終
わ
っ
た
後
、
　
「
目
の
前
の
闇
が

ふ
い
に
ヴ
ェ
ー
ル
の
よ
う
に
裂
け
た
」
感
覚
に
と
ら
わ
れ
、
次
の
よ
う
に

考
え
る
。

　
　
わ
た
し
が
生
き
つ
づ
け
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
こ
と
だ
い
「
そ
れ

　
　
（
物
自
体
、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
意
志
）
」
は
生
き
つ
づ
け
る
だ
ろ

　
　
う
。
…
…
「
そ
れ
」
が
わ
た
し
で
は
な
い
と
考
え
る
の
は
、
錯
覚
で

　
　
あ
っ
て
、
誤
り
な
の
だ
。
死
は
そ
の
誤
り
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
だ

　
　
ろ
う
。
　
（
中
略
）
死
と
は
な
ん
だ
ろ
う
？
そ
の
答
え
は
、
貧
弱
で
大

　
　
げ
さ
塗
言
葉
で
は
言
い
表
わ
せ
な
い
も
の
だ
。
ト
i
マ
ス
・
ブ
ッ
デ

　
　
ン
ブ
ロ
ー
ク
は
そ
れ
を
感
じ
取
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
彼
の
心
の
奥

　
　
底
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
死
と
は
幸
福
で
あ
っ
た
。
今
の
瞬
問
の

　
　
よ
う
な
恩
寵
の
瞬
問
に
の
み
深
さ
が
完
全
に
感
じ
ら
れ
る
幸
福
で

　
　
あ
っ
た
。
死
と
は
、
言
葉
で
は
言
い
表
せ
な
い
不
幸
な
紡
復
か
ら
の

　
　
帰
還
で
あ
っ
て
、
大
き
な
過
ち
を
訂
正
し
、
い
ま
わ
し
い
束
縛
と
限

　
　
界
か
ら
解
放
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、
1
嘆
か
わ
し
い
不
幸
の
償

　
　
い
を
元
へ
戻
し
て
く
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
一
ω
．
a
ひ
）
岬
。

「
死
お
よ
び
、
人
間
の
本
質
の
不
滅
性
と
死
と
の
関
係
に
つ
い
て
」
と
題

す
る
こ
の
章
は
、
本
文
中
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
タ
イ
ト
ル

が
全
く
同
じ
で
あ
る
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』
第
二
巻
第
四
十
一

章
の
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ッ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
が
語
っ
た

「
死
」
も
、
こ
の
章
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
語
っ
た
内
容
と
対
応
し
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て
い
る
。
こ
の
章
で
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
死
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
た
。

　
　
死
と
は
、
生
へ
の
意
志
が
、
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ぱ
こ
の
意
志
の

　
　
本
質
た
る
エ
ゴ
イ
ズ
ム
が
、
自
然
の
過
程
を
つ
う
じ
て
獲
得
す
る
犬

　
　
い
な
る
訓
戒
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
存
に
た
い
す
る
刑

　
　
罰
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
（
中
略
）
そ
も
そ
も
エ
ゴ
イ

　
　
ズ
ム
と
は
、
人
間
が
全
実
在
を
自
分
一
個
の
人
格
に
限
定
し
、
自
分

　
　
は
こ
の
人
格
内
に
の
み
存
在
し
て
他
の
そ
れ
の
な
か
に
は
存
在
し
て

　
　
お
ら
ぬ
と
思
い
違
い
を
す
る
点
に
あ
る
。
死
は
人
間
の
誤
謬
を
、
彼

　
　
の
人
格
を
廃
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
正
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
意

　
　
志
で
あ
る
そ
の
本
質
は
今
後
は
も
っ
ぱ
ら
他
の
個
体
に
お
い
て
の
み

　
　
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
彼
の
知
性
は
、
そ
れ
自
身
は
現
象
に
の

　
　
み
、
す
な
わ
ち
表
象
と
し
て
の
世
界
に
の
み
属
し
、
外
界
の
形
式
に

　
　
す
ぎ
な
か
っ
た
が
ゆ
え
に
、
ま
さ
に
表
象
と
し
て
の
存
在
、
つ
ま
り

　
　
事
物
の
客
観
的
（
対
象
的
一
存
在
そ
の
も
の
、
し
た
が
っ
て
依
然
と

　
　
し
て
従
前
の
ご
と
き
外
界
で
の
生
存
と
い
う
形
で
存
立
を
つ
づ
け
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
今
後
人
問
の
全
自
我
は
、
い
ま
ま
で
彼
が
非
我

　
　
で
あ
る
と
み
な
し
て
き
た
も
の
に
お
い
て
の
み
生
き
る
こ
と
に
な

　
　
る
。
外
界
と
内
界
の
区
別
が
な
く
な
る
の
だ
か
ら
（
強
調
引
用
者
）
㈹
。

シ
ョ
ー
ペ
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
個
体
の
死
は
種
族
の
存
続
に
は
何
ら
問

題
に
な
ら
ず
、
　
「
個
体
と
し
て
の
人
問
は
衰
滅
す
る
が
人
間
の
種
族
（
人

類
）
は
依
然
と
し
て
い
き
な
が
ら
え
る
」
㈹
。
し
た
が
っ
て
、
個
人
が
自

殺
を
し
た
り
、
死
に
対
し
て
恐
怖
心
を
抱
く
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
に

す
ぎ
な
い
。
無
縁
な
る
事
物
の
本
質
に
お
い
て
は
、
個
体
と
種
と
の
区
別

は
完
全
に
な
く
な
り
、
両
者
は
同
一
の
も
の
と
な
る
。
生
へ
の
意
志
は
種

族
に
お
け
る
と
同
じ
く
個
体
に
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
類
の
存
続
は
個
体

　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
η

の
永
遠
性
の
像
に
ほ
か
な
ら
な
い
o
も
の
で
あ
る
。

　
後
に
、
　
『
非
政
治
的
人
間
の
考
察
』
の
中
で
マ
ン
は
、
こ
の
シ
ョ
i
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
と
二
ー
チ
ェ
、
ワ
グ
ナ
ー
の
三
人
を
「
ド
イ
ツ
の
空
に
燦
然

と
輝
き
出
る
、
永
遠
に
結
ば
れ
た
精
神
の
三
連
星
」
　
（
O
h
芦
ω
一
自
）
と

讃
え
、
自
分
が
大
き
な
影
響
を
受
け
た
十
九
世
紀
の
思
想
家
と
し
て
紹
介

す
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ト
ー
マ
ス
・
ブ
ッ
デ
ン
プ
ロ
ー
ク
と

の
関
係
も
、
マ
ン
が
二
十
代
前
半
の
頃
に
『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世

界
』
を
読
み
ふ
け
っ
た
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
告
白
し
て
い
る

（
g
芦
ω
l
s
）
。

　
「
死
」
と
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
の
下
、
マ
ン
に
と
っ
て

こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
う
し
た
「
死
」
は
、
既
に
言
及
し

た
よ
う
に
、
　
「
生
」
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
本
来
的
に
「
生
」
の
場
で
あ
る
ヴ
ェ
ニ
ス
と
い
う
南
国
の
街
で

「
死
」
が
演
じ
ら
れ
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
。
本
来
的
「
生
」

の
場
で
、
　
「
死
」
が
演
じ
ら
れ
た
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
と
い
う
小
説

が
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
と
い
う
予
想
外
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
と
舞
台
設
定

か
ら
し
て
大
成
功
を
暗
示
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
こ
で
描
き
出
そ
う
と

し
た
も
の
に
無
理
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
は
全
く
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。　

『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
は
、
主
人
公
が
旅
へ
と
誘
わ
れ
る
前
半
の
場

面
で
、
既
に
「
死
」
が
登
場
し
て
く
る
。
こ
こ
で
は
主
人
公
を
旅
へ
と

誘
っ
た
人
物
が
、
同
時
に
「
死
」
へ
も
誘
う
死
神
で
あ
る
か
の
よ
う
に
記
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述
さ
れ
て
い
る
。
南
国
へ
の
旅
の
誘
い
は
、
主
人
公
の
「
死
」
を
暗
示
す

る
も
の
と
し
て
も
描
か
れ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
本
来
的
に
「
生
」
の
舞
台
で
あ
る
ヴ
ェ
ニ
ス
に
関
し
て
は
、

主
人
公
の
ヴ
エ
ニ
ス
到
着
後
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

　
　
中
世
的
な
時
代
か
ら
全
く
変
わ
ら
な
い
形
で
受
け
継
が
れ
て
い
て
、

　
　
独
特
の
黒
さ
が
あ
り
、
世
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
で
棺
桶
だ
け

　
　
が
似
て
い
る
珍
し
い
乗
り
物
、
ー
ゴ
ン
ド
ラ
は
小
雨
の
降
る
夜
の
静

　
　
か
で
犯
罪
的
な
冒
険
を
思
い
出
さ
せ
る
。
い
や
そ
れ
以
上
に
死
そ
の

　
　
も
の
を
思
わ
世
る
。
棺
台
と
暗
い
葬
儀
と
、
最
後
の
、
声
な
き
出
棺

　
　
を
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
ゴ
ン
ド
ラ
の
座
席
、
棺
の
よ
う
に
黒
く
ニ

　
　
ス
を
塗
っ
た
、
黒
布
を
張
っ
た
肘
掛
椅
子
が
、
こ
の
世
の
最
も
柔
ら

　
　
か
な
、
最
も
賛
沢
な
、
最
も
人
を
だ
ら
け
さ
せ
る
座
席
で
あ
る
こ
と

　
　
に
、
人
は
気
づ
い
て
い
る
だ
ろ
う
か
一
強
調
引
用
者
、
声
g
。
．
ま
牡
一
。

本
来
的
に
「
生
」
似
舞
台
で
あ
る
ヴ
ェ
ニ
ス
と
い
う
街
の
象
徴
で
あ
る
ゴ

ン
ド
ラ
に
、
こ
う
し
た
「
死
」
の
要
素
を
も
た
せ
た
こ
と
は
、
　
「
生
」
と

「
死
」
、
別
な
表
現
を
す
れ
ば
「
市
民
性
」
と
「
芸
術
性
」
の
ど
ち
ら
に

重
点
を
お
く
べ
き
で
あ
る
か
、
思
い
悩
ん
だ
マ
ン
自
身
の
二
面
性
を
示
す

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
シ
ョ
ー
ペ
ン

ハ
ウ
ア
ー
の
い
う
「
死
」
そ
の
も
の
が
「
生
」
と
の
深
い
連
関
性
を
持
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
マ
ン
の
こ
う
し
た
揺
ポ
つ
ぎ
は
、
二
つ
の
点

の
空
問
を
漂
う
も
の
ど
し
て
で
は
な
く
、
二
つ
の
点
を
中
心
と
た
円
が
交

わ
る
共
通
空
間
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
マ
ン
の
こ
う
し
た
「
死
」
に
対
す
る
認
識
が
も
う
一

つ
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
点
も
見
過
ご
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
　
「
死
」
は
単
な
る
個
体
の
死
で
あ
り
種
族
の
死
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
と
い
う
思
想
が
、
一
人
の
芸
術
家
が
死
す
と
も
そ
れ
は
芸
術
そ
の

も
の
の
「
死
」
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
芸
術
そ
の
も
の
が
高

め
ら
れ
る
側
面
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
こ
そ
が
、

『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
芸
術
家
の
姿
と
そ
こ
で
描
か
れ
た
「
芸
術
性
」

と
深
い
関
わ
り
を
持
っ
て
く
る
。

　
主
人
公
が
少
年
に
惹
か
れ
た
の
も
、
少
年
が
「
死
」
の
要
素
を
強
く

持
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
芸
術
家
と
し
て
の

「
死
へ
の
共
感
」
を
少
年
の
姿
に
投
影
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
か
つ
た
。

『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
に
お
い
て
、
少
年
が
持
っ
て
い
る
「
死
」
の
要
素

に
っ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

　
　
「
ど
う
も
永
生
き
し
そ
う
に
は
な
い
」
。
し
か
し
ア
ッ
シ
ェ
ン
バ
ッ

　
　
ハ
は
、
そ
う
考
え
た
時
に
感
じ
た
満
足
な
い
し
は
安
堵
の
気
持
ち
の

　
　
拠
り
所
を
究
め
る
こ
と
は
断
念
し
た
（
曽
ら
・
ミ
り
）
。

　
　
「
病
気
が
ち
な
の
だ
。
永
生
き
は
で
き
ま
い
」
と
ア
シ
ェ
ン
バ
ハ
は

　
　
思
っ
た
。
陶
酔
と
憧
れ
と
が
と
き
ど
き
奇
妙
に
解
放
し
て
生
じ
る
、

　
　
あ
の
冷
静
さ
で
。
す
る
と
純
粋
な
心
配
と
、
自
分
勝
手
な
満
足
感
と

　
　
が
同
時
に
彼
の
心
を
満
た
し
た
」
　
一
声
ω
．
昌
O
R
）

マ
ン
が
「
芸
術
性
」
と
「
死
」
と
を
密
接
に
結
び
つ
け
た
こ
と
は
、
少
な

く
と
も
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
で
は
「
芸
術
性
」
を
「
市
民
性
」
よ
り
も

優
位
に
立
た
せ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
こ
で
主
人
公
は
、
　
「
知
識
が

意
志
を
、
行
為
を
、
感
情
を
、
そ
し
て
情
熱
を
す
ら
、
す
こ
し
で
も
麻
輝

さ
せ
粗
喪
さ
せ
辱
め
得
る
か
ぎ
り
は
、
こ
の
知
識
を
否
定
し
拒
絶
し
、
昂
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然
と
そ
れ
を
無
視
す
る
」
　
一
自
ら
．
δ
壮
声
）
決
意
を
持
つ
に
至
っ
て
お

り
、
そ
こ
で
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
の
下
で
の
「
生
」
と

「
死
」
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
死
」
の
明
ら

か
な
優
位
性
と
い
う
要
素
の
方
が
は
る
か
に
強
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い

か
。
マ
ン
が
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
影
響
の
下
で
、
　
「
生
」
と
の
関
連

か
ら
「
死
」
を
と
ら
え
る
と
い
う
認
識
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
初
老
の
作
家
の
死
は
、
む
し
ろ
、
　
「
死
」
の

「
生
」
に
対
す
る
憂
立
性
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
と
ら
え
る
べ

き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
死
」
そ
の
も
の
の
認
識
が
持
つ
二
面
性
と
い
う

側
面
も
マ
ン
作
品
を
考
え
る
場
合
に
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

間
は
ち
ょ
う
ど
第
一
次
世
界
大
戦
を
前
後
と
す
る
時
期
に
あ
た
る
。
そ
れ

故
、
マ
ン
自
身
の
「
思
想
」
の
変
遷
が
、
作
品
中
に
如
実
に
表
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
こ
そ
、
　
『
魔
の
山
』
以
前
の
前
期
マ
ン
作
晶

の
最
後
の
作
品
と
し
て
、
　
門
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
に
描
か
れ
た
マ
ン
の

「
思
想
」
を
見
る
こ
と
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
、
マ

ン
の
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、
苦
し
く
複
雑
な
「
思
想
」
の
変
遷
を
見
る

こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

註

結
語

　
以
上
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
の
ト
i
マ
ス
・
マ
ン
作
品
に
お
け
る
位

置
づ
け
を
見
て
き
た
。
こ
の
作
品
の
発
表
の
後
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃

発
を
受
け
て
、
マ
ン
は
時
事
評
論
活
動
に
入
り
、
一
九
一
八
年
に
は
六
百

頁
を
こ
え
る
大
著
『
非
政
治
的
人
問
の
考
察
』
を
発
表
す
る
。
し
か
し
そ

の
問
、
小
説
の
執
筆
は
し
て
お
ら
ず
、
一
九
一
九
年
の
短
編
『
主
人
と

犬
』
の
発
表
ま
で
小
説
の
刊
行
は
中
断
す
る
。
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
以

降
の
主
著
の
発
表
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
一
九
二
四
年
の
『
魔
の
山
』

ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
『
魔
の
山
』
こ
そ
、

『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
以
降
の
マ
ン
の
「
思
想
」
の
歩
み
と
変
遷
が
、
複

雑
な
絡
み
合
い
の
中
で
描
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
実
際
に
、
　
『
魔
の
山
』

は
十
二
年
も
の
歳
月
を
要
し
て
執
筆
さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、
そ
の
執
筆
期

（
1
）
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
引
用
は
、
掌
o
昌
蟹
ζ
§
三
9
魯
§
§
ざ
薫
奏
“

　
ぎ
ご
b
§
註
き
O
O
．
雲
8
ぎ
H
＜
邑
晶
一
甲
竃
穴
旨
H
；
昌
竃
註
目
二
Φ
8
か

　
　
ら
行
な
い
、
ロ
ー
マ
数
字
巻
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
頁
数
で
示
し
た
。

　
　
日
本
語
訳
は
、
新
潮
杜
版
の
高
橋
義
孝
訳
を
は
じ
め
と
し
て
諸
訳
を

　
参
考
と
し
た
。

（
2
一
新
潮
社
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
全
集
』
第
X
巻
、
一
九
七
二
年
、
三
八

　
　
四
頁
。
　
『
自
分
の
こ
と
』
　
（
s
ミ
黒
汽
竃
さ
一
と
題
す
る
こ
の
講

　
演
は
、
第
X
巻
の
後
書
き
に
あ
る
よ
う
に
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
の

　
　
ハ
ン
ス
・
イ
ェ
ー
ガ
ー
教
授
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
行
な
っ
た
も
の
で
あ

　
り
、
フ
ィ
シ
ャ
ー
社
刊
行
の
『
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
全
集
』
に
は
収
録

　
　
さ
れ
て
い
な
い
。

（
3
一
ド
イ
ツ
が
持
つ
ロ
マ
ン
主
義
的
要
素
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ム
ー
ト
・

　
　
プ
レ
ス
ナ
ー
『
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
と
ナ
チ
ズ
ム
』
松
本
道
介
訳
、
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講
談
杜
、
一
九
九
五
年
（
◎
『
σ
・
．
s
s
）
な
ど
を
参
照
。

一
4
）
一
九
一
五
年
八
月
三
日
付
け
の
パ
ウ
ル
・
ア
マ
ン
宛
の
書
簡
か
ら
も

　
　
明
ら
か
な
よ
う
に
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
が
時
代
と
密
着
し
た
作

　
　
品
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
マ
ン
自
身
が
も
っ
て
い
た
。

一
5
一
掌
§
§
§
§
き
ミ
ミ
ミ
§
き
ま
争
§
邑
忘
8
－
竃
員
サ
曇
き
目

　
　
■
陣
自
閉
4
く
＜
呂
ぎ
①
q
一
ω
．
ヨ
ω
o
｝
①
H
く
①
二
四
〇
q
Q
昌
σ
＝
一
｝
畠
目
穴
旨
昌
閏
昌
竃
巴
貝

　
　
H
凄
十
ω
」
畠
。
こ
の
書
簡
の
中
で
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

　
　
る
。
　
「
私
は
自
分
の
作
品
よ
り
も
、
兄
さ
ん
の
作
晶
の
ほ
う
を
楽
し

　
　
み
に
し
て
い
ま
す
。
兄
さ
ん
の
方
が
精
神
的
に
は
私
よ
り
も
優
れ
て

　
　
い
ま
す
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
決
定
的
な
こ
と
で
す
。
私
の

　
　
任
務
は
も
う
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
思
い
ま
す
。
私
は
お
そ

　
　
ら
く
も
う
作
家
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
　
『
ブ
ッ
デ
ン
ブ

　
　
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
は
市
民
的
な
作
品
で
し
た
し
二
十
世
紀
に
と
っ

　
　
て
は
も
う
何
の
意
味
も
あ
り
ま
せ
ん
。
　
『
ト
ー
ニ
オ
・
ク
レ
ー

　
　
ガ
ー
』
は
単
な
る
お
涙
頂
戴
も
の
で
、
　
『
王
様
の
結
婚
』
は
軽
薄

　
　
で
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
は
中
途
半
端
な
教
養
の
偽
物
で
す
。
こ

　
　
れ
が
最
終
的
な
宣
告
で
最
期
の
慰
め
で
す
。
全
く
ど
う
し
よ
う
も
な

　
　
い
こ
と
を
兄
さ
ん
に
書
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。
い
っ
た
い
兄
さ
ん
に

　
　
ど
う
し
ろ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
お
便
り
し
ま
す
。
失
礼
を
お

　
　
許
し
下
さ
い
」
と
。

（
6
）
こ
の
こ
と
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
期
の
マ
ン
の
評
論
活
動
と
そ
の
思

　
　
想
の
営
み
を
強
く
反
映
さ
せ
た
一
九
二
四
年
刊
行
の
『
魔
の
山
』
の

　
　
内
容
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
7
一
新
潮
杜
版
の
高
橋
義
孝
訳
で
は
、
ま
た
岩
波
書
店
版
の
実
吉
捷
郎
訳

　
　
で
も
「
俗
人
」
と
訳
さ
れ
て
あ
る
が
、
本
論
の
課
題
に
照
ら
し
合
わ

　
　
せ
て
み
て
、
原
語
に
即
し
て
こ
こ
で
は
「
迷
え
る
市
民
」
と
訳
し

　
　
た
。

一
8
）
『
ブ
ッ
デ
ン
プ
ロ
ー
ク
家
の
人
々
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
ク
リ
ス

　
　
テ
ィ
ア
ン
・
ブ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク
、
ハ
ー
ノ
・
ブ
ツ
デ
ン
ブ
ロ
ー
ク

　
　
が
、
　
「
市
民
性
」
に
対
置
す
る
「
芸
術
性
」
を
色
濃
く
持
っ
た
人
物

　
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

一
9
一
羊
奏
ニ
ミ
妾
ミ
ミ
“
ミ
～
一
主
ミ
臼
ミ
、
§
§
§
§
§
旨
S
－
も
員

　
巨
記
一
＜
o
目
く
o
寿
旨
彗
匡
ρ
目
8
目
■
目
旦
Q
Φ
昌
則
⑰
｝
目
9
＞
冒
轟
o
罧
丙
目
閂
目
ω

　
　
＜
①
＝
品
一
｝
ρ
昌
巨
晶
し
凄
ω
ら
一
s

（
1
0
）
o
［
き
ミ
o
ぎ
§
的
§
き
S
§
o
§
き
き
§
一
㊤
鼻

（
1
1
）
§
o
§
§
§
§
籟
9
ミ
｝
§
ミ
s
§
睾
｝
量
S
ぎ
と
宕
8
－
セ
も
一
ω
」
ミ
．

（
1
2
）
片
山
良
展
「
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
『
魔
の
山
』
の
研
究
－
「
時
の
小

　
　
説
」
の
成
立
と
構
造
1
」
、
大
阪
大
学
文
学
部
紀
要
第
十
八
巻
、

　
　
一
九
七
五
年
、
二
十
三
頁
以
下
。

（
1
3
）
こ
れ
は
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
か
ら
の
引
用
で
あ
る
が
、
こ
の
タ

　
　
イ
プ
に
は
、
マ
ン
が
第
一
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
時
代
の
英
雄
と
し

　
　
て
と
ら
え
た
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
が
属
し
、
　
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』

　
　
の
主
人
公
の
初
老
の
作
家
が
属
し
て
い
る
。

（
1
4
）
本
文
中
で
、
　
「
そ
れ
（
物
自
体
、
す
な
わ
ち
宇
宙
の
意
志
一
」
と
訳

　
　
し
た
の
は
、
岩
波
書
店
版
の
望
月
市
恵
訳
に
傲
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
5
）
有
田
潤
、
塩
屋
竹
男
訳
『
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
全
集
　
7
』
白
水

　
　
社
、
一
九
七
四
年
、
七
七
頁
。

（
1
6
一
前
掲
書
、
六
〇
頁
。
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（
1
7
）
前
掲
書
、
六
〇
頁
。

（
し
ば
た
・
い
く
こ

筑
波
犬
学
犬
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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