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昭
和
二
十
二
年
三
月
「
展
望
」
発
表
の
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
は
作
者
の
自
負

す
る
作
品
で
あ
り
、
発
表
当
初
か
ら
世
評
の
高
い
も
の
で
あ
ρ
た
。
死
後
の
評

価
も
こ
れ
を
大
概
外
れ
て
は
い
な
い
。
が
、
向
時
に
、
そ
こ
に
ひ
と
つ
の
陥
穽

の
あ
っ
た
こ
と
も
否
め
な
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
谷
を
め
ぐ
る
倫
理
的
側

面
に
つ
い
て
で
あ
る
。

 
周
知
の
よ
う
に
、
臼
井
吉
見
氏
は
、
 
「
傷
つ
き
や
す
い
心
を
も
っ
て
生
れ
た

た
め
に
、
ゆ
え
知
ら
ぬ
不
安
に
お
び
え
て
巷
を
彷
径
す
る
、
の
ん
だ
く
れ
の
薄

汚
れ
た
詩
人
の
身
上
に
つ
い
て
、
決
し
て
傷
つ
く
こ
と
の
な
い
、
す
べ
て
を
軽

く
さ
ば
い
て
ゆ
く
そ
の
妻
の
口
を
通
し
て
語
る
と
い
う
構
想
で
あ
る
が
、
一
種

冷
た
い
戦
標
の
美
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
創
り
出
し
て
い
る
。
太
宰
の
倫
理
的

抗
議
と
祈
願
が
強
く
ひ
び
き
合
っ
て
い
る
こ
と
で
、
作
品
が
緊
張
し
た
リ
ズ
ム

で
貫
か
れ
て
い
る
」
 
（
「
大
宰
治
論
」
昭
2
9
・
7
）
と
論
じ
、
平
野
謙
氏
も
同

様
の
見
地
か
ら
戦
後
の
破
滅
的
な
太
宰
治
を
前
提
に
、
「
家
庭
生
活
に
対
す
る

作
者
の
贈
罪
と
簾
焉
の
情
を
な
い
ま
ぜ
た
作
品
」
（
「
太
宰
治
論
」
昭
2
9
・
7
）

と
し
て
、
よ
り
実
生
活
と
の
相
関
の
も
と
に
こ
れ
を
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
戦
後
の
異
常
な
雰
囲
気
か
ら
遙
か
に
遠
ざ
か
っ
た
今
日
読
む
と
、
発
表
当
時

の
よ
う
な
感
銘
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
淳
風
美
俗
の
破
壊
も
今
日
で
は
日
常
茶
飯

マ
マ

時
に
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
か
」
（
「
筑
摩
版
定
本
全
集
第
九
巻
」
解
説
昭
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E
1
2
）
と
否
定
的
な
見
解
を
示
し
、
作
品
評
価
を
分
岐
す
る
新
た
な
視
点
を

呈
示
し
た
こ
の
奥
野
健
男
氏
の
評
価
を
、
さ
ら
に
一
歩
す
す
め
た
三
好
行
雄
氏

は
、
「
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
』
は
本
質
と
し
て
く
流
行
V
の
文
学
」
で
は
な
か
っ
た

か
と
反
問
す
る
。
（
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
「
作
品
論
太
宰
治
」
昭
4
9
・
6
）
つ
ま

り
、
こ
の
作
品
の
一
体
ど
こ
に
前
掲
の
臼
井
氏
の
い
う
「
傷
つ
き
や
す
い
心
を

も
っ
て
生
ま
れ
た
た
め
に
、
ゆ
え
知
ら
ぬ
不
安
に
お
び
え
て
巷
を
洛
学
す
る
」

詩
人
の
像
が
あ
る
の
か
と
疑
問
を
呈
示
す
る
の
で
あ
る
。
作
品
の
構
造
と
し
て

「
詩
人
の
不
安
を
内
部
か
ら
照
ら
す
倫
理
的
な
光
源
」
は
欠
如
し
て
お
り
、
そ
こ

で
多
少
な
り
と
も
大
谷
の
奥
ゆ
き
を
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
背
後
の
作
者
、

つ
ま
り
「
太
宰
治
の
苦
悩
と
真
実
」
を
補
助
線
と
し
て
読
む
こ
と
、
す
な
わ
ち

「
私
小
説
の
約
束
ご
と
」
を
離
れ
て
は
成
立
し
難
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ

こ
で
作
品
の
自
立
と
し
て
展
開
さ
れ
る
主
題
と
し
て
は
、
「
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」

の
収
東
部
に
あ
ざ
や
か
な
の
は
、
夫
に
対
し
て
な
に
ひ
と
つ
幻
想
を
い
だ
い
て

い
な
い
妻
が
な
お
か
つ
、
夫
を
許
し
、
救
済
し
て
い
る
事
実
だ
け
で
あ
る
。
」
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＼

「
神
や
倫
理
に
は
い
さ
さ
か
の
か
か
わ
り
も
な
い
」
「
〈
家
庭
の
マ
リ
ア
V
へ

の
ひ
そ
か
な
祈
願
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
。

 
こ
の
指
摘
は
、
従
来
の
大
谷
像
中
心
の
評
価
に
再
考
の
余
地
を
与
え
た
が
、

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
．
戦
後
の
破
滅
的
な
太
宰
治
を
基
底
と
し
て
論
じ
ら

れ
る
こ
と
に
お
い
て
変
わ
り
な
い
。
た
と
え
ば
饗
庭
孝
男
氏
は
、
戦
後
社
会
の

中
で
解
体
し
て
ゆ
く
く
家
庭
V
を
通
じ
、
「
夫
と
妻
と
い
う
関
係
で
『
他
者
』
を

ど
う
見
て
い
る
か
」
が
問
わ
れ
た
と
し
た
が
、
そ
の
冒
頭
「
太
宰
治
が
戦
後
書

い
た
作
品
の
う
ち
で
破
滅
的
な
生
の
自
覚
を
そ
の
根
底
に
た
だ
よ
わ
せ
ば
じ
め

た
も
の
は
昭
和
二
十
二
年
の
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
を
も
っ
て
噛
矢
と
す
る
。
」

（
「
太
宰
治
論
」
昭
5
1
・
珍
）
と
、
 
「
破
滅
的
な
生
の
自
覚
」
を
い
わ
ば
自
明

の
こ
と
と
し
て
作
品
に
脈
絡
づ
け
る
。
が
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
執
筆
時
の
太

宰
治
に
、
家
庭
の
解
体
や
、
そ
の
生
活
に
破
滅
的
相
貌
を
見
る
こ
と
は
保
留
を

要
し
よ
う
。

 
「
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
を
書
い
た
頃
に
は
、
太
宰
治
は
ま
だ
肉
体
的
に
毛
健

康
で
、
身
辺
の
や
や
こ
し
い
事
情
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
一
途
に
作
品

の
芸
術
的
完
成
に
打
ち
込
ん
で
い
た
」
（
「
太
宰
治
人
と
文
学
下
」
昭
5
6
・
1
2
）

と
は
、
野
原
一
夫
氏
の
回
想
で
あ
る
が
、
疎
開
中
か
ら
そ
の
構
想
が
練
ら
れ
、

上
京
後
ま
も
な
く
起
稿
さ
れ
た
作
品
で
あ
れ
ば
、
遊
興
放
将
な
側
面
を
そ
の
ま

ま
作
者
に
還
元
す
る
に
は
時
間
的
な
落
差
が
あ
り
、
不
当
に
先
取
ら
れ
た
感
が

あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
陥
穽
に
論
者
は
ひ
と
し
く
落
ち
て
い

た
と
い
え
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
こ
こ
で
今
一
度
三
好
氏
の
論
考
に
も
ど
る
な
ら
ば
、
な
る
ほ
ど
実
体
の
薄
い

大
谷
で
は
な
く
、
・
そ
の
〈
妻
〉
に
主
題
を
見
る
こ
と
が
作
品
の
方
法
に
即
応
し

た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
れ
が
氏
の
い
う
よ
う
に
、
神
や
倫
理
と
は
無
縁

の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
確
か
に
、
妻
は
ほ
ぼ
一
貫
し
て
醒
め
た
目
で
夫
を
語
る

が
、
そ
の
妻
の
視
点
が
作
者
の
大
谷
像
の
対
象
化
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
逆
に
そ

の
妻
を
対
象
化
す
る
視
点
は
こ
の
作
品
に
不
在
で
あ
る
の
か
。
「
人
非
人
」
を

 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
へ

自
認
す
る
妻
は
「
私
た
ち
」
と
語
る
。
大
谷
と
妻
を
共
に
見
下
す
作
者
の
視
点

の
目
指
す
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
た
と
え
ば
氏
は
、
大
谷
と
太
宰
の
倫
理

的
接
点
と
し
て
の
モ
ヂ
ー
フ
を
、
「
義
の
た
め
に
遊
ぶ
」
「
家
庭
の
幸
福
は
諸
悪

の
本
」
な
ど
そ
の
破
滅
的
相
貌
に
求
め
ち
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
モ
チ

ー
フ
は
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
執
筆
の
背
景
と
し
て
は
留

保
さ
れ
る
。
作
品
の
倫
理
が
大
谷
と
妻
を
共
に
見
据
え
た
視
点
に
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
ま
ず
大
谷
に
託
さ
れ
た
そ
れ
を
洗
い
直
す
と
こ
ろ
が
ら
は
じ
め
ら
れ
て

も
よ
い
。
そ
し
て
、
仮
に
執
筆
時
の
太
宰
治
と
大
谷
が
重
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

大
谷
に
別
な
可
能
性
一
網
源
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二

 
さ
て
、
・
大
宰
治
は
昭
和
二
十
年
八
月
十
二
日
置
金
木
の
生
家
に
疎
開
し
、
そ

の
三
日
後
に
終
戦
を
迎
え
、
そ
れ
か
ら
一
年
あ
ま
り
戦
後
を
津
軽
で
過
し
て
い

る
。
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
二
十
四
日
付
の
堤
重
久
宛
の
書
簡
に
、
「
十
四
日

に
こ
ち
ら
へ
移
住
し
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
客
と
酒
と
客
と
酒
、
あ
す
か
ら
雲
が

れ
く
し
て
仕
事
を
は
じ
め
る
つ
も
り
で
す
。
」
と
あ
り
、
昭
和
二
十
一
年
十
一

月
十
四
日
に
再
び
上
京
、
た
だ
ち
に
来
客
と
原
稿
の
殺
到
す
る
あ
わ
た
だ
し
い

状
態
に
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
中
で
帰
京
後
第
一
作
「
メ
リ
イ
ク

リ
ス
マ
ス
」
が
書
か
れ
、
次
い
で
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
が
執
筆
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
（
目
附
不
詳
）
の
太
田
静
子
宛
の
書
簡
を
見
れ

ば
、
 
「
き
の
ふ
か
ら
『
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
と
い
ふ
百
枚
見
當
の
小
説
に
と
り
か
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か
つ
て
ゐ
ま
す
。
／
一
月
十
五
日
ま
で
に
書
き
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
」
と
あ

り
、
そ
の
脱
稿
は
昭
和
二
十
二
年
一
月
十
五
旧
あ
た
り
と
目
さ
れ
る
。
さ
ら
に

執
筆
開
始
の
時
期
を
美
知
子
夫
人
の
手
記
に
求
め
る
な
ら
ば
、
「
書
い
た
の
は
、

金
木
か
ら
、
再
び
、
三
鷹
の
家
に
蹄
っ
て
間
も
な
く
、
二
十
一
年
の
暮
か
ら
、

翌
年
の
正
月
に
か
け
て
書
き
ま
し
た
」
（
「
太
宰
治
集
上
巻
」
解
説
井
伏
鱒
二
新

潮
社
昭
2
4
）
と
あ
り
、
上
京
後
ま
も
な
い
「
二
十
一
年
の
暮
か
ら
」
、
翌
二
十

二
年
「
一
月
十
五
日
」
あ
た
り
ま
で
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
の

執
筆
時
の
太
宰
治
に
つ
い
て
、
前
掲
の
野
原
氏
の
述
懐
に
よ
れ
ば
、
 
「
ま
だ
肉

体
的
に
も
健
康
で
、
身
辺
の
や
や
こ
し
い
事
情
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、

一
途
に
作
品
の
芸
術
的
完
成
に
打
ち
込
ん
で
い
た
」
．
と
あ
り
、
太
田
静
子
の
妊

娠
、
．
山
崎
富
栄
の
出
現
も
そ
の
後
の
こ
と
で
、
家
庭
崩
壊
の
危
機
は
未
だ
お
と

ず
れ
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
太
宰
治
が
健
康
で
あ
り
、
真
面
目
な
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
を
装
い
、
仕
事
部
屋
に
通
う
こ
と
で
こ
と
足
り
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た

だ
、
後
に
、
そ
の
「
絶
望
の
深
さ
」
の
ゆ
え
に
、
 
「
帰
京
早
ダ
の
仕
事
」
で
あ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
も
う
少
し
あ
と
の
、
た
と
え
ば
帰
京
後
一
年
ぐ
ら
い

-
は
経
た
こ
ろ
の
作
品
の
よ
う
な
か
ん
じ
を
憂
い
」
た
（
菊
田
義
孝
氏
「
終
末
の

予
見
者
太
宰
治
」
昭
4
7
・
3
）
と
い
う
評
者
の
感
概
は
、
再
上
京
か
ら
僅
か
一

年
八
ヵ
月
後
の
死
と
い
う
め
ま
ぐ
を
し
い
推
移
の
申
で
、
作
品
背
後
の
作
家
の

像
に
誤
謬
を
与
え
易
い
こ
と
を
よ
く
語
っ
て
い
る
。

 
仮
に
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
が
「
父
」
 
（
昭
二
二
・
四
）
 
「
お
さ
ん
」
 
（
昭

二
二
・
十
）
」
 
「
桜
桃
」
 
（
昭
二
一
二
・
五
）
な
ど
、
こ
れ
ら
一
連
の
作
品
を
先

取
り
し
て
み
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
ま
た
前
期
以
来
潜
伏
し
た
自
己
の

再
現
で
あ
っ
た
と
し
て
、
．
そ
の
奥
の
作
家
の
深
淵
を
こ
そ
、
作
品
を
核
と
し
て

こ
の
場
合
抽
出
し
て
み
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の

「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
 
一
そ
の
倫
理
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て

妻
」
の
家
庭
崩
壊
の
モ
チ
ー
フ
を
現
実
の
作
家
か
ら
も
っ
て
く
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
り
、
大
谷
の
無
頼
の
生
活
は
そ
の
ま
ま
戦
後
太
宰
治
の
戯
画
化
で
は
な

い
。
そ
れ
で
は
、
大
谷
と
は
何
者
で
あ
る
の
か
。
大
谷
像
を
ひ
と
ま
ず
太
宰
か

ら
解
放
し
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
の
く
ヴ
ィ
ヨ
ン
〉
に
還
元
す
る
な
ら
ば
、
前

引
の
美
知
子
夫
人
の
手
記
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
詩
は
、
以
前
の
作
『
乞
食
南
面
』
，

に
も
、
引
用
し
て
ゐ
ま
す
が
、
金
木
に
居
る
こ
ろ
も
，
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
大
遺
言
書

を
讃
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
」
と
、
金
木
疎
開
申
か
ら
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
「
遺
言
」
を
読

ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
伊
馬
面
部
宛
書
簡
、
「
十

二
月
頃
か
ら
『
展
望
」
の
百
枚
く
ら
み
の
力
作
小
説
に
取
り
か
か
る
つ
も
り
で

す
。
」
 
（
昭
2
1
・
1
0
・
2
4
）
の
一
節
に
見
れ
ば
、
こ
の
疎
開
中
の
昭
和
二
十
一

年
十
月
二
十
四
日
あ
た
り
に
は
作
品
の
構
想
に
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
が
あ
っ
た
か

と
思
わ
れ
、
そ
の
と
き
想
案
と
し
て
「
遺
言
」
を
手
に
し
て
い
た
と
な
る
と
、

こ
の
作
品
に
お
け
る
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
投
影
を
積
極
的
に
見
て
よ
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
百
年
戦
争
後
の
混
乱
期
に
生
き
、
そ
の
誕
生
は
ジ
ャ
ン
ヌ
ー
ダ

ル
ク
の
処
刑
の
年
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
の
詩
人
の
生
涯
は
、
不
明
僚
な
箇
所
が

多
い
。
盗
み
と
人
殺
し
の
悪
徳
詩
人
と
し
て
名
高
い
彼
の
伝
記
は
、
歎
願
書
や

赦
免
状
、
法
廷
記
録
な
ど
と
い
う
古
文
書
や
、
作
品
の
記
述
か
ら
推
察
さ
れ
、

構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
の
信
慧
性
に
薄
い
。
が
、
そ
の
生

涯
の
う
ち
、
大
谷
設
定
と
関
係
の
深
い
と
こ
ろ
を
、
佐
藤
輝
夫
氏
の
「
フ
ラ
ン

ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
全
詩
集
」
 
（
河
出
書
房
新
社
昭
5
1
・
・
4
）
よ
り
概
要
を
記
す

な
ら
ば
、
お
よ
そ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
 
（
註
-
）

 
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
一
四
三
一
年
パ
リ
に
生
ま
れ
、
父
は
早
く
か
ら
な
く
、
母
と
の

貧
し
い
生
活
の
中
で
、
聖
ブ
ノ
プ
共
同
信
徒
団
の
御
堂
附
可
分
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
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・
ヴ
ィ
ヨ
ン
と
い
う
養
い
親
の
手
に
引
き
と
ら
れ
養
育
さ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら

パ
リ
大
学
学
芸
学
部
に
入
学
、
一
四
五
二
年
二
十
一
歳
で
学
士
と
な
る
。
ち
な

み
に
父
の
姓
は
〈
モ
ン
コ
ル
ビ
エ
〉
と
い
い
、
こ
れ
を
公
式
名
と
し
、
〈
ヴ
ィ

．
ヨ
ン
V
は
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
養
い
親
か
ら
来
た
も
の
で
あ
り
、
通
称
と
し

た
。
彼
の
人
生
が
不
穏
の
も
の
と
な
っ
た
そ
の
端
緒
ぽ
、
一
．
四
五
五
年
六
月
に

起
っ
た
セ
ル
モ
ア
事
件
か
ら
で
あ
る
。
主
キ
リ
ス
ト
聖
体
の
祝
日
の
こ
の
日
、

ヴ
ヨ
ヨ
ン
は
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
セ
ル
モ
ア
と
い
う
聖
職
者
に
喧
嘩
を
挑
ま
れ
、
刃

傷
沙
汰
に
及
び
、
こ
れ
を
死
亡
さ
せ
た
。
す
ぐ
さ
ま
彼
は
ミ
シ
ェ
ル
．
ム
ー
ト

ン
と
い
う
偽
名
で
逐
電
、
七
ヵ
月
後
の
一
四
五
六
年
（
新
暦
）
一
月
に
、
国
王

の
二
通
の
赦
免
状
を
得
て
パ
リ
に
帰
っ
て
く
る
。
こ
の
間
、
東
北
フ
ラ
ン
ス
に

勢
力
を
持
つ
盗
賊
倒
コ
ッ
キ
ュ
党
と
何
ら
か
の
関
係
を
持
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
い
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
身
上
の
鰯
り
は
、
や
が
て
一
四
五
六
年
キ
リ
ス

ト
降
誕
祭
の
前
夜
に
起
っ
た
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
校
事
件
に
発
展
す
る
。
こ
れ
は
パ
リ

大
学
神
学
部
の
所
在
す
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
に
、
深
夜
ギ
ー
・

タ
バ
リ
ー
ら
五
人
と
共
に
侵
入
し
、
金
五
百
エ
キ
ュ
を
御
堂
の
大
櫃
の
錠
前
を

破
っ
て
盗
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
実
際
に
は
仲
間
の
手
引
き
を
つ
と

 
め
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
一
四
六
一
年
夏
ま
で
ま
た
も
大
放

浪
が
続
く
。

 
 
そ
し
て
、
こ
の
一
四
六
一
年
の
夏
に
は
何
の
罪
過
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
マ

 
ン
H
シ
ュ
ル
H
ロ
ア
ー
ル
の
宗
法
牢
獄
に
三
ヵ
月
聞
監
禁
さ
れ
る
。
こ
の
牢
獄

 
の
責
任
者
で
あ
る
チ
ボ
i
・
ド
・
シ
ニ
ー
に
む
け
ら
れ
た
仇
恨
が
発
端
と
な
つ

 
て
書
か
れ
た
の
が
「
遺
言
」
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
時
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
三
十
歳
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

 
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
遺
言
」
の
冒
頭
に
、
 
「
わ
れ
 
生
を
感
け
て
 
三
十
年
目

 
 
の
 
年
だ
っ
た
／
有
り
と
あ
る
 
屈
辱
 
を
 
飲
ま
さ
れ
 
て
／
剰
え
 
拷

問
責
苦
 
を
 
た
ん
ま
り
と
嘗
め
さ
せ
ら
れ
た
」
 
（
傍
点
引
用
者
）
 
（
前
掲

佐
藤
輝
夫
訳
「
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
全
詩
集
」
以
下
同
）
と
あ
る
と
こ
ろ

が
ら
推
考
さ
れ
る
。

 
 
こ
の
で
ン
即
シ
ュ
ル
H
ロ
ア
ー
ル
の
牢
獄
か
ら
も
恩
赦
を
受
け
て
解
放
さ
れ

る
が
、
さ
ま
よ
い
の
果
て
パ
リ
に
帰
り
着
き
、
一
四
六
二
年
の
十
一
月
に
は
ま

た
も
あ
る
盗
み
に
よ
っ
て
捕
え
ら
れ
、
シ
ャ
ト
レ
の
牢
獄
に
収
監
、
や
が
て
釈

放
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
ナ
ヴ
ァ
ー
ル
校
事
件
で
分
前
と
し
て
手
に
し
た
金
＝
一

，
○
エ
キ
ュ
を
、
三
年
以
内
に
返
済
す
る
こ
と
を
誓
約
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
が
貧

困
の
彼
に
重
圧
と
な
る
。
さ
ら
に
保
釈
後
ま
も
な
く
、
ロ
バ
ン
・
ド
ヂ
な
る
人

物
が
ロ
ー
マ
教
皇
の
公
証
人
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
フ
ェ
ル
ブ
ー
を
短
刀
で
刺
す
と

い
う
事
件
忙
巻
込
ま
れ
、
「
絞
首
二
処
シ
テ
獄
二
二
臭
ス
」
と
死
刑
を
宣
告
さ

れ
る
。
こ
れ
に
対
し
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
上
告
、
パ
リ
を
「
向
フ
十
箇
年
間
追
放
二
処

 
ス
」
と
の
判
決
が
下
さ
れ
る
が
、
以
後
彼
の
消
息
は
不
明
と
な
っ
て
い
る
。

 
 
さ
て
、
深
夜
あ
わ
た
だ
し
く
妻
の
も
と
に
帰
宅
し
た
大
谷
は
、
追
っ
て
来
た

飲
み
屋
夫
婦
に
つ
る
し
上
げ
ら
れ
る
や
い
な
や
、
愛
蔵
の
ジ
ャ
ッ
ク
ナ
イ
フ
を

．
振
り
か
ざ
し
、
 
「
放
せ
1
刺
す
そ
。
」
と
声
高
に
威
嚇
し
て
み
せ
る
。
こ
の
あ

 
た
り
、
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
看
板
と
心
得
た
太
宰
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な

 
い
。
一
四
五
五
年
六
月
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
セ
ル
モ
ア
を
刺
し
、
こ

れ
を
死
に
至
ら
し
め
、
そ
の
後
、
故
郷
パ
リ
を
放
遂
さ
れ
る
と
い
う
憂
目
に
及

ん
だ
罪
状
も
、
や
は
り
刃
傷
沙
汰
に
よ
っ
た
。
太
宰
治
は
大
谷
の
設
定
の
う
ち

 
に
、
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
生
涯
を
う
ま
く
な
ぞ
っ
て
み
せ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
 
大
谷
は
イ
ブ
の
前
夜
、
仕
入
の
元
手
と
な
る
金
く
五
千
円
V
を
わ
し
づ
か
み

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
に
堂
々
と
盗
み
出
す
。
降
誕
祭
の
前
夜
温
く
五
百
エ
キ
ュ
V
を
仲
間
と
共
に
盗

ん
だ
ヴ
ィ
．
ヨ
ン
は
、
そ
の
後
も
窃
盗
を
重
ね
た
。
そ
し
て
「
忍
言
」
の
制
作
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モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
、
マ
ン
ー
ー
シ
ュ
ル
H
ロ
ア
ー
ル
の
牢
獄
の
収
監
は
〈
三
十

歳
〉
の
折
。
「
『
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
』
と
い
ふ
題
の
長
い
論
文
を
獲
表
」

し
た
大
谷
も
ま
た
〈
三
十
〉
で
あ
る
。
彼
は
一
度
亭
主
の
手
に
百
円
札
を
握
ら

せ
た
き
り
、
い
わ
ば
無
銭
飲
食
さ
な
が
ら
に
、
椿
屋
の
酒
を
「
ほ
と
ん
ど
ひ
と

り
で
」
飲
み
ほ
し
て
し
ま
う
。
華
族
だ
、
天
才
だ
と
自
身
の
身
分
を
吹
聴
す
る

女
を
尻
目
に
、
「
僕
は
お
金
が
ほ
し
い
ん
だ
、
こ
こ
の
勘
定
を
梯
ひ
た
い
ん
だ
」

と
神
妙
に
眩
き
な
が
ら
、
女
房
の
待
つ
家
に
「
お
勘
定
の
相
談
に
あ
が
ら
う
」

と
す
る
亭
主
に
む
け
て
、
「
無
い
も
の
は
無
い
ん
だ
よ
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
に

氣
を
も
む
の
か
ね
、
喧
嘩
わ
か
れ
は
損
だ
ぜ
」
と
言
っ
て
の
け
、
あ
と
を
つ
け

る
彼
を
煙
に
巻
く
。
こ
れ
は
、
「
ロ
バ
ン
 
チ
ュ
ル
ジ
ー
が
来
る
な
ら
 
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
さ
か
て

い
よ
1
／
お
れ
は
 
酒
手
を
払
っ
て
や
る
よ
 
だ
が
の
／
お
れ
の
住
居
が
 
わ

か
っ
た
ら
／
大
し
た
も
の
だ
ぞ
 
占
師
よ
り
鼻
が
利
く
」
 
（
「
遺
言
」
以
下

同
）
と
い
う
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
詩
句
に
う
ま
く
呼
応
す
る
。
さ
ら
に
ヴ
ィ
ヨ
ン
は
飲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 
ミ

酒
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
愛
神
ノ
 
弩
弓
ノ
矢
モ
テ
 
殖
サ
レ
シ
男
」
、
「
色
道
の

殉
教
者
」
と
自
ら
呼
称
す
る
よ
う
に
、
女
と
の
関
係
も
入
り
乱
れ
る
が
、
大
谷

も
ま
た
バ
ア
の
女
給
相
手
の
乱
行
、
飲
み
屋
の
お
か
み
や
そ
こ
で
働
く
は
た
ち

前
の
女
中
、
あ
る
い
は
「
籍
も
何
も
は
ひ
っ
て
」
は
い
な
い
そ
の
妻
も
か
す
め

て
み
せ
る
。

，
一
度
家
を
出
る
と
い
つ
帰
る
か
見
当
の
つ
か
ぬ
彼
は
、
常
に
泥
酔
の
姿
態
で

帰
宅
す
る
が
、
『
あ
あ
、
い
か
ん
。
こ
は
い
ん
だ
。
こ
は
い
ん
だ
よ
凸
僕
は
。

こ
は
い
1
 
た
す
け
て
く
れ
1
」
と
言
い
つ
つ
、
震
え
な
が
ら
妻
に
と
り
す
が

る
。
夫
の
知
り
合
い
の
者
か
ら
あ
て
が
わ
れ
た
僅
か
な
金
で
露
命
を
つ
な
ぎ
、

発
育
不
良
の
病
弱
な
男
の
子
を
抱
え
た
こ
の
女
を
、
大
谷
は
い
わ
ば
母
性
的
な

救
い
乏
b
て
希
求
す
る
が
、
幼
い
頃
、
母
と
哀
切
な
生
活
を
共
に
し
た
ヴ
ィ
ヨ

「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
 
-
そ
の
倫
理
の
所
在
層
め
ぐ
っ
て

ン
に
お
い
て
も
、
こ
れ
．
と
よ
く
通
じ
て
い
る
。

 
「
そ
う
だ
 
こ
の
お
袋
は
 
神
さ
ま
も
 
ご
存
知
だ
 
こ
の
お
れ
の
た
め
／

に
が
い
苦
し
み
と
 
た
く
さ
ん
の
悲
し
み
 
を
 
味
わ
っ
た
／
こ
の
身
の
上
に

 
ま
が
つ
び
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、
 
、
 
、

 
災
禍
の
 
降
り
か
か
る
．
と
き
／
こ
の
身
と
 
こ
こ
ろ
を
 
避
難
さ
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
マ
マ

る
／
城
も
 
砦
も
 
あ
り
は
せ
ぬ
 
聖
母
の
ほ
か
に
 
そ
し
て
ま
た
／
貧
れ
な

女
 
わ
が
母
者
 
も
 
同
じ
こ
と
」
と
、
母
へ
の
思
慕
と
哀
憐
を
詠
む
。
生
涯

貧
窮
の
身
を
持
て
余
し
、
自
身
の
罪
過
を
そ
の
宿
命
に
負
わ
せ
た
彼
は
、
こ
の

 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

哀
れ
な
母
を
わ
が
城
、
わ
が
砦
た
る
こ
と
に
お
い
て
、
聖
母
と
同
等
の
重
み
を

持
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
こ
の
よ
う
に
見
る
と
、
た
し
か
に
「
太
宰
治
は
、
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン

の
イ
マ
ァ
ジ
ュ
に
つ
よ
い
執
着
を
示
し
、
詩
人
大
谷
の
行
動
と
感
性
と
い
う
す

が
た
の
裡
に
、
そ
れ
を
体
現
し
よ
う
と
心
砕
い
て
い
る
」
 
（
山
内
祥
史
氏
「
ヴ

ィ
ヨ
ン
の
妻
」
『
現
代
国
語
研
究
シ
リ
ー
ズ
2
』
昭
4
8
・
4
）
と
い
え
よ
う
。

が
、
ま
た
同
時
に
、
パ
ロ
デ
ィ
の
名
手
で
あ
る
太
宰
は
、
自
己
の
分
身
を
も
そ

の
対
象
に
う
ま
く
投
入
す
る
と
い
う
、
中
期
に
多
く
見
ら
れ
た
そ
の
方
法
を
多

分
に
用
い
て
い
る
。

 
さ
て
、
昭
和
十
五
年
、
彼
は
自
ら
の
作
品
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
に
「
大
貧
に
、
大

正
義
、
望
む
べ
か
ら
ず
」
と
、
こ
の
詩
人
の
運
命
を
特
徴
づ
け
る
詩
句
を
選
ん

で
み
せ
て
い
た
。

三

 
「
乞
食
学
生
」
に
登
場
す
る
片
意
地
な
貧
乏
学
生
の
少
年
は
、
友
人
の
ナ
イ

フ
を
無
断
で
拝
借
し
、
自
身
の
嘘
に
足
を
絡
み
と
ら
れ
た
時
、
「
刺
す
そ
。
」
と

大
仰
な
身
振
り
で
取
り
繕
お
う
と
す
る
が
、
こ
こ
で
も
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
看
板
を
う
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ま
く
つ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
盗
み
や
貧
困
を
用
い
た
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
の
主

意
は
青
春
の
愛
惜
に
あ
り
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
は
そ
れ
か
ら
は
る
か
に
間
隔

を
持
ち
、
主
意
は
他
処
に
あ
る
。
こ
の
受
容
の
変
化
は
、
そ
の
ま
ま
、
戦
時

中
の
太
宰
治
と
戦
後
の
太
宰
治
の
変
容
を
語
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
物
語

半
ば
か
ら
、
大
谷
像
は
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
論
郭
を
微
妙
に
ず
れ
て
ゆ
く
が
、
こ
の

あ
た
り
に
太
宰
固
有
の
モ
チ
ー
フ
が
結
ば
れ
て
こ
よ
う
。
そ
の
ず
れ
の
ひ
と
つ

は
、
設
定
の
時
点
か
ら
す
で
に
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
「
お
れ
は
貧
し
い
小
者
の
家
の
生
れ
だ
か
ら
／
幼
い
と
き
か
ら
ず

っ
と
 
貧
乏
だ
」
「
貧
乏
と
い
う
や
つ
が
 
お
い
ら
の
跡
を
 
つ
け
て
き
た
」

と
壮
言
す
る
ヴ
子
ヨ
ン
の
宿
命
的
な
貧
困
は
、
大
谷
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
は

た
し
か
に
酒
場
の
借
金
を
大
量
に
か
か
え
、
こ
れ
に
窮
す
る
が
、
そ
の
血
系
は

旧
華
族
で
あ
る
。
 
（
註
2
）
こ
れ
を
敗
戦
直
後
太
宰
の
支
柱
で
あ
っ
た
「
津
軽

の
百
姓
」
か
ら
、
「
一
転
し
て
滅
亡
す
る
『
貴
族
』
と
い
う
反
戦
後
的
意
識
」

の
発
現
と
し
て
み
る
、
東
郷
克
美
氏
（
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
 
『
国
文
学
』
昭
4
9

・
2
）
の
指
摘
も
頷
け
よ
う
。
何
故
な
ら
、
妻
の
前
で
大
谷
の
愚
行
を
語
っ
て

聞
か
せ
る
小
料
理
屋
の
亭
主
は
、
「
た
か
が
華
族
の
」
「
四
國
の
殿
様
の
そ
の
ま

た
分
家
の
、
お
ま
け
に
次
男
な
ん
て
、
そ
ん
な
の
は
何
も
私
た
ち
と
身
分
の
ち
，

が
ひ
が
あ
ら
う
筈
が
無
い
」
と
言
い
な
が
ら
、
「
い
ま
に
父
の
男
爵
が
死
ね
ば
、

長
男
と
二
人
で
、
財
謹
を
わ
け
る
事
に
な
っ
て
み
る
。
」
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め

知
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
田
舎
者
で
す
よ
。
あ
れ
で
な
か
な
か
慾
張
り
で
ね
。

僕
に
飲
ま
せ
て
、
お
し
ま
ひ
に
は
、
ま
う
け
よ
う
と
思
っ
て
み
る
の
で
す
。
」

と
．
い
う
大
谷
の
言
い
分
を
微
妙
に
繋
い
で
い
る
。

 
言
う
ま
で
も
な
く
、
疎
開
中
の
太
宰
の
書
簡
に
は
、
「
田
舎
の
慾
張
り
ど
も
馳

を
相
手
に
し
て
、
酒
を
買
ひ
、
煙
草
を
仕
入
れ
る
の
で
す
か
ら
、
い
や
も
う
、

お
金
が
か
か
る
事
」
 
（
昭
2
0
・
H
（
貫
道
不
詳
）
竹
村
坦
宛
）
な
ど
、
こ
の
種

の
窺
状
が
多
く
語
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
認
識
は
、
「
共
産
主
義
も
自
書
主

義
も
へ
っ
た
く
れ
も
な
い
、
人
間
の
欲
張
っ
て
み
る
う
ち
は
、
世
の
中
は
よ
く

な
り
つ
こ
あ
り
ま
せ
ん
よ
、
口
重
虚
無
派
と
い
ふ
の
で
も
作
り
ま
せ
う
か
。
」

（
昭
2
0
・
1
1
・
2
3
井
伏
鱒
二
宛
）
と
い
う
戦
後
の
覚
醒
と
幻
滅
に
通
じ
て
い
る
。
．

そ
し
て
「
新
型
の
便
乗
主
義
の
篠
薄
文
化
」
 
「
民
主
主
義
踊
り
」
が
、
や
が
て

「
地
方
文
化
」
流
行
の
波
に
乗
り
、
こ
こ
津
軽
に
充
満
し
は
じ
め
た
と
き
、
か

つ
て
は
自
己
の
支
柱
で
あ
っ
た
「
津
軽
の
百
姓
」
は
、
逆
に
太
宰
の
批
判
の

対
象
と
な
ら
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
。
「
斜
陽
」
の
世
界
へ
の
軌
跡
で
あ
る
。
旧

華
族
と
し
て
の
大
谷
に
は
、
太
宰
治
の
反
く
戦
後
V
の
モ
チ
ー
フ
が
潜
在
し
て

い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
疎
開
申
の
モ
チ
ー
フ
と
の
連
続
性
は
、
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の

妻
」
に
お
い
て
、
そ
れ
で
は
、
そ
の
最
も
深
い
連
関
を
ど
こ
に
み
る
の
か
。

 
昭
和
二
十
年
後
半
に
、
趣
く
戦
後
V
の
意
志
と
し
て
便
乗
主
義
批
判
の
も
と

に
唱
え
ら
れ
た
「
天
皇
陛
下
万
歳
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
や
が
て
ア
ナ
キ
ズ
ム
思

想
と
い
う
肉
付
け
を
受
け
る
が
、
昭
和
二
十
一
年
三
月
脱
稿
の
「
冬
の
花
火
」
に

は
こ
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
思
想
へ
の
絶
望
が
よ
く
描
か
れ
て
い
る
。
ヒ
ロ
イ
ン
数
枝

は
、
日
本
は
負
け
た
の
で
は
な
い
、
滅
ん
だ
の
だ
、
と
い
う
戦
後
の
絶
望
を
担

っ
て
登
場
す
る
が
、
次
の
周
知
の
一
節
に
、
 
「
ね
え
、
ア
ナ
ー
キ
ー
っ
て
ど
ん

な
事
な
の
？
 
あ
た
し
は
、
そ
れ
は
、
支
那
の
桃
源
鑑
み
た
い
な
も
の
を
作
っ

て
み
る
事
ぢ
や
な
い
か
と
思
ふ
の
。
氣
の
合
っ
た
友
だ
ち
ば
か
り
で
田
畑
を
耕

し
て
、
桃
や
梨
や
林
檎
の
木
を
植
ゑ
て
、
、
ラ
ジ
オ
も
聞
か
ず
、
新
聞
も
認
ま
ず
、

手
紙
も
來
な
い
し
、
選
累
も
無
い
し
、
演
説
も
無
い
し
、
み
ん
な
が
自
分
の
過

去
の
罪
を
自
良
し
て
氣
が
弱
く
て
、
そ
れ
こ
そ
、
お
の
れ
を
愛
す
る
が
如
く
隣

人
を
愛
し
て
、
さ
う
し
て
疲
れ
た
ら
眠
っ
て
、
そ
ん
な
部
落
を
作
れ
な
い
も
の
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か
し
ら
。
し
と
一
縷
の
夢
を
語
る
。
激
し
い
空
襲
の
さ
な
か
、
子
供
を
か
か
え
辛

酸
を
な
め
つ
つ
郷
里
に
む
か
っ
た
の
は
、
「
死
ぬ
る
前
に
い
ま
い
ち
ど
」
「
母
に

逢
ひ
た
い
」
と
い
う
一
念
か
ら
で
あ
り
、
今
後
は
百
姓
女
に
な
っ
て
孝
行
を
尽

す
の
だ
と
い
い
な
が
ら
、
こ
の
彼
女
の
夢
想
す
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
支
え
る
た
だ

ひ
と
つ
の
美
し
い
母
が
犯
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
 
「
あ
こ
が
れ
の
桃
源

境
も
、
い
ち
ら
し
い
や
う
な
決
心
も
、
み
ん
な
ば
か
ば
か
し
い
冬
の
花
火
」
と

し
て
崩
壊
す
る
。
こ
の
数
枝
の
二
重
の
絶
望
は
太
宰
治
の
も
の
で
も
あ
る
わ
け

・
だ
が
、
次
の
書
簡
、
「
あ
の
ド
ラ
マ
の
思
想
と
い
っ
て
は
、
ル
カ
傳
七
章
四
七

の
『
赦
さ
る
る
事
の
少
き
者
は
、
そ
の
愛
す
る
事
も
ま
た
少
し
」
、
で
す
。
自
身

に
罪
の
意
識
の
な
い
奴
は
薄
情
だ
、
罪
深
き
も
の
は
愛
情
深
し
、
と
い
ふ
の
が

テ
ー
マ
で
、
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
あ
さ
は
、
あ
の
や
う
な
過
去
を
持
っ
て

る
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
す
。
い
ち
ど
あ
や
ま
ち
を
犯
し
た
女
は
優
し
い
、

と
い
ふ
の
が
私
の
確
信
な
ん
で
す
。
」
（
昭
2
1
・
8
・
2
2
河
盛
好
蔵
宛
）
の
自
注
に

見
れ
ば
、
数
枝
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
太
宰
が
最
も
賭
け
て
い
た
の
は
、
「
み
ん
な

が
自
分
の
過
去
の
罪
を
自
亡
し
て
氣
が
弱
く
て
、
そ
れ
こ
そ
、
お
の
れ
を
愛
す

る
が
如
く
隣
人
を
愛
し
て
」
と
い
う
、
こ
こ
に
置
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
義
母
あ
さ
が
犯
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
が
崩
壊
す
る

と
は
、
大
森
郁
之
助
氏
「
『
冬
の
花
火
」
の
繋
」
『
太
宰
治
研
究
」
6
 
昭
3
9
・

拍
）
や
越
智
治
雄
氏
（
「
冬
の
花
火
」
 
「
国
文
学
』
昭
4
2
・
H
）
の
指
摘
ど
お

り
、
「
罪
深
き
も
の
は
愛
情
深
し
」
の
テ
ー
マ
か
ら
矛
盾
を
呈
す
る
わ
け
だ
が
、

重
要
な
こ
と
は
、
太
宰
の
戦
後
批
判
は
や
が
て
そ
の
本
拠
を
罪
の
問
題
へ
と
波

及
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
く
罪
V
の
モ
チ
ー
フ
こ
そ
は

「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
ト
の
主
想
を
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
 
1
そ
の
倫
理
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て

四

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
へ

 
「
冬
の
花
火
」
の
あ
さ
同
様
、
 
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
に
お
い
て
も
妻
は
犯
さ

れ
て
い
る
。
作
品
の
末
尾
近
く
夫
の
弁
解
に
、
「
人
非
人
で
も
い
い
じ
ゃ
な
い
、

の
。
私
た
ち
は
、
生
き
て
み
さ
へ
す
れ
ば
い
い
の
よ
。
」
と
言
い
き
る
彼
女
は
、

も
は
や
人
非
人
を
自
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
所
に
い
る
。
 
「
こ
の
場
面
で
く
私

た
ち
V
と
複
数
形
で
語
ら
れ
る
の
は
、
〈
妻
V
と
く
夫
V
と
が
、
底
ふ
か
い

く
何
か
V
で
通
外
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
」
、
そ
の
「
何
か
」
と
は
、
「
存
在

の
原
意
識
が
剥
き
だ
し
に
な
っ
た
状
態
の
、
あ
や
う
い
生
を
生
き
ね
ば
な
ら
ぬ

人
種
」
で
あ
る
こ
と
を
指
す
と
い
う
、
9
山
内
祥
史
氏
の
指
摘
（
「
〃
ヴ
ィ
ヨ
ン

の
妻
”
の
く
妻
〉
」
『
キ
リ
ス
ト
教
学
校
教
育
』
昭
和
5
2
・
1
0
）
は
示
唆
深
い
。

が
、
こ
の
「
何
か
」
と
は
さ
ら
に
い
え
ば
、
'
共
に
罪
を
担
う
存
在
と
し
て
、

「
人
非
人
」
と
い
う
語
に
か
か
っ
て
い
る
。

 
「
女
に
は
皆
、
秘
密
が
あ
る
。
」
 
「
あ
た
し
は
、
馬
鹿
で
、
だ
ま
さ
れ
ま
し

た
。
女
は
、
女
は
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
、
…
…
」
と
い
う
あ
さ
の
告
白
が
、
作

者
の
自
注
と
し
て
引
か
れ
た
ル
」
力
伝
七
章
四
七
節
の
罪
の
女
を
う
な
ぐ
も
の
で
，

あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
妻
も
い
わ
ば
罪
の
女
と
し
て
周
到
な
伏
線
を
用
意
さ

れ
て
い
る
ゆ
も
っ
と
も
、
ナ
イ
フ
を
振
り
か
ざ
す
夫
を
目
の
前
に
、
 
「
お
よ
し

な
さ
い
ま
し
。
ど
ち
．
ら
に
も
お
怪
我
が
あ
っ
て
は
、
な
り
ま
せ
ぬ
。
あ
と
の
始

末
鳳
、
私
が
い
た
し
ま
す
。
」
と
咄
嵯
に
そ
の
場
を
と
り
押
え
、
夫
婦
に
儀
礼

を
尽
す
妻
は
賢
明
で
は
あ
る
。
献
身
的
で
あ
り
な
が
ら
小
賢
し
さ
は
無
く
、
女

連
れ
の
夫
の
肩
を
撫
で
、
「
ク
リ
ス
マ
ス
お
め
で
と
う
っ
て
言
ふ
の
？
な
ん
て

い
ふ
の
？
も
う
一
升
く
ら
み
は
飲
め
さ
う
ね
。
」
と
健
気
に
声
を
か
け
、
店
の
亭

主
に
は
夫
の
面
目
を
考
え
、
連
れ
の
女
に
自
分
の
正
体
を
明
か
す
な
と
い
う
。
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狂
乱
も
同
様
の
夫
に
な
お
も
愛
情
を
注
ぐ
こ
の
妻
の
像
は
、
あ
る
意
味
で
作
家

の
憧
塚
に
近
い
。
が
、
同
時
に
、
 
「
い
う
も
出
来
、
借
金
も
出
来
」
と
い
う
亭

主
の
眩
き
に
、
「
や
は
り
さ
う
か
」
と
す
ば
や
く
察
知
す
る
だ
け
の
、
き
わ
め

て
含
み
の
あ
る
女
と
し
て
描
か
れ
る
。

 
大
谷
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
も
、
父
親
を
あ
ざ
む
く
う
ち
に
子
供
が
出
来

と
い
う
形
で
あ
っ
た
し
、
借
金
の
身
替
り
に
店
で
立
ち
働
く
に
及
ん
で
は
、
下

卑
た
冗
談
で
受
け
答
え
異
様
な
活
気
を
与
え
る
。
そ
の
前
夜
、
客
と
か
わ
し
た

会
話
は
、
「
や
け
る
わ
ね
。
大
谷
さ
ん
み
た
い
な
人
と
な
ら
、
私
は
一
夜
で
も
い

い
か
ら
、
添
っ
て
み
た
い
，
わ
。
私
は
あ
ん
な
、
ず
る
い
ひ
と
が
好
き
．
」
と
い
う

も
の
で
、
こ
れ
は
翌
朝
犯
さ
れ
る
場
面
と
の
照
応
を
成
し
て
お
り
、
そ
し
て
、

「
傘
な
ら
、
お
れ
も
持
っ
て
る
る
。
お
早
り
し
ま
せ
う
。
」
と
い
う
工
員
風
の
客

の
申
し
出
に
、
身
構
え
る
か
の
よ
う
に
、
「
は
ば
か
り
さ
ま
。
ひ
と
り
渉
き
に

は
馴
れ
て
ゐ
ま
す
か
ら
。
」
と
言
い
な
が
ら
、
逆
に
予
感
的
で
も
あ
る
。
ま
た

男
が
泊
め
て
く
れ
と
や
っ
て
来
る
之
、
「
主
人
も
を
り
ま
せ
ん
し
、
こ
ん
な
式

壼
で
よ
ろ
し
か
っ
た
ら
、
ど
う
ぞ
。
」
と
無
防
備
に
承
諾
す
る
が
、
夫
と
お
か

み
の
過
去
を
す
ば
や
く
嗅
ぎ
と
っ
た
女
に
、
そ
の
行
為
が
何
を
招
来
す
る
か
わ

か
ら
ぬ
は
ず
は
な
い
。
こ
こ
に
主
題
へ
導
く
方
法
と
し
て
、
作
者
の
妻
へ
の
対

象
化
の
視
点
が
う
か
が
え
て
こ
よ
う
。

 
そ
の
日
も
私
は
、
う
は
べ
は
、
や
は
り
同
じ
様
に
、
坊
や
を
背
負
っ

て
、
お
店
の
勤
め
に
出
か
け
ま
し
た
。
／
中
野
の
お
店
の
土
間
で
、
夫

が
、
酒
の
は
ひ
っ
た
コ
ッ
プ
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置
い
て
、
ひ
と
り
で
新

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

聞
を
綻
ん
で
ゐ
ま
し
た
。
コ
ッ
プ
に
午
前
の
陽
の
光
が
當
っ
て
、
き
れ
い

だ
と
思
ひ
ま
し
た
。

 
こ
の
「
陽
の
光
」
を
、
た
と
え
ば
山
内
氏
は
妻
の
「
こ
こ
ろ
の
無
限
の
暗
さ

を
表
す
も
の
」
で
あ
る
と
い
い
、
そ
の
「
こ
こ
ろ
の
暗
さ
の
重
み
が
、
必
然
的

に
招
き
よ
せ
た
光
」
で
あ
る
と
す
る
。
た
し
か
に
生
の
恩
寵
の
し
る
し
と
も
い

う
べ
き
こ
の
光
は
、
妻
の
罪
の
自
覚
の
、
そ
の
深
淵
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
自
己
の
不
用
意
さ
の
正
体
が
実
は
何
で
あ
っ
た
か
を
は
じ
め
て
知
る
、

「
愚
暗
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
汚
れ
た
わ
が
身
を
映
し
出
す
光
が
、

ほ
か
で
も
な
い
夫
の
飲
み
か
け
の
コ
ッ
プ
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
い
は
読
む
者

に
と
っ
て
、
こ
の
女
を
一
層
悲
し
い
も
の
に
す
る
。
罪
を
負
っ
た
こ
の
妻
を
く
-

家
庭
の
マ
リ
ア
V
（
三
好
氏
）
と
い
う
な
ら
、
太
宰
治
の
マ
リ
ア
と
は
か
く
も

悲
痛
な
生
を
与
え
ら
れ
、
夫
の
か
た
わ
ら
に
遇
さ
れ
る
。

 
'
こ
の
妻
の
罪
の
問
題
は
、
夫
婦
む
つ
ま
じ
く
家
路
を
辿
る
際
に
、
夫
の
口
か

ら
出
た
神
の
話
を
受
け
て
展
開
す
る
の
だ
が
、
再
び
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
「
遺
言
」
の

 
一
節
、
 
「
お
れ
 
は
 
罪
人
 
だ
 
そ
れ
は
、
よ
く
識
っ
て
・
い
る
／
だ
が

'
神
さ
ま
 
は
 
お
れ
 
の
死
を
 
お
望
み
 
で
な
い
／
悔
い
 
改
め
て
 
善

に
 
生
き
よ
 
と
 
望
ま
れ
る
」
。
こ
の
悔
い
改
め
に
よ
っ
て
赦
さ
れ
る
神
と

は
、
訳
者
の
佐
藤
輝
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
シ
ャ
ン
ピ
オ
ン
の
い
う
「
中

世
末
期
の
感
性
的
宗
教
意
識
」
の
こ
と
で
あ
り
、
氏
は
そ
れ
を
「
聖
母
信
仰
を

中
心
と
し
て
感
性
に
訴
え
て
神
の
大
慈
に
す
が
る
、
言
わ
ば
悪
人
正
機
説
と
同
、

じ
よ
う
に
、
悔
い
改
め
れ
ば
神
は
必
ら
ず
救
い
た
ま
う
と
い
う
、
そ
う
い
う
信

仰
の
上
に
立
つ
考
え
」
で
あ
る
と
解
説
を
施
し
（
討
議
「
『
死
」
の
想
念
と
詩

句
の
重
層
構
造
」
『
世
界
の
詩
ー
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
思
潮
社
昭
5
6
．

1
1
）
、
当
時
の
教
会
に
お
い
て
常
に
唱
え
ら
れ
、
ま
た
ヴ
ィ
ヨ
ン
に
お
い
て
も

動
か
し
難
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
さ
ら
に
次
の
一
節
、
「
昨
日
も
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今
日
も
 
死
を
 
待
ち
な
が
ら
／
胸
は
 
悲
し
み
に
 
絶
え
い
る
 
ば
か
り

／
神
へ
の
濯
れ
 
さ
え
な
く
ば
 
い
く
た
び
か
／
怖
ろ
し
い
 
こ
と
を
 
企
ら

ん
で
 
は
て
は
／
わ
が
身
を
 
殺
し
て
し
ま
う
 
仕
儀
と
も
な
ろ
う
／
神
の
戒

め
を
 
犯
し
て
ま
で
も
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
神
へ
の
催
れ
」
「
神
の
戒
め
」

と
は
、
い
わ
ば
恩
寵
と
し
て
の
「
判
れ
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
谷
の
語
る
「
こ

は
い
紳
様
」
と
微
妙
な
相
違
を
呈
ル
て
い
る
。
 
㌧
 
・

 
僕
は
ね
、
キ
ザ
の
や
う
で
す
け
れ
ど
、
死
に
た
く
て
、
仕
檬
が
無
い
ん

で
す
。
生
れ
た
時
か
ら
、
死
ぬ
事
ば
か
り
考
へ
て
る
た
ん
だ
。
皆
の
た
め

に
も
、
死
ん
だ
は
う
が
い
い
ん
で
す
。
そ
れ
は
も
う
、
た
し
か
な
ん
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

そ
れ
で
る
て
、
な
か
な
か
死
ね
．
な
い
。
へ
ん
な
、
こ
は
い
沸
檬
み
た
い
な

ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

も
の
が
、
僕
の
死
ぬ
の
を
引
き
と
め
る
の
で
す
。
 
（
傍
点
引
用
者
）

 
そ
し
て
、
く
わ
え
て
「
お
そ
ろ
し
い
の
は
ね
、
こ
の
世
の
中
の
、
ど
こ
か
に

神
が
み
る
、
と
い
ふ
事
な
ん
で
す
。
み
る
ん
で
せ
う
ね
？
」
と
た
た
み
掛
け
る
。

い
わ
ば
こ
こ
に
太
宰
固
有
の
モ
チ
ー
フ
臥
主
題
が
在
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
「
聖
書
的
神
観
念
」
と
し
、
 
「
き
び
b
い
倫
理
観
」
を
成
す
「
罰
す
る
神
」

（
佐
古
純
一
郎
氏
「
太
宰
治
論
」
昭
3
8
・
1
2
）
と
み
る
か
、
「
『
人
格
」
あ
る
も

の
の
神
へ
の
畏
敬
よ
り
も
、
さ
ら
に
原
始
的
・
根
源
的
な
恐
怖
」
（
菊
田
氏
）
、

「
神
の
前
の
ゲ
ヘ
ナ
の
淵
」
（
山
内
氏
）
、
ま
た
「
み
ず
か
ら
の
存
在
そ
の
も
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

を
根
源
よ
り
見
返
し
、
対
象
化
し
う
る
な
に
も
の
か
へ
の
希
求
」
 
（
傍
点
引
用

者
・
佐
藤
泰
正
氏
「
生
と
死
の
意
味
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
4
9
・
1
2
）
と
み
る

か
、
あ
る
い
は
「
聖
書
の
中
の
神
」
で
も
「
汎
神
論
的
な
紳
」
で
も
な
く
、

「
な
に
か
し
ら
や
り
き
れ
な
い
自
身
の
な
か
の
、
ひ
そ
や
か
な
溜
息
に
も
似
た

「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
 
一
そ
の
倫
理
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て

も
の
」
．
（
豊
島
与
志
雄
氏
「
太
宰
治
全
集
第
十
三
巻
」
解
説
八
雲
書
店
昭
2
4
）

で
あ
っ
た
か
、
そ
の
解
釈
は
一
様
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
「
こ

は
い
神
様
み
た
い
な
も
の
』
が
無
か
っ
た
ら
、
太
宰
治
は
、
敗
戦
の
す
ぐ
あ
と

に
、
も
う
何
度
目
か
の
自
殺
を
試
み
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
」
と
い
う
吉
本
隆

明
氏
の
指
摘
は
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
 
（
「
太
宰
治
論
」
 
『
国
文
学
」
昭
5
1
・

5
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
せ

 
が
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
神
は
、
「
ど
ん
な
不
幸
が
 
身
を
征
め

て
も
 
怖
れ
な
い
／
死
ね
ば
 
す
べ
て
が
終
る
，
か
ら
」
「
死
が
 
区
別
を
つ

け
ず
 
掻
っ
撰
っ
て
ゆ
く
」
と
、
す
べ
て
は
死
に
お
い
て
無
に
帰
す
か
の
よ
う

に
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
は
究
極
に
お
い
て
「
神
さ
ま
の
 
御
心
」
で
あ
り
、
あ

く
ま
で
信
仰
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
在
る
。
し
か
し
大
谷
の
「
死
に
た

く
て
、
仕
様
が
無
い
ん
で
す
。
生
れ
た
時
か
ら
、
死
ぬ
事
ば
か
り
考
へ
て
る
た

ん
だ
。
」
と
い
う
死
へ
の
吸
引
は
、
い
わ
ば
太
宰
治
の
生
き
な
が
ら
の
「
フ
ァ

ン
ト
ー
ム
」
（
神
西
清
「
ロ
マ
ネ
ス
ク
へ
の
脱
出
」
昭
2
3
・
1
0
）
を
象
徴
し
て
、

そ
の
「
神
」
の
語
に
も
屈
折
を
与
え
て
い
る
。

 
本
来
、
自
ら
を
生
か
し
う
る
も
の
と
し
て
在
る
神
は
、
大
谷
に
あ
っ
て
は
恩

寵
と
し
て
で
は
な
く
、
 
「
こ
は
い
紳
檬
み
た
い
な
も
の
が
」
 
「
死
ぬ
の
を
引
き

ど
め
る
」
と
い
う
、
い
わ
ば
予
示
の
形
で
し
か
受
け
と
め
得
な
い
。
こ
の
彼
の

死
の
影
は
（
ま
た
処
女
作
「
晩
年
」
か
ら
一
貫
し
て
太
宰
を
肉
酷
し
て
き
た
生

理
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
、
．
戦
後
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の

自
身
の
在
り
様
を
根
底
よ
り
問
い
直
そ
う
と
す
る
。

「
お
仕
事
が
、
お
あ
り
で
す
か
ら
。
」

「
仕
事
な
ん
て
も
の
は
、
な
ん
で
も
な
い
ん
で
す
。
傑
作
も
駄
作
も
あ
り
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ノ

、

や
し
ま
せ
ん
。
人
が
い
い
と
言
へ
ば
、
よ
く
な
る
し
、
悪
い
と
言
へ
ば
、

悪
く
な
る
ん
で
す
。
ち
や
う
ど
吐
く
い
き
と
、
引
く
い
き
み
た
い
な
も
の

な
ん
で
す
。
お
そ
ろ
し
い
の
は
ね
、
こ
の
世
の
申
の
、
ど
．
こ
か
に
神
が
み

る
、
と
い
ふ
事
な
ん
で
す
。
み
る
ん
で
せ
う
ね
？
」

 
夫
の
、
そ
の
無
頼
の
存
在
も
、
 
「
仕
事
」
に
よ
っ
て
許
さ
れ
る
と
す
る
妻
の

視
程
に
、
大
谷
の
神
は
見
え
て
い
な
い
。
 
「
こ
こ
で
は
妻
の
眼
す
ら
も
相
対
化

さ
れ
、
妻
の
眼
も
ま
た
こ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
」
。
同
様
に
、
「
紳
が
み
る

な
ら
、
出
て
來
て
下
さ
い
1
私
は
、
お
正
月
の
末
に
、
お
店
の
お
客
に
け
が
さ

れ
ま
し
た
。
」
と
い
う
、
い
わ
ば
通
俗
的
と
も
い
え
る
「
〈
神
V
へ
の
反
問
」
も
、

大
谷
の
認
識
を
超
え
て
は
い
な
い
。
（
佐
藤
泰
正
氏
「
太
宰
治
小
論
」
『
信
州
白

樺
」
昭
5
6
・
1
0
）
と
の
指
摘
に
な
ち
え
ば
、
た
し
か
に
、
こ
こ
で
妻
は
大
谷
と

並
ぶ
こ
と
に
よ
り
、
作
者
の
相
対
化
を
ま
ぬ
が
れ
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
彼

の
神
へ
の
切
迫
し
た
対
し
方
は
、
無
頼
の
詩
人
と
い
う
自
ら
の
在
り
様
を
問
う

と
同
時
に
、
そ
の
矛
盾
を
自
覚
し
、
さ
ら
に
生
の
根
源
と
は
何
か
を
希
求
す
る

か
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
一
事
に
お
い
て
、
大
谷
は
死
の
暗
黒
か
ら
ひ
き
も

ど
さ
れ
て
い
る
コ
が
、
」
一
方
で
、
大
金
を
盗
む
と
い
う
自
分
の
悪
業
も
、
妻
や

子
に
よ
い
正
月
を
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
、
「
人
非
人
で
な
い
か
ら
、
あ
ん
な

事
も
仕
出
か
す
の
で
す
」
と
弁
解
す
る
と
き
、
「
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
の
に
せ
貴

 
 
 
 
 
 
 
 
喝

族
」
で
は
な
く
、
「
神
に
お
び
え
る
エ
ピ
キ
ユ
、
リ
ア
ン
」
な
の
だ
と
、
気
弱
に

抗
議
せ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
、
怯
儒
な
側
面
を
ぬ
ぐ
い
さ
れ
な
い
。
こ
の
卑
小
さ

が
、
常
に
大
谷
の
行
為
を
自
閉
の
裡
に
と
ど
ま
ら
せ
て
い
る
。

 
「
ト
カ
ト
ン
ト
ン
」
 
（
昭
二
二
・
一
）
は
、
終
戦
の
玉
音
放
送
を
前
に
自
決

を
覚
悟
し
た
青
年
が
、
背
後
の
金
槌
の
音
に
よ
っ
て
「
如
何
な
る
感
慨
も
」
そ

ぎ
落
さ
れ
、
以
後
そ
の
幻
聴
に
悩
ま
さ
れ
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
作
品
の

末
尾
、
作
家
の
与
え
た
手
紙
の
一
節
に
、
「
十
指
の
指
差
す
と
こ
ろ
、
．
十
目
の

見
る
と
こ
ろ
の
、
い
か
な
る
南
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
を
、
君
は
ま
だ
引
け
て

み
る
や
う
で
す
ね
。
眞
の
思
想
は
、
叡
智
よ
り
も
勇
氣
を
必
要
と
す
る
も
の
で

す
。
マ
タ
イ
十
章
、
二
八
、
 
『
身
を
殺
し
て
露
魂
を
こ
ろ
し
得
ぬ
者
ど
も
を
催

る
な
、
身
と
前
身
と
を
ゲ
ヘ
ナ
に
て
滅
し
得
る
者
を
お
そ
れ
よ
。
」
こ
の
場
合

の
「
催
る
」
は
、
『
畏
敬
』
の
意
に
ち
か
い
や
う
で
す
。
こ
の
イ
エ
ス
の
言
に
、

豊
麗
を
感
ず
る
事
が
出
來
た
ら
、
君
の
幻
聴
は
止
む
筈
で
す
。
」
と
あ
る
が
、

た
と
え
ば
、
こ
の
「
い
か
な
る
辮
明
も
成
立
し
な
い
醜
態
」
を
回
避
す
る
夫
を
、

末
尾
の
妻
は
見
事
に
打
ち
返
す
。

 
「
冬
の
花
火
」
の
あ
さ
が
く
女
〉
と
い
う
傷
の
ゆ
え
に
衰
弱
し
て
ゆ
か
ね
ば

な
ら
ぬ
の
な
ら
、
数
枝
は
一
見
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
ー
旺
盛
な
女
に
見
え
な
が
ら
、

「
落
ち
る
と
こ
ろ
ま
で
、
落
ち
て
行
く
ん
だ
」
と
破
滅
の
方
向
に
し
か
そ
の
身

を
任
し
き
れ
な
い
。
こ
れ
は
作
者
の
「
戦
後
の
絶
望
」
を
反
映
し
て
、
ま
た
い

た
し
か
た
の
な
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
妻
は
、
そ
の
切
実
な
体

験
を
通
し
自
身
の
生
を
透
し
見
た
と
き
、
そ
の
く
女
V
、
そ
の
傷
ゆ
え
に
、
裸
型

の
ま
ま
の
生
を
与
え
ら
れ
、
大
谷
の
迷
妄
を
打
ち
破
る
。
そ
し
て
、
彼
の
「
仕

事
な
ん
て
も
の
は
、
な
ん
で
も
な
い
」
、
'
お
そ
る
べ
き
は
「
こ
の
世
の
中
の
、

ど
こ
か
に
紳
が
み
る
、
と
い
ふ
事
な
ん
で
す
」
と
い
う
認
識
は
、
こ
の
時
は
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

め
て
卑
弱
な
葛
藤
か
ら
解
き
放
た
れ
、
生
の
根
源
と
響
き
あ
う
。
神
に
よ
っ
て

こ
の
世
を
相
対
化
し
う
る
と
い
う
認
識
も
、
戦
傑
と
も
い
う
べ
き
命
脈
を
つ
な

ぐ
こ
と
で
し
か
果
た
せ
ぬ
、
そ
の
大
谷
の
在
り
様
は
、
妻
の
、
自
身
の
罪
を
ひ

き
う
け
つ
つ
、
な
お
「
生
き
て
み
さ
へ
す
れ
ば
」
と
い
う
問
い
返
し
と
救
済
に

よ
っ
て
、
生
の
本
然
の
姿
に
重
ね
ら
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
妻
は
た
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し
か
に
夫
を
突
き
抜
け
、
そ
の
認
識
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

 
こ
の
妻
の
視
点
に
太
宰
は
何
も
の
か
を
賭
け
、
新
た
な
出
発
を
予
期
し
た
は

ず
で
あ
，
る
が
、
そ
の
行
方
が
「
斜
陽
」
に
お
け
る
か
ず
子
の
人
間
宣
言
で
あ

り
、
ま
た
一
方
で
、
「
人
間
失
格
」
の
「
た
だ
、
一
さ
い
は
過
ぎ
て
行
き
ま
す
」

と
い
う
東
洋
的
無
常
観
と
も
い
ヶ
べ
き
世
界
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
太
宰
の
神

と
は
そ
の
矛
盾
の
ま
ま
に
据
え
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
作
品

の
材
源
を
ヴ
ィ
ヨ
ン
に
見
い
出
し
、
巧
妙
に
そ
の
輪
郭
を
ふ
ち
ど
り
つ
つ
、
こ

と
く
神
V
に
お
い
て
は
微
妙
な
相
違
を
成
す
太
宰
の
心
底
に
、
近
代
日
本
に
お

間
け
る
神
、
あ
る
い
は
宗
教
的
心
性
を
め
ぐ
る
断
層
は
、
そ
の
ま
ま
大
き
く
口
を

ひ
ろ
げ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

、

註
1
馳
こ
の
他
に
細
川
哲
士
氏
の
「
ヴ
ィ
ヨ
ン
略
年
表
」
 
（
「
世
界
の
詩
-
・

 
 
フ
ラ
ン
ソ
ワ
‘
・
ヴ
ィ
ヨ
ン
」
思
潮
社
昭
5
6
・
1
1
）
を
参
照
さ
ぜ
て
い
弛
、

 
 
“
こ
、
 
こ
。

 
 
ナ
し
孟

註
2
 
た
だ
し
、
百
年
戦
争
後
の
混
乱
期
を
生
き
、
加
え
て
貧
窮
の
身
で
あ

 
 
つ
た
ヴ
ィ
ヨ
ン
を
、
「
終
戦
直
後
の
あ
の
貧
困
、
あ
の
時
代
で
あ
っ
た

 
 
か
ら
」
「
身
に
し
み
て
読
み
と
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
」
「
佐
藤
輝
夫

 
 
氏
『
死
」
の
想
念
と
詩
句
の
重
層
構
造
」
）
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。

へ

，

♂

（ 175；

「
ヴ
ィ
ヨ
ン
の
妻
」
論
 
一
そ
の
倫
理
の
所
在
を
め
ぐ
っ
て


