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0
　
は
じ
め
に

　
尾
崎
翠
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
（
「
火
の
鳥
」
一
九
三
二
年
七
月
）
は
、

「
第
七
官
界
彷
復
」
と
な
ら
ぶ
代
表
作
の
一
つ
で
あ
り
、
二
〇
〇
六
年
の

浜
野
佐
知
監
督
に
よ
る
映
画
化
で
、
近
年
再
び
注
目
を
浴
び
た
作
で
も
あ

る
Q

　
作
家
論
的
に
は
、
次
第
に
精
神
的
な
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
て
い
く
尾
崎
自

身
の
孤
独
な
姿
が
刻
ま
れ
た
暗
い
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
「
ゐ
り
あ
む
・
し
や
あ
ぶ
」
と
「
ふ
い

お
な
・
ま
く
ろ
お
ど
」
の
「
分
心
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
へ
の
注
目
か
ら
、

尾
崎
の
「
両
性
具
有
」
志
向
や
、
肉
体
を
介
在
す
る
恋
愛
の
否
定
を
指
摘

す
る
も
の
、
あ
る
い
は
後
半
に
登
場
す
る
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
と
の
分

身
性
か
ら
、
妊
娠
・
出
産
の
拒
否
を
読
み
と
る
も
の
な
ど
、
特
に
フ
ェ
ミ

ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
興
味
深
い
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
精
神
分

析
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
当
時
の
社
会
・
経
済
的
状
況
と
の
関
連
か
ら
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
－

体
の
ゆ
ら
ぎ
を
指
摘
す
る
も
の
な
ど
、
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
様
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
研
究
に
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
本
テ
ク
ス
ト
の
特
徴
と
は
、

「
分
裂
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
に
集
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
前
述
の
「
し
や

あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」
と
い
う
個
人
の
精
神
内
部
で
の
「
分
裂
」
（
1
1

「
分
心
」
）
を
あ
ら
わ
し
た
特
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
け
で
な
く
、
「
こ
ほ

ろ
ぎ
嬢
」
に
は
、
多
く
の
「
分
裂
」
的
な
要
素
が
指
摘
で
き
る
。
そ
し
て

こ
の
「
分
裂
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
限
ら
ず
尾
崎

翠
と
い
う
作
家
を
考
え
る
と
き
に
も
非
常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
、
論
じ

続
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
分
裂
」

を
尾
崎
の
作
家
と
し
て
の
出
自
で
あ
る
「
少
女
小
説
」
か
ら
の
距
離
に
お

い
て
捉
え
る
こ
と
で
、
改
め
て
そ
の
方
法
的
意
義
を
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
注
2

　
以
前
、
拙
論
に
お
い
て
、
吉
屋
信
子
と
比
較
し
な
が
ら
、
尾
崎
翠
に
も

共
通
す
る
「
少
女
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
持
っ
て
い
た
拘
束
力
を
確

認
し
た
。
「
少
女
小
説
」
に
は
、
装
飾
的
な
文
体
と
象
徴
的
な
モ
チ
ー
フ

に
よ
っ
て
、
感
性
を
土
ハ
有
す
る
少
女
読
者
た
ち
の
土
ハ
同
体
が
あ
り
、
そ
の
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な
か
か
ら
「
少
女
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
学
び
と
ら
れ
て
い
っ

た
。
特
に
、
友
情
で
結
ば
れ
た
少
女
同
士
の
「
別
れ
」
と
い
う
結
末
に
代

表
さ
れ
る
よ
う
な
「
感
傷
性
」
の
強
さ
は
、
彼
女
た
ち
が
「
少
女
」
と
い

う
期
間
を
限
定
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
悲
し
み
で
あ
り
な

が
ら
も
、
現
実
的
な
解
決
か
ら
は
隔
て
ら
れ
ざ
る
を
え
ず
に
、
過
剰
さ
を

増
し
て
い
く
一
方
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
少
女
た
ち
の
自
意
識
は
、
次
第
に

商
品
化
さ
れ
た
少
女
の
イ
メ
ー
ジ
の
獲
得
の
方
に
逸
ら
さ
れ
て
い
き
、
美

し
い
夢
や
理
想
に
慰
撫
さ
れ
て
、
自
ら
の
置
か
れ
て
い
る
「
少
女
」
と
い

う
特
殊
な
抑
圧
状
況
は
見
え
に
く
い
も
の
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。

　
尾
崎
翠
は
、
「
少
女
小
説
」
の
作
家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
、
多
く
の

「
少
女
小
説
」
を
手
が
け
な
が
ら
も
、
大
正
後
期
頃
か
ら
は
そ
こ
か
ら
の

転
換
を
は
か
っ
て
い
た
。
尾
崎
の
作
が
、
ユ
ー
モ
ア
や
ナ
ン
セ
ン
ス
の
傾

向
を
持
っ
て
大
き
く
飛
躍
す
る
背
景
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考
え
ら

れ
る
が
、
こ
れ
を
「
少
女
小
説
」
か
ら
の
脱
却
と
し
て
捉
え
た
と
き
、
そ

こ
で
選
ば
れ
た
「
分
裂
」
と
い
う
方
法
が
、
「
少
女
小
説
」
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
自
体
の
拘
束
と
、
「
少
女
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
も
つ
困

難
の
双
方
に
つ
い
て
、
そ
の
閉
塞
状
況
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
誕
生
し

た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

1
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
と
「
私
た
ち
」

　
こ
の
小
説
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
と
呼
ば
れ
る
女
性
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

て
い
く
。
「
借
部
屋
」
の
二
階
に
住
む
ご
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
、
あ
る
詩
人
に
つ

い
て
の
情
報
を
探
し
て
図
書
館
に
通
っ
て
い
る
。
そ
の
詩
人
と
は
「
ゐ
り

あ
む
・
し
や
あ
ぶ
」
と
い
う
男
性
詩
人
で
あ
る
が
、
彼
の
「
分
心
」
で
あ

る
「
ふ
い
お
な
・
ま
く
ろ
お
ど
」
と
い
う
女
性
詩
人
と
恋
愛
を
し
て
い
る

と
い
う
。
そ
し
て
こ
の
「
し
や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」
の
物
語
と
こ
ほ
ろ

ぎ
嬢
の
物
語
と
が
相
互
往
還
的
に
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
小
説
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
「
私
た
ち
」
と
い
う
独
特
の
語

り
手
で
あ
る
。
こ
の
「
私
た
ち
」
が
何
者
で
あ
る
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

そ
れ
ら
は
実
体
的
な
存
在
で
は
な
く
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
取
り
巻
き
、
彼
女

を
め
ぐ
っ
て
物
語
を
紡
い
で
い
く
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
私
た
ち
」
は

こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
つ
い
て
の
「
全
能
の
語
り
手
」
で
は
な
い
。
「
私
た
ち
」

は
主
に
「
風
の
た
よ
り
」
に
よ
っ
て
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
説
明
す
る
が
、
そ
う

し
た
噂
に
つ
い
て
の
当
否
を
決
定
し
よ
う
と
も
し
な
い
。

　
　
　
こ
の
理
屈
好
き
な
風
の
見
解
は
、
私
た
ち
に
半
分
だ
け
解
つ
た
や

　
　
う
な
感
じ
を
与
へ
た
。
解
ら
な
い
部
分
は
、
私
た
ち
も
、
や
は
り
、

　
　
神
々
の
国
の
、
霧
の
な
か
に
預
け
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
し
て

　
　
私
た
ち
は
、
朧
ろ
げ
な
が
ら
思
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
も
の
が
た

　
　
り
の
女
主
人
は
、
た
ぶ
ん
、
よ
ほ
ど
の
人
間
ぎ
ら
ひ
な
の
で
あ
ら
う
。

　
　
そ
れ
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
、
よ
ほ
ど
心
し
て
彼
女
を
扱
は
な
け
れ
ば

　
　
な
ら
な
い
。
彼
女
の
影
を
見
失
は
な
い
や
う
に
、
私
た
ち
は
静
か
に

　
　
躍
い
て
行
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
「
私
た
ち
」
は
確
定
的
な
何
か
を
求
め
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
で
も
「
私
た
ち
」
に
は
一
定
の
価
値
基
準
が
あ
る
。
例
え
ば
、

「
私
た
ち
」
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
は
努
め
て
同
情
的
で
は
あ
る
が
、
こ
ほ
ろ

ぎ
嬢
の
常
用
す
る
粉
薬
に
つ
い
て
は
や
や
批
判
的
で
あ
る
。

　
　
…
こ
の
噂
を
は
じ
め
て
耳
に
し
た
と
き
、
私
た
ち
は
、
つ
く
づ
く
と
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溜
息
を
一
つ
吐
い
て
、
そ
し
て
眩
い
た
こ
と
で
あ
つ
た
。
こ
の
粉
薬

　
　
は
、
ど
う
考
へ
て
も
悪
魔
の
発
明
し
た
品
に
ち
が
ひ
な
い
。
人
の
世

　
　
に
生
れ
て
人
の
世
を
軽
蔑
し
た
り
煙
た
が
る
と
は
、
何
と
い
ふ
冒
漬
、

　
　
何
と
い
ふ
暦
上
の
沙
汰
で
あ
ら
う
。
彼
等
常
用
者
ど
も
が
い
つ
ま
で

　
　
も
悪
魔
の
発
明
品
を
よ
さ
な
い
な
ら
ば
、
い
ま
に
地
球
の
ま
ん
な
か

　
　
か
ら
大
き
い
鞭
が
生
え
て
、
彼
等
の
心
臓
を
引
つ
ぱ
た
く
に
ち
が
ひ

　
　
な
い
。
何
は
と
も
あ
れ
、
私
た
ち
は
、
せ
め
て
こ
の
も
の
が
た
り
の

　
　
女
主
人
ひ
と
り
だ
け
で
も
、
こ
の
粉
薬
の
溺
愛
か
ら
救
ひ
だ
さ
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
中
略
）

　
　
　
さ
て
私
た
ち
は
、
途
上
の
噂
ぱ
な
し
な
ど
を
意
味
も
な
く
並
べ
て
、

　
　
よ
ほ
ど
時
間
を
取
つ
て
し
ま
っ
た
。
け
れ
ど
人
々
は
そ
れ
等
の
話
に

　
　
よ
つ
て
私
た
ち
の
も
の
が
た
り
の
女
主
人
を
、
一
人
の
背
徳
の
女
と

　
　
決
め
て
し
ま
は
れ
な
く
て
も
好
い
で
あ
ら
う
。
…

　
近
藤
裕
子
は
「
匂
い
と
し
て
の
〈
わ
た
し
＞
1
尾
崎
翠
の
述
語
的
世
界

1
」
に
お
い
て
、
こ
の
「
私
た
ち
」
と
い
う
語
り
手
に
注
目
し
て
い
る
。

　
　
　
冒
頭
、
さ
ま
ざ
ま
な
風
の
便
り
を
聴
き
つ
け
引
用
す
る
「
私
た

　
　
ち
」
は
、
引
用
の
分
だ
け
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
の
印
象
を
拡
散
さ
せ
る
。

　
　
け
れ
ど
も
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
後
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
の
物

　
　
語
が
、
複
数
の
方
向
へ
飛
び
散
っ
て
ゆ
く
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
「
私
た
ち
」
と
い
う
語
り
手
は
、
「
た
ち
」
と
い
う
複
数
性
を
あ
ら
わ

　
　
す
接
尾
語
を
抱
え
て
は
い
る
が
、
囲
い
込
ん
で
い
る
複
数
の
「
私
」

　
　
の
間
に
混
乱
や
葛
藤
は
見
ら
れ
な
い
。
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま
り
の
う

　
　
ち
に
ひ
と
つ
の
物
語
を
紡
ぎ
あ
げ
て
ゆ
く
語
り
の
主
体
（
「
私
た

　
　
ち
」
）
は
、
単
一
の
中
心
を
も
っ
た
複
数
の
主
体
と
い
う
よ
り
、
複

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

　
　
数
の
中
心
を
も
っ
た
ひ
と
つ
の
主
体
と
い
う
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。

　
近
藤
は
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
「
自
己
溶
解
」
を
読
み
取
り
、
そ
の
語

り
の
構
造
を
「
「
私
た
ち
」
に
含
ま
れ
る
複
数
の
語
り
手
（
物
語
を
統
合

す
る
中
心
）
「
私
」
a
～
「
私
」
n
は
、
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
物
語
a

～
物
語
n
を
担
い
な
が
ら
も
、
「
私
た
ち
」
と
い
う
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま

り
を
も
っ
た
メ
タ
レ
ベ
ル
の
語
り
手
に
再
統
合
さ
れ
て
」
い
く
と
捉
え
て

い
る
。
語
り
手
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
と
融
合
し
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
も
ま
た
語
り

手
に
同
一
化
す
る
と
い
う
。

　
し
か
し
こ
の
「
私
た
ち
」
と
い
う
語
り
手
が
「
複
数
の
「
私
」
の
間
に

混
乱
や
葛
藤
」
が
な
く
、
「
ゆ
る
や
か
な
ま
と
ま
り
の
う
ち
に
ひ
と
つ
の

物
語
を
紡
ぎ
あ
げ
て
ゆ
く
」
の
だ
と
す
れ
ば
、
語
り
手
が
「
脱
中
心
化
」

を
担
う
存
在
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。
問
題
は
、
語
り
手

が
差
異
を
持
た
な
い
集
合
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
出
所
も
真
偽
も
不
明
で
、

な
お
か
つ
散
漫
な
「
風
の
た
よ
り
」
や
「
風
説
」
が
舞
い
込
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
こ
こ
で
改
め
て
「
私
た
ち
」
の
性
格
を
確
認
す
れ
ば
、
「
私
た
ち
」
と

は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
「
私
た
ち
の
も
の
が
た
り
の
女
主
人
」
と
呼
び
、
こ

ほ
ろ
ぎ
嬢
を
追
い
か
け
、
も
た
ら
さ
れ
る
い
く
つ
か
の
情
報
を
頼
り
に
そ

の
像
を
形
づ
く
り
、
そ
の
都
度
、
彼
女
に
つ
い
て
の
感
想
を
表
明
し
て
い

く
存
在
で
あ
る
。
「
私
た
ち
」
の
こ
う
し
た
営
み
は
、
語
り
手
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

り
も
、
仮
想
的
な
読
者
の
そ
れ
に
極
め
て
近
い
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
こ

の
「
私
た
ち
」
と
は
ハ
か
つ
て
の
「
少
女
小
説
」
の
読
者
の
よ
う
な
「
共

感
の
共
同
体
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
前
掲
拙
論
で
は
、
「
少
女
小
説
」
の
特
徴
と
し
て
、
そ
こ
に
登
場
す
る
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理
想
的
な
「
少
女
」
モ
デ
ル
に
対
す
る
、
読
者
た
ち
の
共
感
や
憧
れ
、
ひ

い
て
は
同
一
化
の
構
図
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
そ
う
し
た
読

者
た
ち
の
土
ハ
感
の
た
め
の
重
要
な
要
素
と
し
て
「
感
傷
性
」
が
あ
っ
た
。

「
少
女
小
説
」
に
お
い
て
は
、
登
場
す
る
「
少
女
」
た
ち
の
不
遇
な
状
況

が
「
あ
は
れ
」
と
嘆
か
れ
、
読
者
た
ち
は
そ
の
「
悲
し
み
」
へ
の
共
感
に

よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
く
。
こ
の
構
図
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
と
「
私
た
ち
」
の

関
係
に
非
常
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
…
五
月
の
原
つ
ば
は
一
面
の
糠
雨
。
季
節
に
疲
れ
た
桐
の
匂
ひ
。
そ

　
　
し
て
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
色
あ
せ
た
春
の
外
套
は
、
借
部
屋
を
出
て
二
分

　
　
あ
ま
り
、
す
で
に
い
ち
め
ん
湿
つ
ぼ
か
つ
た
。
人
間
の
後
姿
と
い
ふ

　
　
も
の
は
、
時
に
、
見
る
も
の
の
心
を
湿
つ
ぼ
く
す
る
も
の
ら
し
い
。

　
　
い
ま
、
五
月
の
原
つ
ば
の
情
景
に
、
私
た
ち
は
し
ぜ
ん
と
吐
息
を
一

　
　
つ
洩
ら
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
風
姿
は
、
そ
れ

　
　
は
あ
ま
り
春
の
光
景
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
か
つ
た
。
嬢
の
後

　
　
姿
を
包
ん
で
ゐ
る
も
の
は
、
一
枚
の
春
の
外
套
で
あ
る
と
は
い
へ
、

　
　
も
は
や
色
あ
せ
て
、
秋
の
外
套
の
呼
名
に
ふ
さ
は
し
い
色
あ
ひ
で
あ

　
　
つ
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
風
姿
を
い
つ
そ
秋
風
の

　
　
中
に
置
き
た
い
と
思
つ
た
こ
と
で
あ
る
。
…

　
草
臥
れ
た
桐
の
花
の
匂
い
に
取
り
巻
か
れ
た
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
風
姿
」

に
共
振
し
て
、
「
私
た
ち
」
も
ま
た
吐
息
を
洩
ら
す
。
「
私
た
ち
」
は
そ
こ

に
ご
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
淋
し
さ
を
読
み
取
り
、
自
ら
も
淋
し
さ
に
共
感
す
る
。

し
か
し
同
時
に
こ
う
し
て
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
積
極
的
に
「
淋
し
い
」
と
位
置

づ
け
て
い
く
の
は
「
私
た
ち
」
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
自

身
の
声
は
不
在
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
私
た
ち
」
の
結
び
つ
き
の
た
め
に

「
淋
し
さ
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
私
た
ち
」
は
そ
の
代
表

を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
「
私
た
ち
」
と
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢

に
「
淋
し
さ
」
の
物
語
を
読
も
う
と
す
る
存
在
で
あ
り
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は

「
私
た
ち
」
の
物
語
の
中
心
に
迎
え
ら
れ
ん
と
す
る
「
女
主
人
」
な
の
で

あ
る
。

　
し
か
し
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
自
身
は
、
自
ら
を
取

り
巻
く
桐
の
花
の
匂
い
に
対
し
、
「
鼻
息
の
運
動
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
拒

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
私
た
ち
」
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
こ
の

行
為
に
つ
い
て
、
「
私
た
ち
の
知
る
か
ぎ
り
、
桐
の
花
と
い
ふ
も
の
は
昔

か
ら
折
々
情
感
派
な
ど
の
詩
人
の
ペ
ン
に
も
止
つ
た
ほ
ど
の
花
で
、
そ
の

芳
香
を
拒
ん
だ
り
す
る
の
は
、
よ
ほ
ど
罰
あ
た
り
な
態
度
と
思
ふ
」
と
し

つ
つ
、
幸
田
当
八
の
学
説
に
よ
っ
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

　
　
　
1
人
間
が
薬
品
の
副
作
用
と
か
心
の
重
荷
な
ど
に
よ
つ
て
ひ
と

　
　
た
び
脳
神
経
の
秩
序
を
こ
わ
し
て
し
ま
ふ
と
、
彼
は
夏
の
太
陽
の
ご

　
　
と
き
強
烈
な
も
の
か
ら
頻
り
に
逃
避
し
よ
う
と
す
る
。
同
時
に
彼
は

　
　
凋
落
に
花
の
芳
香
の
ご
と
き
繊
弱
な
も
の
を
も
拒
む
や
う
に
な
る
。

　
　
（
中
略
）
ま
た
晩
春
の
桐
の
花
の
下
な
ど
を
通
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
と
き
は
、
彼
は
し
き
り
に
鼻
孔
を
鳴
ら
し
、
性
急
な
鼻
息
を
以
つ

　
　
て
神
経
病
に
罹
つ
て
ゐ
る
桐
の
芳
香
を
体
内
に
入
れ
な
い
や
う
に
す

　
　
る
で
あ
ら
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
神
経
病
者
は
神
経
病
者
を
拒
否

　
　
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
族
者
へ
の
哀
感
を
未
然
に
防
ぐ
た
め

　
　
で
あ
つ
て
、
彼
と
桐
の
花
と
は
、
た
と
ひ
人
物
と
植
物
と
の
差
あ
り

　
　
と
は
い
へ
、
ひ
と
し
く
神
経
病
に
侵
さ
れ
て
ゐ
る
廉
を
も
つ
て
同
族

　
　
者
で
あ
る
云
云
。
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こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
草
臥
れ
、
桐
の
花
の
匂
い
も
草
臥
れ
、
「
私
た
ち
」
も

ま
た
そ
の
「
哀
感
」
を
感
じ
た
と
し
て
も
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
そ
れ
ら
「
同

族
者
」
と
の
共
感
関
係
を
拒
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
し

か
も
桐
の
花
に
象
徴
さ
れ
る
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ス
ム
を
台
無
し
に
す
る
よ

う
な
「
鼻
息
の
運
動
」
と
い
う
滑
稽
な
行
為
に
よ
っ
て
拒
否
す
る
の
で
あ

る
。
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
「
秋
風
」
の
な
か
に
置
こ
う
と
す
る
「
私
た
ち
」
に

対
し
て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
あ
く
ま
で
歩
み
寄
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、

こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
「
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
」
に
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
、
「
分
裂
」
を
抱
え
た
存
在
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
こ
こ
で
語
り
手
に
も
た
ら
さ
れ
る
多
く
の
「
風
説
」
、
特
に
幸

田
当
八
の
は
た
ら
き
に
も
注
目
し
た
い
。
幸
田
当
八
と
は
「
分
裂
心
理
病

院
」
の
一
医
員
で
あ
る
人
物
と
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
学
説
は
ニ
ヵ
所
で
参

照
さ
れ
、
し
か
も
ど
ち
ら
も
あ
る
事
項
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
根
拠
と
し

て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
説
明
は
あ
ま
り
に
非
科
学
的
で
あ

り
、
ま
し
て
や
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
い
る
場
と
、
ゐ
り
あ
む
・
し
や
あ
ぶ
の
い

る
場
の
双
方
で
参
照
さ
れ
る
と
い
う
不
可
解
さ
に
よ
っ
て
、
よ
り
胡
散
臭

い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
当
八
や
さ
ま
ざ
ま
な
「
風
説
」
が
担
っ
て
い
る
重
要
な
機
能
と

は
、
「
共
同
体
」
の
潰
乱
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば

当
八
は
、
「
私
た
ち
」
の
他
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
複
数
形
の
一
人
称
で
登

場
す
る
「
余
等
」
の
た
め
に
も
呼
び
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
余
等
」
と

は
、
ゐ
り
あ
む
・
し
や
あ
ぶ
の
友
人
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
彼
ら
も
ま

た
語
り
手
の
「
私
た
ち
」
と
同
じ
く
、
個
別
性
は
不
明
瞭
な
、
し
か
し
あ

る
一
定
の
解
釈
を
共
有
す
る
集
団
で
あ
る
。
「
余
等
」
は
し
や
あ
ぶ
や
ま

く
ろ
お
ど
の
詩
境
を
「
雲
や
霧
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
評
価
し
な
い
。

さ
ら
に
、
し
や
あ
ぶ
が
ま
く
ろ
お
ど
を
隠
し
て
い
る
と
疑
い
、
幸
田
当
八

の
「
腰
の
太
い
女
が
煙
の
や
う
な
詩
を
書
く
」
と
い
う
学
説
を
根
拠
に
、

ま
く
ろ
お
ど
の
「
肉
体
」
に
期
待
す
る
。
し
か
し
こ
の
当
八
の
学
説
は

「
余
等
」
を
裏
切
り
、
ま
く
ろ
お
ど
は
「
肉
体
の
な
い
女
詩
人
」
で
あ
っ

た
。
当
八
は
、
あ
る
情
報
に
つ
い
て
の
判
断
基
準
、
「
正
し
さ
」
の
根
拠

を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
登
場
し
つ
つ
も
、
ひ
ど
く
い
か
が
わ
し
い
存
在

と
し
て
あ
り
、
そ
の
情
報
を
補
強
し
つ
つ
も
同
時
に
そ
れ
を
無
効
に
し
て

し
ま
う
よ
う
な
…
機
能
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幸
田
当
八
の
奇
妙
な
学
説
を
、
語
り
手
た
ち
は
た
や
す
く
信
用
し
、
参

照
す
る
。
し
か
し
一
方
で
「
私
た
ち
」
は
非
常
に
俗
物
的
な
存
在
と
し
て

語
ら
れ
る
「
余
等
」
と
同
じ
く
幸
田
当
八
を
根
拠
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で

矛
盾
を
生
じ
さ
せ
も
す
る
。
し
や
あ
ぶ
の
擁
護
の
た
め
に
、
「
「
ど
つ
ぺ
る

げ
ん
げ
る
」
な
ど
難
か
し
い
呼
名
の
も
と
に
し
や
あ
ぶ
の
魂
を
あ
ば
く
心

理
医
者
」
は
「
え
ろ
す
と
み
ゆ
う
ず
の
神
の
領
土
に
、
ま
い
な
す
の
み
を

加
へ
る
者
ど
も
」
で
あ
る
と
位
置
づ
け
、
分
裂
心
理
学
者
で
あ
る
幸
田
当

八
を
批
判
し
も
す
る
。
さ
ら
に
「
私
た
ち
」
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
恋
を
擁
護

し
つ
つ
も
、
「
心
理
医
者
」
と
並
べ
て
「
「
東
洋
の
屋
根
裏
部
屋
に
済
む
一

人
の
停
い
女
詩
人
」
も
ま
た
「
冒
漬
人
種
」
と
位
置
づ
け
た
り
す
る
の
で

あ
る
。

　
雑
多
な
「
風
の
た
よ
り
」
に
よ
っ
て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
物
語
を
「
汚

し
」
て
し
ま
う
こ
と
で
、
「
共
感
の
共
同
体
」
た
る
「
私
た
ち
」
が
共
有

す
る
価
値
観
は
ゆ
ら
ぎ
、
「
私
た
ち
」
の
語
り
は
混
乱
し
て
い
く
。
「
私
た

ち
」
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
肯
定
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
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を
批
判
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
土
ハ
同
体
」
の
価
値
観
が
撹

乱
さ
れ
る
こ
と
は
、
彼
ら
の
結
び
つ
き
自
体
を
危
う
く
さ
せ
て
し
ま
う
よ

う
な
効
果
す
ら
も
つ
だ
ろ
う
。

「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
意
識
的
に
い
く
つ
か
の
「
共
同
体
」

の
存
在
が
あ
ら
わ
さ
れ
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
の
求
心
性
を
裏
切
る
要
素
が

混
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
一
方
で
、
こ
の
「
ま
と
ま
り
」
に
回
収
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
内
的
に
抱
え
て
い
る
矛
盾
や
葛
藤
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の

が
「
分
心
（
分
身
）
」
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

2
　
分
心
、
分
身

　
尾
崎
翠
が
ど
の
よ
う
に
し
て
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ャ
ー
プ
を
発
見
し
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

に
つ
い
て
は
、
森
澤
夕
子
が
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
森
澤
は
、
尾
崎
の

「
松
林
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
一
九
二
〇
年
一
二
月
号
の
「
新
潮
」
の
、

木
村
毅
「
個
人
内
に
於
け
る
両
性
の
争
闘
」
に
お
い
て
、
尾
崎
は
シ
ャ
ー

プ
の
存
在
を
知
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
で
木
村
は

コ
男
子
の
胸
の
中
に
女
性
の
心
と
男
性
の
心
と
が
相
封
立
し
て
孚
闘
し

た
例
で
、
殊
に
そ
れ
が
イ
ギ
リ
ス
の
文
壇
で
も
著
名
な
文
學
者
に
起
こ
つ

た
事
で
あ
り
、
最
近
心
理
學
的
に
も
、
文
學
的
に
も
珍
奇
な
研
究
題
目
と

し
て
、
討
議
さ
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
丈
け
に
、
吾
々
の
興
味
を
惹
く
事

も
随
つ
て
多
い
と
思
ふ
」
と
し
て
紹
介
を
始
め
て
い
る
。

　
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
中
に
も
あ
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ャ
ー
プ
と

は
批
評
や
詩
を
手
が
け
た
作
家
で
あ
り
、
一
九
世
紀
末
に
活
動
し
た
イ
ギ

リ
ス
在
住
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
で
あ
っ
た
。
フ
ィ
オ
ナ
・
マ
ク
ロ
ー
ド

と
は
、
そ
の
彼
が
死
の
十
年
前
ほ
ど
前
の
間
に
使
用
し
た
女
性
名
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
で
あ
り
、
そ
の
名
で
発
表
さ
れ
る
小
説
や
詩
は
、
ケ
ル
ト
文
化
を

モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
し
て
実
際
に
、
彼
の
死
ま
で
ウ
ィ
リ

ア
ム
・
シ
ャ
ー
プ
と
フ
ィ
オ
ナ
・
マ
ク
ロ
ー
ド
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
木
村
に
よ
る
紹
介
記
事
に
お
い
て
は
、
当
時

の
研
究
を
参
照
し
て
、
以
下
の
よ
う
に
い
く
つ
か
の
推
察
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
　
（
一
）
ウ
ィ
リ
ヤ
ム
・
シ
ャ
ー
プ
と
フ
ァ
イ
オ
ナ
・
マ
ク
ロ
ー
ド
と

　
　
　
は
二
重
人
格
で
あ
つ
た
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
イ
ン
カ
ネ
　
ト

　
　
（
二
）
マ
ク
ロ
ー
ド
は
シ
ャ
ー
プ
に
再
化
現
し
た
る
過
去
の
婦
人
の

　
　
　
自
我
で
あ
つ
た
か
。

　
　
（
三
）
シ
ャ
ー
プ
は
、
人
間
界
以
外
に
存
在
す
る
幻
影
的
婦
人
に
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

　
　
　
折
襲
は
れ
た
り
、
取
り
葱
か
れ
た
り
居
た
の
で
あ
る
か
。

　
木
村
は
こ
こ
で
「
文
明
の
犠
牲
と
な
つ
て
生
ま
れ
た
碕
形
的
天
才
の
、

痛
ま
し
い
魂
の
坤
き
に
或
る
同
情
を
寄
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
述
べ
、
両

者
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
手
紙
に
つ
い
て
も
あ
く
ま
で
「
分
裂
し
、
対
立
し
、

事
闘
し
、
征
服
し
合
ふ
内
部
の
苦
闘
を
鎮
撫
し
、
調
停
し
よ
う
と
す
る
努

力
」
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
お
い
て
は
、
こ
れ
が
恋
愛
と
さ
れ
て
い
る

の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
艶
書
が
、
「
私
た
ち

の
国
の
な
ら
い
に
し
た
が
え
ば
」
と
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
男
性
同
士

の
贈
答
歌
に
よ
っ
て
置
き
換
え
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
恋
愛
関

係
が
男
性
の
自
己
愛
の
変
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
の
よ
う
に

も
思
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
独
特
の
「
分
心
」
と
い
う
捉
え
方
は
ど
の
よ
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う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
当
時
、
日
本
に
お
い
て
「
分
身
」
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
小
説
は
多
く
描

か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
西
欧
の
ロ
マ
ン
主
義
文
学
や
、
映
画
、
精
神

分
析
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
尾
崎
の
エ
ッ
セ
イ
に
も
、
「
分
身
」

を
描
い
て
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
「
プ
ラ
ー
グ
の
大
学
生
」
へ
の
言
及
が

あ
り
、
こ
う
し
た
時
代
の
雰
囲
気
が
尾
崎
の
創
作
に
影
響
を
与
え
た
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
鈴
木
貞
美
は
一
九
二
〇
年
代
頃
か
ら
の
「
分
身
小
説
」
の
流
行
に
つ
い

て
、
オ
ッ
ト
i
・
ラ
ン
ク
の
「
死
の
回
避
の
た
め
の
不
死
の
分
身
形
成
」

と
い
う
説
や
、
ク
レ
マ
ン
・
ロ
セ
の
「
自
己
の
存
在
証
明
と
し
て
の
分

身
」
と
い
う
説
を
参
照
し
つ
つ
、
し
か
し
ど
ち
ら
も
日
本
の
「
分
身
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

説
」
を
よ
く
説
明
し
得
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
。

　
ラ
ン
ク
も
ロ
セ
も
、
「
自
己
」
と
い
う
も
の
に
ま
つ
わ
る
危
機
の
意
識

か
ら
「
分
身
」
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る
点
で
は
共
通
し
て
お
り
、
そ
れ

は
日
本
に
お
い
て
も
あ
る
程
度
あ
て
は
ま
る
。
機
械
文
明
や
都
市
大
衆
社

会
の
進
展
は
、
人
間
の
精
神
に
不
安
を
も
た
ら
し
、
そ
こ
か
ら
「
分
身
」

の
テ
ー
マ
が
流
行
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
が
、
日
本
に
お
い
て
は

「
分
身
」
を
享
楽
の
対
象
と
す
る
谷
崎
の
例
や
、
「
分
身
」
を
現
実
や
日
常

か
ら
の
解
放
と
し
て
、
規
制
の
意
味
シ
ス
テ
ム
か
ら
の
離
脱
と
し
た
梶
井

の
例
な
ど
、
恐
怖
や
不
安
の
対
象
で
な
く
、
克
服
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
な

い
「
分
身
」
の
捉
え
方
が
あ
っ
た
と
鈴
木
は
指
摘
し
て
い
る
。

　
尾
崎
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
も
い
わ
ゆ
る
西
洋
的
な
「
分
身
小
説
」
の
特

徴
に
は
、
単
純
に
一
致
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
一
つ
の
精
神
的

危
機
や
神
経
衰
弱
を
見
出
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
し
や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」
の
関
係
は
、
自
己
を
脅
か
す
「
分
身
」
と

の
対
峙
で
は
な
い
。
ま
く
ろ
お
ど
は
「
詩
人
し
や
あ
ぶ
の
分
心
に
よ
つ
て

作
ら
れ
た
女
詩
人
」
で
あ
り
、
「
分
心
」
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
し
や
あ
ぶ
の

男
性
と
い
う
身
体
的
条
件
を
無
視
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
「
分
心
」
は
「
ゐ
り
あ
む
・
し
や
あ
ぶ
の
心
が
男
の
と
き
は
し
や
あ
ぶ

の
ペ
ン
を
取
つ
て
よ
き
人
ま
く
ろ
お
ど
へ
の
艶
書
を
か
き
、
詩
人
の
心
が

一
人
の
女
と
な
つ
た
と
き
、
ま
く
ろ
お
ど
の
ペ
ン
を
取
つ
て
よ
き
人
し
や

あ
ぶ
へ
艶
書
し
た
」
と
い
う
非
常
に
理
想
化
さ
れ
た
関
係
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
状
態
に
恋
を
す
る
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
分
心
」
の
発
想
は
ど
の
よ
う
に
生
み
だ
さ
れ
た
の
か
。

尾
崎
は
「
「
第
七
官
界
彷
裡
」
の
構
図
そ
の
他
」
（
「
新
興
芸
術
研
究
」
一

九
三
一
年
六
月
号
）
に
お
い
て
、
自
身
の
精
神
分
析
的
関
心
は
、
フ
ロ
イ

ト
に
発
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
尾
崎
は
自
身
の
理
解
は
不
完
全
で
あ

る
と
留
保
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
フ
ロ
イ
ト
の
分
身
論
を
参
照
し
て
考

察
し
て
み
た
い
。

　
フ
ロ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、

は
じ
め
「
自
我
の
没
落
に
掛
け
ら
れ
た
保
険
」
と
し
て
あ
り
、
自
我
の
発

展
段
階
に
お
い
て
、
こ
の
「
原
初
的
な
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
」
の
段
階
が
克
服

さ
れ
、
し
か
し
ま
た
今
度
は
、
発
展
段
階
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
自
我
の

自
己
批
判
の
機
能
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
も
の
が
そ
の
表
象
に
割
り
ふ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
と
説
明
し
て
い
る
。
「
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
」
が
、
「
不

気
味
な
も
の
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
克
服
さ
れ
た
心
の

原
始
時
代
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
ー
も
っ
と
も
、
当
時
は
よ
り
友

好
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
だ
が
ー
と
い
う
事
実
に
由
来
」
す
る
か
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ら
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
不
気
味
な
も
の
」
の
ド
イ
ッ
語
が
、
そ
の
起
源

に
は
実
は
「
馴
染
み
の
も
の
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
こ
と
に
フ
ロ
イ
ト
は
注

目
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
「
不
気
味
な
も
の
」
と
は
「
実
際
、
何
ら
新

し
い
も
の
で
も
疎
遠
な
も
の
で
も
な
く
、
心
の
生
活
に
は
古
く
か
ら
馴
染

み
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
抑
圧
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
し
て
心
の
生
活
か
ら

疎
外
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
自
我
－
批
判
に
と
っ
て
嫌
悪
す
べ
き
そ
う
し
た

　
　
内
容
だ
け
が
、
ド
ッ
ペ
ル
ゲ
ン
ガ
ー
に
併
合
さ
れ
う
る
わ
け
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ア
ン
タ
ジ
　

　
　
い
。
結
局
実
現
さ
れ
ず
に
終
わ
り
は
し
た
が
空
想
が
依
然
と
し
て

　
　
固
執
し
た
が
っ
て
い
る
運
命
形
成
の
可
能
性
、
ま
た
、
外
的
な
不
都

　
　
合
の
せ
い
で
貫
徹
さ
れ
な
か
っ
た
自
我
ー
追
求
、
そ
し
て
、
自
由
意

　
　
志
と
い
う
錯
覚
を
結
果
的
に
生
み
出
す
抑
え
込
ま
れ
た
意
志
決
定
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

　
　
そ
れ
ら
も
同
様
に
す
べ
て
、
併
合
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
「
分
身
」
と
は
、
現
実
の
い
つ
く
つ
か
の
要
因
に
よ
っ
て
抑
圧

さ
れ
た
自
己
の
欲
望
や
可
能
性
が
像
と
し
て
現
前
し
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
の
で
あ
る
。

　
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
で
は
、
「
し
や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」
の
分
裂
状
態
は
、

異
な
る
性
質
の
「
争
闘
」
、
克
服
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
「
恋
愛
」
と
し

て
転
換
さ
れ
、
「
分
心
」
に
理
想
的
な
自
己
の
像
が
見
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
現
実
に
規
定
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
自
己
以
外
の
自
己
を
生
き
る

可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
分
身
」
と
「
争
闘
」
し
、
こ
れ
を
克
服

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
統
一
さ
れ
て
い
る
べ
き
「
自
己
」
が
分
裂

し
て
い
る
こ
と
は
病
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
く
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
そ
の
状
態
は
む
し
ろ
肯
定
的
に
捉
え
ら
れ
、
「
分
心
」
に
今
の
自

分
と
は
別
の
も
の
に
変
わ
り
う
る
期
待
が
託
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
、
こ
こ
で
し
て
い
る
「
恋
」
と
い
う
も
の
は
、
こ
の

「
し
や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」
と
い
う
「
分
心
」
の
状
態
へ
の
憧
れ
で
あ

り
、
彼
／
彼
女
の
よ
う
に
な
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に

は
、
「
分
裂
」
し
た
も
の
に
「
同
一
化
」
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
奇
妙
な

構
図
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
は
「
し
や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ

お
ど
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
は
図
書
館
に

通
い
、
何
冊
も
の
文
学
史
を
繕
く
が
、
「
ゐ
り
あ
む
・
し
や
あ
ぶ
氏
は
、

図
書
館
の
建
物
の
中
で
、
何
と
影
の
薄
い
詩
人
」
で
あ
り
、
「
文
学
史
の

図
体
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
そ
の
作
者
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
探
し

求
め
て
い
る
詩
人
に
、
指
一
本
染
め
て
ゐ
な
か
つ
た
」
の
で
あ
る
。
「
し

や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」
の
存
在
は
「
健
康
で
な
い
文
学
、
神
経
病
に
罹

つ
て
ゐ
る
文
学
」
と
し
て
病
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
「
文
学
史
」
か
ら
は
除

外
さ
れ
て
い
る
。
「
分
裂
」
の
希
望
は
許
さ
れ
な
い
も
の
と
し
て
、
こ
ほ

ろ
ぎ
嬢
の
前
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、

統
一
さ
れ
た
理
想
像
へ
の
安
易
な
同
一
化
の
否
定
と
し
て
も
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
前
掲
拙
論
に
示
し
た
ご
と
く
、
「
少
女
小
説
」
に
お
い
て
は
多
く
の
理

想
的
な
「
少
女
」
の
モ
デ
ル
が
示
さ
れ
、
読
者
た
ち
は
そ
の
「
少
女
」
に

共
感
し
、
自
ら
も
そ
う
あ
る
べ
く
そ
の
「
少
女
」
像
に
同
一
化
し
て
い
く

こ
と
で
、
「
少
女
」
と
し
て
「
主
体
化
」
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
少
女

た
ち
の
差
異
は
、
服
装
や
髪
型
な
ど
の
表
層
的
な
デ
ィ
テ
ィ
ー
ル
と
し
て

し
か
発
現
せ
ず
、
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
は
ず

の
少
女
た
ち
を
、
曖
昧
か
つ
感
性
的
に
統
合
し
て
い
く
。
そ
う
し
て
つ
く
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ら
れ
た
「
少
女
」
と
い
う
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
は
、
父
権
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
な
か
に
う
ま
く
回
収
さ
れ
、
一
方
で
は
美
し
い
「
商
品
」
の
イ
メ
ー

ジ
に
す
り
替
え
ら
れ
、
「
商
品
」
の
慰
撫
は
「
少
女
」
た
ち
の
特
殊
な
抑

圧
状
況
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
る
。

　
尾
崎
は
こ
う
し
た
「
少
女
小
説
」
的
限
界
に
対
し
て
、
「
ア
ツ
プ
ル
パ

イ
の
午
後
」
（
「
女
人
芸
術
」
一
九
二
九
年
八
月
）
な
ど
に
お
い
て
、
ま
ず

は
「
現
実
」
と
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
ズ
レ
を
示
し
て
い
く
方
法
を
試
み
、
ま

た
一
方
で
は
「
感
傷
」
へ
と
感
情
を
統
一
し
て
い
く
こ
と
に
奉
仕
す
る

「
も
の
」
の
象
徴
機
能
を
撹
乱
す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
。

　
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
お
い
て
示
さ
れ
る
「
し
や
あ
ぶ
／
ま
く
ろ
お
ど
」

は
ま
ず
「
分
心
」
と
し
て
、
主
体
の
分
裂
の
状
態
を
あ
ら
わ
し
、
さ
ら
に
、

こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
と
っ
て
は
目
指
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
理
想
的
モ
デ
ル
で
あ
り

な
が
ら
も
、
同
一
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
「
し
や
あ
ぶ

／
ま
く
ろ
お
ど
」
と
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
と
を
分
裂
さ
せ
た
ま
ま
に
お
く
の
で
あ

る
。
こ
の
と
き
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
詩
人
を
追
い
か
け
よ
う
と
す
る
読
者
と

し
て
あ
る
が
、
そ
の
期
待
は
達
成
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を
追

い
か
け
よ
う
と
す
る
「
私
た
ち
」
と
の
同
一
化
も
拒
ま
れ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
は
ま
ず
理
想
像
を
既
に
分
裂
し
た
も
の
と
し
て
提
示

し
、
さ
ら
に
そ
の
憧
れ
の
対
象
へ
の
同
一
化
の
欲
望
と
同
時
に
、
そ
の
失

敗
を
記
し
て
、
す
べ
て
が
分
裂
し
た
状
態
を
保
ち
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
も
そ
の
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
徒
労
は
、
し
や
あ
ぶ
の
物
語
の
な
か
で
あ

ら
か
じ
め
「
心
理
医
者
」
に
並
ぶ
「
冒
漬
人
種
」
と
し
て
予
言
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
結
果
「
哀
愁
」
を
感
じ
る
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
姿
は
、
「
感
傷
」
を

呼
び
起
こ
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
滑
稽
な
も
の
と
し
て
相
対
化
さ
れ

て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

3

も
う
ひ
と
つ
の
「
分
身
」

　
文
学
史
に
失
望
し
た
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
図
書
館
地
下
の
食
堂
へ
降
り
て
い

く
。
こ
の
食
堂
で
の
出
来
事
も
ま
た
「
分
裂
」
の
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
こ
こ
で
理
想
的
な
自
己
像
で
は
な
く
、
別
の
「
分

身
」
、
否
定
的
な
自
己
像
の
方
に
遭
遇
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
食
堂
で
ね
じ
パ
ン
半
本
を
喰
べ
る
あ
ひ
だ
、
私
た
ち
は
、
こ
ほ
ろ

　
　
ぎ
嬢
の
心
の
色
あ
い
ひ
つ
い
て
言
ふ
べ
き
事
も
な
か
つ
た
。
嬢
は
た

　
　
だ
パ
ン
に
没
頭
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
先
刻
以
来
文
学
史
の

　
　
序
文
に
よ
つ
て
ひ
ど
く
打
ち
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
事
実
を
も
忘
れ
て
ゐ

　
　
る
様
子
で
あ
つ
た
。

　
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
無
心
に
パ
ン
を
食
べ
て
い
る
。
彼
女
は
「
肉
体
」
を
持

つ
者
の
営
み
に
没
頭
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
こ
ほ
ろ

ぎ
嬢
が
探
し
求
め
て
い
た
ま
く
ら
う
ど
に
つ
い
て
「
余
等
」
が
言
っ
た
、

「
眼
に
は
泪
を
流
し
な
が
ら
、
口
に
は
す
で
に
新
し
い
皿
の
ご
飯
を
食
べ

て
い
る
奴
さ
！
」
と
い
う
台
詞
を
無
意
識
に
実
行
す
る
か
の
よ
う
な
こ
の

行
為
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
落
胆
を
滑
稽
に
相
対
化
し
つ
つ
も
、
同
時
に
ご

ほ
ろ
ぎ
嬢
の
生
き
る
現
実
を
残
酷
に
示
し
て
も
い
る
。

　
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
「
霞
を
吸
っ
て
人
の
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
方
法
」
を
求
め

て
お
り
、
ふ
い
お
な
・
ま
く
ら
う
ど
が
「
肉
体
」
を
備
え
な
い
「
分
心
」

で
あ
る
こ
と
が
そ
の
憧
憬
の
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
自
己

を
現
実
に
規
定
し
て
し
ま
う
「
肉
体
」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
希
求
し
な
が

ら
、
し
か
し
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
「
肉
体
」
に
規
定
さ
れ
た
現
実
に
や
は
り
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生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
前
に
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
が
現
れ
る
。
正

確
に
は
、
そ
の
人
物
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
瞬
間
的
に
「
疑
ふ
と
こ
ろ
も
な
く
、

先
方
を
産
婆
学
の
暗
記
者
と
信
じ
て
し
ま
つ
た
」
人
物
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、

実
際
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
確
か
で
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ

れ
ば
な
お
さ
ら
こ
の
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
と
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
無
意

識
が
反
映
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
末
國
善
己
は
こ
の

「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
も
ま
た
「
分
身
」
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
し
か
も
、
「
産
婆
学
の
受
験
者
」
は
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
よ
っ
て

　
　
「
未
亡
人
」
と
さ
れ
る
。
夫
を
失
っ
て
一
人
で
生
き
な
く
て
は
な
ら

　
　
な
い
女
性
と
、
「
こ
の
世
の
中
で
知
己
に
乏
し
く
」
「
い
ろ
ん
な
意
味

　
　
で
傷
い
生
き
も
の
」
と
さ
れ
、
女
性
一
人
で
生
き
て
い
る
可
能
性
が

　
　
高
い
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
と
は
、
ど
こ
か
似
か
よ
っ
た
境
遇
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
図
式
を
考
え
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
「
産
婆
学
の
受
験
者
」

　
　
は
、
パ
ン
の
世
界
を
生
き
る
も
う
一
人
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
と
い
え

　
　
る
の
で
は
な
い
か
。
産
婆
に
は
、
パ
ン
の
不
安
が
な
い
反
面
、
パ
ン

　
　
を
手
に
入
れ
る
た
め
自
分
の
世
界
に
閉
じ
こ
も
っ
て
ば
か
り
は
い
ら

　
　
れ
な
い
。
自
己
の
世
界
を
守
ろ
う
と
す
る
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
と
っ

　
　
て
、
「
産
婆
学
の
受
験
者
」
は
、
憧
憬
の
対
象
で
あ
る
と
同
時
に
、

　
　
敬
遠
す
べ
き
相
手
で
も
あ
る
と
い
う
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
存
在
と
し

　
　
て
目
に
映
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
。
パ
ン
と
自
己
の

　
　
世
界
に
引
き
割
か
れ
た
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
と
っ
て
「
産
婆
学
の
受

　
　
験
者
」
は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
の
一
方
の
希
望
を
鏡
像
と
し
て
映
し
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

　
　
す
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
は
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
は
反
応
を
見
せ
な
い
が
、
こ

ほ
ろ
ぎ
嬢
は
こ
の
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
に
「
声
は
出
さ
な
い
会
話
」
で

話
し
か
け
る
。
そ
こ
で
は
じ
め
て
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
自
身
の
言
葉
が
大
量
に
本

文
に
登
場
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
語
り
か
け
に
は
奇
妙
な
特
徴
が
あ
る
。

「
で
も
」
の
多
用
で
あ
る
。

　
　
…
「
御
勉
強
な
さ
い
未
亡
人
（
こ
の
黒
つ
ぽ
い
痩
せ
た
対
手
に
向
つ

　
　
て
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
こ
の
他
の
呼
び
方
を
知
ら
な
か
つ
た
）
こ
の
秋
ご

　
　
ろ
に
は
、
あ
な
た
は
も
う
一
人
の
産
婆
さ
ん
に
な
つ
て
い
ら
つ
し
や

　
　
い
ま
す
や
う
に
。
そ
し
て
暁
け
が
た
の
こ
ほ
ろ
ぎ
を
踏
ん
で
、
あ
な

　
　
た
の
開
業
は
毎
朝
繁
盛
し
ま
す
や
う
に
。
こ
ほ
ろ
ぎ
の
こ
と
な
ん
か

　
　
発
音
し
た
ら
、
あ
な
た
は
た
ぶ
ん
畷
は
れ
る
で
せ
う
。
で
も
、
私
は
、

　
　
小
さ
い
声
で
あ
な
た
に
告
白
し
た
い
ん
で
す
。
私
は
、
ね
ん
じ
ゆ
う
、

　
　
こ
ほ
ろ
ぎ
な
ん
か
の
こ
と
が
気
に
か
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
故
、
私
は
、

　
　
年
中
何
の
役
に
も
た
た
な
い
事
ば
か
し
考
へ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
で

　
　
も
、
こ
ん
な
考
へ
に
だ
つ
て
、
や
は
り
、
パ
ン
は
要
る
ん
で
す
。
そ

　
　
れ
故
、
私
は
、
年
中
電
報
で
阿
母
を
驚
か
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
　
手
紙
や
端
書
は
面
映
ゆ
く
て
面
倒
臭
い
ん
で
す
。
阿
母
は
田
舎
に
住

　
　
ん
で
ゐ
ま
す
。
未
亡
人
、
あ
な
た
に
も
お
母
さ
ん
が
お
あ
り
に
な
り

　
　
ま
す
か
。
あ
あ
、
百
年
も
生
き
て
下
さ
い
ま
す
や
う
に
。
で
も
、
未

　
　
亡
人
、
母
親
つ
て
、
い
つ
の
世
に
も
、
あ
ま
り
好
い
役
割
で
は
な
い

　
　
や
う
で
す
わ
ね
。
娘
が
頭
の
病
気
を
す
れ
ば
、
阿
母
は
何
倍
も
心
の

　
　
病
気
に
愚
か
れ
て
し
ま
ふ
ん
で
す
。
お
お
、
ふ
い
お
な
・
ま
く
ろ
お

　
　
ど
！
　
あ
な
た
は
、
女
詩
人
と
し
て
生
き
て
ゐ
ら
し
た
間
に
、
科
学

　
　
者
に
向
つ
て
、
一
つ
の
注
文
を
出
し
た
い
と
思
つ
た
こ
と
は
あ
り
ま
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尾崎翠「こほろぎ嬢」論

　
　
せ
ん
か
ー
霞
を
吸
つ
て
人
の
い
の
ち
を
つ
な
ぐ
方
法
。
私
は
年
中

　
　
そ
れ
を
願
つ
て
ゐ
ま
す
。
で
も
、
あ
ま
り
度
々
パ
ン
！
　
パ
ン
！

　
　
パ
ン
！
　
て
騒
ぎ
た
か
な
い
ん
で
す
」

　
こ
の
「
で
も
」
の
連
鎖
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
抱
え
る
問
題
を
次
々
に
露

呈
さ
せ
て
い
く
。
ま
ず
は
「
産
婆
」
と
い
う
実
用
の
学
に
対
し
て
、
自
分

は
「
役
に
立
た
な
い
こ
と
」
が
気
に
か
か
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
金
銭
、

母
親
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
。
あ
る
い
は
生
殖
、
食
べ
る
こ
と
。
「
肉
体
」

の
営
み
ま
で
。
し
か
も
そ
の
「
肉
体
」
は
あ
く
ま
で
女
性
と
い
う
条
件
に

拘
束
さ
れ
て
あ
る
。
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
を
否
定
せ
ず
に
、
し
か
し
あ

ま
り
も
そ
れ
と
対
照
的
な
自
己
を
も
弁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
ほ
ろ

ぎ
嬢
の
狼
狽
が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
人
物
が
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
と
っ
て

「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
、
そ
れ
が
こ
ほ
ろ
ぎ

嬢
が
抑
圧
す
る
要
素
の
集
合
と
し
て
導
き
だ
さ
れ
た
結
果
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
と
き
、
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
と
は
、
自
己
の
な
か
に
あ
る
理
想
的

自
己
像
と
し
て
で
は
な
く
、
抑
圧
し
た
自
己
の
「
分
身
」
と
し
て
こ
ほ
ろ

ぎ
嬢
に
回
帰
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
フ
ロ
イ
ト
の
い
う

「
抑
圧
さ
れ
た
も
の
の
回
帰
」
で
あ
り
、
「
不
気
味
な
も
の
」
と
し
て
の

「
分
身
」
に
相
違
な
い
。

　
そ
し
て
そ
れ
は
「
で
も
」
と
い
う
否
定
に
導
か
れ
な
が
ら
示
さ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
直
接
に
ご
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
意
識
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
こ

こ
で
留
意
す
べ
き
は
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
こ
の
否
定
的
自
己
像
と
も
や
は
り

同
一
化
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」

と
し
て
の
可
能
性
に
対
し
て
も
、
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
「
で
も
」
と
抵
抗
し
続

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
異
国
」
の
「
詩
人
」
の
物
語
に
代
わ
っ
て
登
場
す
る
「
未
亡

人
」
や
「
産
婆
」
と
い
っ
た
存
在
は
、
「
結
婚
」
や
「
出
産
」
と
い
う
よ

う
な
「
少
女
小
説
」
の
世
界
が
排
除
し
て
い
た
要
素
を
浮
上
さ
せ
る
も
の

で
も
あ
る
。
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
が
「
パ
ン
」
に
没
頭
す
る
頃
に
は
「
私
た
ち
」

は
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
の
心
の
色
合
ひ
に
つ
い
て
言
ふ
べ
き
事
も
な
か
つ
た
」

と
語
り
、
「
私
た
ち
」
は
「
産
婆
学
の
暗
記
者
」
の
登
場
と
と
も
に
、
急

速
に
語
り
か
ら
退
い
て
い
く
。
こ
の
と
き
「
私
た
ち
」
は
も
う
こ
ほ
ろ
ぎ

嬢
を
追
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
私
た
ち
」
と
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
と
の
共
感
関

係
は
破
綻
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

4
　
お
わ
り
に

　
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
は
、
理
想
的
自
己
に
も
到
達
せ
ず
、
否
定
的
自
己
に
も
抗

い
な
が
ら
、
「
分
裂
」
し
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
。
ま
た
一
方
で
、
こ
ほ

ろ
ぎ
嬢
の
「
哀
感
」
に
共
鳴
し
よ
う
と
す
る
「
私
た
ち
」
に
同
一
化
さ
れ

る
こ
と
も
拒
ん
で
い
る
。
「
分
裂
」
し
た
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
こ
と
で
、

草
臥
れ
る
し
か
な
い
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
に
は
、
尾
崎
の
他
の
作
品
と
比
べ
る
と
、

「
分
裂
」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
ユ
ー
モ
ア
よ
り
も
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
さ

の
方
が
強
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
生
じ
る

「
哀
感
」
が
常
に
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
テ
ク
ス
ト
は
感
傷
性
へ
の
埋

没
を
回
避
し
て
い
る
。

　
ま
た
「
少
女
小
説
」
の
拘
束
か
ら
の
距
離
に
お
い
て
、
こ
の
テ
ク
ス
ト

を
読
み
返
す
と
き
、
「
分
裂
」
と
は
、
た
だ
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
病
と
し
て
あ

る
の
で
は
な
い
。
理
想
的
な
「
少
女
」
像
に
共
感
す
る
こ
と
で
「
少
女
」

と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
っ
た
か
つ
て
の
「
少
女
小
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説
」
的
構
図
に
対
し
て
、
強
い
同
一
化
の
欲
望
を
自
覚
し
つ
つ
も
「
分

裂
」
し
た
ま
ま
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
は
、
統
一
的
な
自
己
の
獲
得
に
よ
る

安
定
と
は
誤
認
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
、
批
評
的
な
視
座
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
分
裂
」
の
方
法
に
よ
っ
て
、
尾
崎
は
「
少
女
小
説
」
的
な

感
傷
性
の
閉
塞
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
一
方
に
は
、
別
の
か
た
ち
で
「
少
女
」
た
ち
の
悲
し
み
は

乗
り
越
え
ら
れ
よ
う
と
も
し
て
い
た
。
吉
屋
が
「
少
女
小
説
」
の
な
か
で

提
示
し
て
い
っ
た
よ
う
な
「
主
体
的
」
に
社
会
に
抵
抗
す
る
「
強
い
」
少

女
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
理
想
像
が
変
わ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
に
呼
応
し
、
そ
れ
に
同
一
化
す

る
か
た
ち
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
獲
得
の
仕
方
で
は
、
「
少
女
」
た

ち
に
課
せ
ら
れ
た
抑
圧
を
解
除
す
る
こ
と
は
や
は
り
難
し
い
だ
ろ
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
容
易
に
大
き
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
接
続
し
か
ね
な
い
危
う
さ

を
持
っ
て
い
る
。
近
づ
く
戦
時
下
に
お
い
て
、
女
性
た
ち
の
「
主
体
的
」

な
働
き
が
、
女
性
の
社
会
進
出
を
実
現
す
る
と
同
時
に
「
翼
賛
」
の
大
き

な
力
と
な
っ
て
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
推
進
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

皮
肉
は
既
に
多
く
検
証
さ
れ
て
い
る
。

　
そ
う
し
た
と
き
、
こ
の
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
の
よ
う
な
「
分
裂
」
的
な
存

在
は
、
決
し
て
実
際
の
生
活
や
社
会
的
状
況
に
お
い
て
す
ぐ
に
効
力
を
発

揮
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ま
た
別
の
可
能
性
を
持
ち
得
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
う
し
た
「
少
女
」
主
体
の
否
定
は
、
「
少
女
」
た
ち
の
抵
抗
の
拠
り

所
を
破
壊
し
、
彼
女
た
ち
を
再
び
孤
独
と
不
安
に
追
い
や
る
も
の
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
尾
崎
が
示
し
た
の
は
、
理
想
と
現
実
、
い
く
つ

も
の
矛
盾
す
る
「
分
身
」
の
あ
い
だ
で
揺
れ
続
け
る
も
の
こ
そ
が
「
わ
た

し
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
不
安
を
笑
っ
て
み
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
こ

そ
が
閉
塞
し
た
現
状
の
な
か
で
「
商
品
」
の
慰
撫
に
甘
ん
じ
る
し
か
な
い

「
少
女
」
た
ち
を
悲
し
み
の
共
同
体
か
ら
覚
醒
さ
せ
、
違
う
抵
抗
の
か
た

ち
を
模
索
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
前
掲
拙
論
に
お
い
て
挙
げ
た
二
作
品
、
少
女
小
説
「
指
輪
」
（
「
少
女
世

界
」
一
九
二
六
年
一
二
月
）
と
「
ア
ツ
プ
ル
パ
イ
の
午
後
」
に
も
、
「
こ

ほ
ろ
ぎ
」
が
登
場
し
て
い
た
。
は
じ
め
、
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
は
少
女
た
ち
の

「
悲
し
み
」
を
結
ぶ
た
め
の
象
徴
と
し
て
あ
っ
た
。
そ
し
て
次
に
は
、
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
月
夜
の
効
果
を
高
め
る
機
能
を
解
体
し
て
提
示
さ
れ
た
。

そ
し
て
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
に
お
い
て
は
、
「
私
た
ち
」
の
「
淋
し
さ
」
を

代
表
す
る
仮
名
と
し
て
召
還
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
同
族
の
「
哀
感
」
を

拒
む
存
在
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
「
こ
ほ
ろ
ぎ
」
は
も
は
や
淋
し
さ
を
担

う
こ
と
を
せ
ず
に
、
一
つ
に
意
味
づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
分
裂
」
を

抱
え
た
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注12

小
谷
真
理
「
翠
幻
想
－
尾
崎
翠
の
メ
タ
恋
愛
小
説
」
（
「
日
本
文

学
」
一
九
九
八
年
一
一
月
）
、
石
原
深
予
「
尾
崎
翠
の
詩
と
病
理

1
「
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
」
「
地
下
室
ア
ン
ト
ン
の
一
夜
」
を
中
心
に
」

（「

a
漢
語
文
研
究
」
二
〇
〇
七
年
一
一
月
）
な
ど
を
参
照
。
そ
の

他
、
本
論
で
言
及
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
本
文
及
び
注
を
参
照
さ

れ
た
い
。

「
尾
崎
翠
と
少
女
小
説
ー
吉
屋
信
子
と
の
比
較
か
ら
ー
」
（
「
学
習
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院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文
学
」
二
〇
〇
八
年
四
月
）

近
藤
裕
子
「
匂
い
と
し
て
の
〈
わ
た
し
＞
1
尾
崎
翠
の
述
語
的
世

界
1
」
（
初
出
「
日
本
近
代
文
学
」
第
五
七
集
、
一
九
九
七
年
｝

○
月
一
五
日
、
所
収
『
臨
床
文
学
論
』
二
〇
〇
三
年
二
月
、
彩
流

社
）既

に
高
橋
由
香
の
論
に
、
「
こ
の
「
私
た
ち
」
は
語
る
《
私
》
と

読
む
読
者
と
の
統
合
的
な
存
在
で
は
な
い
か
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。

高
橋
は
こ
こ
に
「
語
り
手
《
私
》
と
読
む
《
読
者
》
と
を
、
「
私

た
ち
」
と
し
て
囲
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
り
、
「
私
た
ち
の
も
の

が
た
り
」
を
共
に
作
っ
て
い
こ
う
と
す
る
、
語
り
手
の
戦
略
」
を

見
て
い
る
。
（
高
橋
由
香
「
閉
ざ
さ
れ
た
世
界
1
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
を

中
心
に
」
、
「
尾
崎
翠
作
品
の
諸
相
」
専
修
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
・
畑
研
究
室
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）

森
澤
夕
子
「
尾
崎
翠
の
両
性
旦
ハ
有
へ
の
憧
れ
ー
ウ
イ
リ
ア
ム
・
シ

ャ
ー
プ
か
ら
の
影
響
を
中
心
に
ー
」
（
「
同
志
社
国
文
学
」
第
四
八

号
、
一
九
九
八
年
三
月
二
〇
日
）

荒
俣
宏
「
フ
ィ
オ
ナ
・
マ
ク
ラ
ウ
ド
ー
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
神
秘
主

義
運
動
の
象
徴
」
（
「
幻
想
文
学
」
二
号
、
一
九
八
二
年
＝
月
）

な
ど
を
参
照
。
荒
俣
は
、
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
シ
ャ
ー
プ
が
当

時
傾
倒
し
て
い
た
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
る
降
霊
術
の
よ

う
な
も
の
に
拠
る
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。

木
村
毅
「
個
人
内
に
於
け
る
両
性
の
争
闘
」
（
「
新
潮
」
一
九
二
〇

年
一
二
月
）

鈴
木
貞
美
『
モ
ダ
ン
都
市
の
表
現
』
（
一
九
九
二
年
七
月
三
一
日
、

910ll

白
地
社
）
。
ま
た
オ
ッ
ト
i
・
ラ
ン
ク
『
分
身
』
（
一
九
八
八
年
一

一
月
、
人
文
書
院
）
、
ク
レ
マ
ン
・
ロ
セ
『
現
実
と
そ
の
分
身
』

（一

續
ｪ
九
年
一
一
月
、
法
政
大
学
出
版
局
）
も
参
照
。

フ
ロ
イ
ト
「
不
気
味
な
も
の
」
一
九
一
九
年
、
引
用
は
『
フ
ロ
イ

ト
全
集
』
一
七
巻
（
二
〇
〇
六
年
＝
月
八
日
、
岩
波
書
店
）

末
國
善
己
「
異
端
・
図
書
館
・
分
身
－
尾
崎
翠
『
こ
ほ
ろ
ぎ
嬢
』

試
論
」
（
「
尾
崎
翠
作
品
の
諸
相
」
専
修
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
・
畑
研
究
室
、
二
〇
〇
〇
年
六
月
）

鈴
木
裕
子
『
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と
戦
争
－
婦
人
運
動
家
の
戦
争
協

力
』
（
一
九
八
六
年
八
月
一
日
、
マ
ル
ジ
ュ
社
）
、
加
納
実
紀
代

『
女
た
ち
の
〈
銃
後
〉
』
（
一
九
八
七
年
一
月
三
〇
日
、
筑
摩
書
房
）

な
ど
を
参
照
。

本
文
引
用
は
、
『
底
本
尾
崎
翠
全
集
』
（
一
九
九
八
年
一
〇
月
一
五
日
、

筑
摩
書
房
）
に
拠
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
た
け
だ
・
し
ほ
　
博
士
後
期
課
程
）
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