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は
じ
め
に

　

三
島
の
初
期
作
品
（
詩
は
除
く
）
と
は
、『
花
ざ
か
り
の
森
』（『
文
芸
文
化
』

昭
一
六
・
九
～
一
二
）
か
ら
、『
仮
面
の
告
白
』
起
稿
の
昭
和
二
三
年
一
一
月
ま

で
に
発
表
さ
れ
た
小
説
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

区
切
り
の
作
品
と
な
る
『
仮
面
の
告
白
』
は
、「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
語

ら
れ
る
、
出
生
か
ら
青
年
期
ま
で
の
性
の
自
叙
伝
で
あ
る
。「
私
」
は
三
島
と

重
な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
お
り
、
戦
後
ま
も
な
い
日
本
で
の
、「
私
」
の
ホ
モ

セ
ク
シ
ュ
ア
ル
と
い
う
性
的
志
向
の
告
白
は
、
世
間
に
衝
撃
を
与
え
た
。
異
端

の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
告
白
は
、
戦
前
・
戦
中
に
お
け
る
社
会
の
倫
理
、
性

的
規
範
を
揺
る
が
し
た
と
い
え
る
。『
仮
面
の
告
白
』
は
、
三
島
由
紀
夫
の
作

家
と
し
て
の
地
位
を
確
立
さ
せ
た
作
品
で
あ
る
。

　

一
方
、
同
作
品
の
執
筆
は
三
島
に
と
っ
て
「
裏
返
し
の
自
殺⑴
」
で
も
あ
っ
た
。

戦
中
、
虚
弱
体
質
や
同
性
愛
的
傾
向
と
い
っ
た
天
皇
制
国
家
に
そ
ぐ
わ
な
い
性

質
だ
っ
た
三
島
は
、
結
果
観
念
的
世
界
に
の
め
り
込
ん
だ
。
し
か
し
、
戦
後
社

会
を
生
き
る
た
め
に
は
現
実
世
界
に
身
を
置
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

作
中
で
は
、「
私
」
が
そ
の
性
的
志
向
か
ら
外
れ
、
女
性
と
性
欲
を
伴
っ
た
恋

愛
を
す
る
た
め
に
、
自
分
を
騙
し
て
い
く
。
そ
こ
に
は
「
私
」
と
世
間
の
価
値

観
の
違
い
を
認
識
し
、「
正
常
な
人
間
ら
し
く
」
と
い
う
強
迫
観
念
に
よ
っ
て
、

「
私
」
の
観
念
的
世
界
を
封
じ
込
め
て
い
く
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
社
会
的
立
場
と
い
う
問
題
が
彼
の
観
念
的
世
界
を
脅
か

す
こ
と
を
こ
こ
か
ら
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
『
仮
面
の
告
白
』
以
前
の
作
品
に
は
、
幻
想
的
な
観
念
的
空
間
と
、
自
伝
的

な
現
実
的
空
間
が
交
錯
し
て
描
か
れ
る
も
の
が
多
く
、
こ
れ
は
こ
の
時
期
の
作

品
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
比
率
は
、『
仮
面
の
告
白
』

へ
向
け
て
、
徐
々
に
観
念
的
空
間
か
ら
現
実
的
空
間
へ
と
傾
い
て
い
く
と
考
え

ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
変
化
を
、
夢
想
・
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
・
対
社
会
の
姿
勢

と
い
う
三
点
か
ら
検
証
し
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
『
仮
面
の
告
白
』
に
到
る
ま

で
の
周
到
な
複
線
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
確
に
し
た
い
。
取
り
扱
う
作
品
は
、『
苧

菟
と
瑪
耶
』（『
赤
絵
』
昭
一
七
・
七
）・『
煙
草
』（『
人
間
』
昭
二
一
・
六
）・『
岬

に
て
の
物
語
』（『
群
像
』
昭
二
一
・
一
一
）・『
春
子
』（『
人
間
』
別
冊　

昭

二
二
・
一
二
）・『
サ
ー
カ
ス
』（『
進
路
』
昭
二
三
・
一
）
の
五
作
品
で
あ
る
。

一　

夢
想
の
変
化

　
『
苧
菟
と
瑪
耶
』
は
、
常
に
不
在
の
不
安
に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
主
人
公
苧
菟
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初
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が
、
恋
人
の
瑪
耶
の
死
を
経
験
し
、
自
身
の
夢
想
の
中
に
瑪
耶
を
完
成
さ
せ
る

こ
と
で
新
た
な
生
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
物
語
だ
。
初
期
作
品
の
中
で
は
先
行

研
究
が
少
な
く
、
そ
の
中
で
解
釈
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

小
埜
裕
二
氏⑵
や
、
杉
山
欣
也
氏⑶
の
よ
う
な
、
構
成
や
登
場
人
物
の
描
写
か
ら
、

雅
歌
と
の
関
連
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
野
口
武
彦
氏⑷
や
杉
本

和
広
氏⑸
の
よ
う
な
、
夢
想
と
死
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
岬
に
て
の
物
語
』
は
、
主
人
公
「
私
」
が
家
族
で
避
暑
に
訪
れ
た
房
総
半

島
の
海
の
岬
で
出
会
っ
た
美
し
い
男
女
と
鬼
ご
っ
こ
を
し
、「
私
」
が
鬼
に
な
っ

た
と
き
、
男
女
が
断
崖
下
へ
投
身
し
、「
私
」
は
泣
き
な
が
ら
帰
る
が
、
胸
に

は
不
思
議
な
満
足
感
を
感
じ
る
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
初
期
作
品
の
中
で
は
比

較
的
研
究
が
盛
ん
で
あ
る
。
理
由
と
し
て
、
起
稿
か
ら
発
表
の
間
に
終
戦
を
跨

い
で
い
る
こ
と
や
、
佐
藤
秀
明
氏
が
こ
れ
以
前
の
三
島
作
品
に
は
「
本
作
品
ほ

ど
の
丹
念
な
空
間
描
写
が
な
か
っ
た⑹
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
一
つ
の
転

換
期
を
示
す
作
品
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　
『
苧
菟
と
瑪
耶
』
は
感
覚
的
な
描
写
が
多
く
、
幻
想
的
な
世
界
が
舞
台
と
な
っ

て
お
り
、
主
人
公
た
ち
の
設
定
も
抽
象
的
で
あ
る
。『
岬
に
て
の
物
語
』
は
対

照
的
で
、
特
に
家
族
構
成
や
主
人
公
は
三
島
と
重
な
る
部
分
が
多
く
、
彼
に

と
っ
て
は
じ
め
て
の
自
伝
風
の
作
品
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
違
い
な
ど
か
ら
、
両
作
品
の
関
連
性
は
薄
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
の
構

成
は
似
て
い
る
。
そ
の
類
似
点
を
確
認
し
、
夢
想
の
変
化
を
検
証
し
た
い
。

　

ま
ず
一
つ
目
は
、
幻
想
的
世
界
の
存
在
だ
。『
苧
菟
と
瑪
耶
』
は
幻
想
的
世

界
が
舞
台
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
、
苧
菟
た
ち
が

住
む
世
界
と
、
海
を
境
と
し
て
、
そ
の
向
こ
う
側
の
「
魂
の
波
う
ち
よ
せ
る
お

ほ
う
み
を
こ
え
」
た
遥
か
先
に
死
後
の
世
界
が
あ
る
。
一
方
『
岬
に
て
の
物
語
』

は
、
そ
の
舞
台
に
モ
デ
ル
と
思
わ
れ
る
実
在
の
場
所
と
、「
メ
ル
ヘ
ン
ラ
ン
ド
」

と
い
う
異
空
間
が
あ
る
。「
メ
ル
ヘ
ン
ラ
ン
ド
」
は
『
苧
菟
と
瑪
耶
』
の
死
後

の
世
界
と
同
じ
よ
う
に
、
海
峡
を
挟
ん
で
隔
離
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
現
実

世
界
と
は
一
線
を
画
し
た
場
所
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
両
作
品
に
お
い
て
海

は
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
苧
菟
は
瑪
耶
の
死
の
予
兆
を
海
の
船
火
事
で

感
じ
、
事
態
の
転
換
も
感
じ
て
お
り
、
海
は
生
死
や
運
命
を
司
る
存
在
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。

　
『
岬
に
て
の
物
語
』
で
は
、
田
坂
昴
氏
も
す
で
に
言
及
し
て
い
る⑺
が
、「
私
」

は
断
崖
絶
壁
下
の
海
を
覗
き
込
ん
だ
と
き
に
、「
何
か
極
め
て
美
し
い
こ
と
然

し
人
間
の
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
を
海
か
ら
感
じ
取
る
な
ど
、
海
に
特
別
な

思
い
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
私
」
に
男
女
を
通
し
て
擬
似

的
な
死
を
体
験
さ
せ
、「
私
」
の
夢
想
を
変
化
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、『
苧
菟
と
瑪

耶
』
と
同
じ
よ
う
に
、
海
は
生
死
や
運
命
を
司
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

二
つ
目
の
類
似
点
は
、「
白
」
だ
。『
苧
菟
と
瑪
耶
』
で
は
、「
ま
つ
白
な
薔

薇
の
花
」
や
、「
豊
饒
な
海
か
ら
ふ
い
て
く
る
風
」
を
吸
い
込
ん
だ
苧
菟
の
胸

の
内
側
が
「
銀
い
ろ
に
染
め
ら
れ
、
肋
骨
と
い
ふ
肋
骨
は
金
属
製
な
白
つ
ぽ
さ

を
帯
び
」
て
い
く
様
が
あ
げ
ら
れ
る
。
死
後
の
世
界
に
近
づ
く
に
つ
れ
、「
白
」

が
そ
の
暗
示
色
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。『
岬
に
て
の
物
語
』
で
も
、「
メ
ル
ヘ

ン
ラ
ン
ド
」
へ
向
か
う
途
中
に
「
白
い
扇
」「
白
い
剥
げ
か
け
た
瀝
青
」「
白
い

魚
」
と
「
白
」
の
多
用
が
指
摘
で
き
る
。

　

そ
し
て
最
後
の
類
似
点
は
、
美
し
い
女
性
の
死
で
あ
る
。
苧
菟
は
、
恋
人
の

瑪
耶
の
死
に
よ
っ
て
、
新
た
な
生
き
方
を
模
索
し
は
じ
め
る
。

　

苧
菟
は
瑪
耶
が
不
在
で
あ
る
こ
と
で
そ
の
実
在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
過

去
の
思
い
出
の
瑪
耶
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
瑪
耶
の
永
遠
の

不
在
に
よ
っ
て
、
自
身
が
こ
れ
ま
で
瑪
耶
の
思
い
出
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
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た
と
気
づ
く
。
さ
ら
に
苧
菟
は
生
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
考
え
に
到
る
。

ほ
ん
た
う
の
生
と
は
、
も
し
や
ふ
た
つ
の
死
の
も
つ
と
も
固
い
結
び
合
い

か
ら
う
ま
れ
出
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

杉
山
欣
也
氏⑻
は
、
瑪
耶
の
死
と
苧
菟
の
死
を
結
び
つ
け
る
最
も
簡
単
な
方
法

は
苧
菟
が
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
が
、
海
か
ら
彼
が
帰
っ
て
き
た
時
点
で
そ
の
選
択

肢
は
消
え
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
こ
で
苧
菟
が
取
っ
た
手
段
こ

そ
が
夢
想
だ
っ
た
と
考
え
る
。
苧
菟
は
、
こ
の
夢
想
を
獲
得
す
る
過
程
で
、
自

分
の
中
に
あ
る
、
瑪
耶
の
「
生
の
思
ひ
出
」
と
対
峙
し
、
次
第
に
そ
れ
を
自
身

の
夢
想
す
る
瑪
耶
で
塗
り
替
え
て
い
く
。
思
い
出
の
瑪
耶
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ

る
生
の
中
に
い
た
苧
菟
が
、
自
ら
の
夢
想
の
中
で
、
瑪
耶
を
完
成
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
受
動
的
生
か
ら
能
動
的
生
へ
と
転
換
し
、
現
実
の
瑪
耶
の
死
を
無

意
味
に
す
る
ま
で
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

　

同
じ
よ
う
に
、『
岬
に
て
の
物
語
』
で
も
、「
メ
ル
ヘ
ン
ラ
ン
ド
」
で
出
会
っ

た
美
し
い
女
性
が
死
に
、
そ
の
体
験
を
通
し
て
新
た
な
夢
想
を
手
に
入
れ
る
。

主
人
公
「
私
」
の
現
実
は
、
夢
想
に
よ
っ
て
内
包
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
常
に

夢
想
と
共
に
生
き
て
い
る
少
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
苧
菟
が
物
語
り
最
後
に
獲

得
し
た
自
発
的
な
夢
想
を
既
に
持
っ
て
い
る
。「
私
」
は
「
メ
ル
ヘ
ン
ラ
ン
ド
」

で
出
会
っ
た
美
し
い
男
女
と
隠
れ
ん
ぼ
を
す
る
こ
と
に
な
る
。「
私
」
が
鬼
に

な
り
、
数
を
数
え
て
い
る
間
に
、
男
女
は
断
崖
下
の
海
へ
投
身
し
、「
私
」
は

鬼
で
あ
る
為
に
、
男
女
の
死
を
予
感
し
な
が
ら
も
、
断
崖
下
の
海
を
覗
き
込
む
。

「
メ
ル
ヘ
ン
ラ
ン
ド
」
は
一
見
幻
想
的
空
間
に
思
え
る
が
、
そ
こ
に
辿
り
つ
く

ま
で
に
「
私
」
は
「
夢
か
ら
醒
め
」
て
お
り
、
そ
こ
は
間
違
い
な
く
現
実
世
界

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
男
女
の
投
身
は
、「
私
」
が
は
じ
め
て
体
験

す
る
現
実
の
死
で
あ
っ
た
。

私
は
努
め
て
後
ず
さ
り
す
る
と
身
を
伏
せ
胸
の
と
き
め
き
を
抑
へ
な
が
ら

深
淵
の
底
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
。
再
び
覗
い
た
そ
こ
に
私
は
何
を
見
た
か
。

何
も
見
な
か
つ
た
と
云
つ
た
方
が
よ
い
。
私
は
た
ゞ
さ
つ
き
と
同
じ
も
の

を
見
た
の
だ
か
ら
。

　

そ
れ
ま
で
、
夢
想
と
し
て
な
ん
で
も
不
可
能
を
可
能
に
し
て
き
た
「
私
」
に

と
っ
て
、
現
実
の
死
、
そ
し
て
そ
れ
を
生
み
出
す
海
は
「
私
」
に
、
自
分
で
は

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
存
在
の
認
知
と
、
そ
の
上
で
の
夢
想
を
彼
に
与
え

た
の
で
あ
る
。

　
『
岬
に
て
の
物
語
』
で
は
、
も
う
一
人
の
重
要
な
女
性
と
し
て
「
私
」
の
母

親
が
登
場
す
る
。「
私
」
は
唯
一
の
夢
想
の
理
解
者
で
あ
っ
た
母
に
「
メ
ル
ヘ

ン
ラ
ン
ド
」
で
の
出
来
事
を
話
さ
な
い
。
母
に
秘
密
を
持
つ
こ
と
で
、
母
か
ら

意
識
的
に
独
立
し
た
と
い
え
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
両
作
品
の
主
人
公
は
、
美
し
い
女
性
の
死
を
通
し
、
新
た
な
人

生
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
る
。
三
島
作
品
に
お
い
て
女
性
と
は
、
海
と
同
じ

く
「
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
う
け
い
れ
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
染
ま
ら
な
い
。
い
わ
ば
、

『
母
』
の
胸
」
を
内
に
持
っ
て
い
る
存
在
の
こ
と
で
あ
る
。
女
性
が
死
ぬ
こ
と
で
、

主
人
公
が
能
動
的
な
生
へ
と
目
覚
め
る
姿
は
、
彼
ら
の
受
動
的
世
界
・
母
胎
か

ら
の
脱
却
と
も
い
え
る
。

　

た
だ
し
、『
岬
に
て
の
物
語
』
の
方
が
そ
の
意
味
が
明
確
で
あ
り
、
強
く
表

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
作
品
が
終
戦
と
い
う
大

き
な
区
切
り
を
跨
い
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
作
品
成
立
時
期
の
違
い
が
、
主
人
公
の
夢
想
の
在
り
方
を
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夢
想
が
あ
っ
て
の
現
実
か
ら
、
現
実
が
あ
っ
て
の
夢
想
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る

の
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二　

性
意
識
と
自
意
識

　

本
稿
で
、『
苧
菟
と
瑪
耶
』『
岬
に
て
の
物
語
』『
煙
草
』『
春
子
』
を
選
ん
だ

理
由
に
、
火
や
熱
と
い
う
共
通
し
た
描
写
が
挙
げ
ら
れ
る
。
既
に
見
た
よ
う
に
、

『
苧
菟
と
瑪
耶
』
の
船
火
事
、『
岬
に
て
の
物
語
』
の
「
私
」
の
発
熱
、『
煙
草
』

で
は
、
主
人
公
「
私
」
が
夢
の
中
で
火
事
を
見
、『
春
子
』
で
は
、
作
品
冒
頭
「
サ

フ
ォ
ー
」
か
ら
の
台
詞
「
さ
だ
め
し
お
前
の
唇
に
燃
え
て
ゐ
る
」
が
、
物
語
最

後
の
、「
何
か
別
の
唇
が
私
の
唇
に
乗
り
憑
つ
た
の
が
感
じ
ら
れ
た
」
と
い
う

部
分
に
重
な
る
。
こ
れ
ら
は
各
作
品
が
根
底
で
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、『
煙
草
』『
春
子
』
の
主
人
公

に
起
こ
る
性
意
識
と
自
意
識
の
確
立
を
追
っ
て
い
き
た
い
。

　
『
煙
草
』
は
、
華
族
学
校
の
中
学
一
年
生
の
「
私
」
が
、
上
級
生
に
煙
草
を

無
理
矢
理
吸
わ
さ
れ
、
罪
の
意
識
に
苛
ま
さ
れ
る
が
、
一
方
で
凡
て
を
見
る
目

が
一
変
し
、
再
び
煙
草
を
吸
う
。「
私
」
の
喫
煙
に
傷
つ
い
た
上
級
生
の
姿
を

見
て
「
私
」
は
痛
ま
し
い
喜
び
を
感
じ
る
と
い
う
物
語
だ
。
煙
草
を
吸
っ
た
り
、

ラ
グ
ビ
ー
部
の
先
輩
と
同
性
愛
的
な
雰
囲
気
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、
山

内
由
紀
人
氏⑼
は
退
廃
的
で
淫
蕩
的
な
雰
囲
気
、
そ
し
て
変
身
願
望
が
ス
ト
イ
ッ

ク
な
文
体
で
描
か
れ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
『
春
子
』
は
、
一
九
歳
の
主
人
公
「
私
」
が
、
新
聞
種
の
女
春
子
に
理
想
の

女
性
像
を
抱
く
が
実
際
に
会
っ
て
理
想
を
打
ち
壊
さ
れ
、
春
子
の
義
妹
路
子
に

恋
を
す
る
。
し
か
し
春
子
と
路
子
が
た
だ
な
ら
ぬ
関
係
に
あ
る
と
気
づ
い
た
と

き
、「
私
」
は
ま
る
で
自
分
が
路
子
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
捉
わ
れ
る
。

路
子
・
春
子
を
通
し
て
最
後
に
「
私
」
は
別
の
「
私
」
に
な
る
と
い
う
物
語
だ
。

　

主
人
公
の
男
性
性
が
次
第
に
女
性
性
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
過
程
が
背
徳

的
な
雰
囲
気
で
描
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
先
行
研
究
は
作
家
論
の
観
点
か
ら
論

じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
主
た
る
論
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
梶
谷
哲
男
氏
が

精
神
科
医
の
立
場
か
ら
三
島
を
病
跡
学
的
に
論
じ
た
も
の⑽
や
、
男
で
あ
る
「
私
」

が
徐
々
に
女
へ
と
変
化
し
て
い
く
過
程
を
指
摘
し
、
こ
れ
は
、「
男
性
的
な
武

の
精
神
が
退
潮
し
、
か
わ
っ
て
平
和
と
幸
福
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
っ
た
女

性
の
思
想
が
台
頭
す
る
戦
後
社
会
の
寓
喩
で
あ
る
」
と
田
中
美
代
子
氏
が
論
じ

た
も
の⑾
な
ど
が
あ
る
。『
煙
草
』『
春
子
』
は
共
に
戦
後
に
書
か
れ
た
作
品
で
、

実
社
会
を
意
識
し
た
主
人
公
た
ち
の
、
自
意
識
の
確
立
の
物
語
だ
と
い
え
る
。

他
方
、
二
作
品
は
共
通
し
て
背
徳
の
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
。
で
は
、
自
意
識

と
背
徳
は
一
体
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、『
煙
草
』
の
背
徳
か
ら
検
証
す
る
。
主
人
公
「
私
」
は
、「
大
人
に
な

る
」
こ
と
が
一
つ
の
完
成
だ
と
思
え
ず
、
大
人
た
ち
が
「
善
い
こ
と
」
ば
か
り

を
習
っ
て
こ
い
と
い
う
学
校
を
愚
か
な
組
織
と
し
、
そ
こ
に
い
る
友
人
た
ち
、

ま
た
友
情
を
信
じ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、「
私
」
は
学
校
を
囲
む
広
い
森
に
散
在
す
る
「
沈
鬱
な
沼
地
」
の
水
が
、

少
し
も
動
か
な
い
よ
う
に
見
え
な
が
ら
「
ひ
つ
そ
り
と
輪
廻
し
て
ゐ
る
」
営
み

に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
。「
私
」
が
唯
一
「
静
謐
」
と
一
つ
に
な
る
こ
と
が
で
き

る
刹
那
だ
か
ら
で
あ
る
。
水
と
「
輪
廻
」、
そ
し
て
「
静
謐
」
は
「
遠
い
祖
先

か
ら
の
血
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
の
だ
」
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
」
に
と
っ
て

「
静
謐
」
と
一
つ
に
な
れ
る
沼
地
は
、
も
っ
と
も
安
全
な
擬
似
胎
内
と
も
考
え

ら
れ
る
場
所
だ
と
い
え
る
。「
私
」
は
こ
の
安
全
地
帯
か
ら
一
歩
も
出
ず
に
、

観
念
的
な
反
抗
ば
か
り
重
ね
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
私
」
が
、
は
じ
め
て
起
こ
し
た
具
体
的
反
抗
が
、
喫
煙
で
あ
る
。
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―
家
へ
か
へ
つ
て
か
ら
私
を
悔
恨
が
苦
し
め
だ
し
た
。
と
い
ふ
よ
り
は

罪
の
怖
ろ
し
さ
が
。（
略
）
自
分
で
は
隠
し
了
せ
た
つ
も
り
で
い
て
も
、

電
車
の
な
か
で
自
分
の
周
囲
の
人
た
ち
が
は
や
く
も
そ
れ
を
嗅
ぎ
つ
け
、

私
を
罪
人
を
で
も
見
る
よ
う
な
目
附
き
で
じ
ろ
じ
ろ
と
見
る
の
で
…（
略
）

　

喫
煙
に
よ
り
罪
の
意
識
が
芽
生
え
、「
私
」
は
社
会
規
範
を
意
識
す
る
こ
と

で
実
社
会
と
の
繋
が
り
を
強
制
的
に
自
覚
す
る
。
ま
た
、
喫
煙
の
背
徳
感
は
、

自
分
は
特
別
だ
と
い
う
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
に
変
わ
っ
た
。
つ
ま
り
、
喫
煙
し
た

「
私
」
は
背
徳
の
意
識
に
よ
っ
て
、
実
社
会
を
強
く
意
識
す
る
と
同
時
に
、「
私
」

と
い
う
人
間
を
よ
り
明
確
に
捉
え
る
き
っ
か
け
を
得
た
の
で
あ
る
。
加
え
て
、

「
私
」
は
既
に
も
う
一
つ
の
背
徳
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ

ア
ル
的
な
性
意
識
で
あ
る
。

私
は
黙
つ
た
ま
ゝ
又
し
て
も
上
級
生
の
太
い
ま
く
り
上
げ
た
腕
を
な
が
め

た
。
そ
れ
か
ら
女
と
い
ふ
も
の
を
、
朧
げ
な
が
ら
、
大
へ
ん
醜
く
聯
想
し

た
。

　

作
中
、「
私
」
の
性
的
志
向
に
対
し
て
、
あ
ま
り
具
体
的
な
描
写
は
さ
れ
て

い
な
い
が
、「
私
」
は
「
上
級
生
の
太
い
ま
く
り
上
げ
た
腕
」
な
ど
か
ら
感
じ

る
強
い
生
命
力
に
惹
か
れ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
ま
た
、
喫
煙
の

き
っ
か
け
を
作
っ
た
上
級
生
伊
村
に
対
す
る
態
度
か
ら
も
、
彼
の
ホ
モ
セ
ク

シ
ュ
ア
ル
的
な
面
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

背
徳
行
為
を
経
験
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、「
私
」
の
こ
れ
ま
で
の
級
友
へ
の

態
度
は
「
彼
ら
へ
の
無
関
心
が
、
だ
ん
だ
ん
対
抗
心
に
か
わ
つ
て
行
く
ら
し
か

つ
た
」
と
変
化
す
る
。
し
か
し
唐
突
な
意
識
変
化
に
内
実
は
伴
わ
ず
、
気
付
い

た
遅
れ
に
、「
私
」
は
焦
燥
を
感
じ
る
。
そ
し
て
「
私
」
に
こ
の
大
き
な
変
化

を
与
え
て
く
れ
た
煙
草
を
伊
村
に
再
び
求
め
る
。
こ
の
時
、「
私
」
は
、
こ
の

喫
煙
に
伊
村
が
傷
つ
い
た
こ
と
に
気
付
く
。

私
は
そ
の
姿
を
目
に
映
す
や
、
痛
ま
し
い
喜
び
が
自
分
に
湧
く
の
を
感
じ

た
。
彼
は
傷
つ
い
て
ゐ
る
。
私
の
喜
び
は
そ
れ
故
で
あ
ら
う
か
。
そ
れ
と

も
こ
ん
な
風
に
悲
劇
的
に
、
逆
説
的
に
叶
へ
ら
れ
て
し
ま
つ
た
、
そ
し
て

叶
へ
ら
れ
た
刹
那
に
空
し
い
も
の
と
な
つ
て
し
ま
ふ
不
思
議
な
共
感
の
喜

び
で
あ
つ
た
の
か
。

　

傷
つ
い
た
伊
村
を
見
て
、
自
分
が
人
に
影
響
を
与
え
、
人
と
繋
が
っ
て
い
ら

れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
、
更
に
は
他
の
同
級
生
の
よ
う
に
、「
無
関
心

に
く
ら
し
は
じ
め
る
」
こ
と
が
で
き
る
共
感
の
喜
び
を
も
感
じ
る
。
背
徳
は
彼

に
理
想
と
現
実
と
い
う
対
立
す
る
意
識
を
植
え
付
け
、
自
分
は
ど
の
よ
う
な
生

を
望
む
の
か
を
意
識
さ
せ
る
に
到
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
春
子
』
の
主
人
公
「
私
」
の
自
意
識
は
性
意
識
の
確
立
と
い
う
形
で
描
か

れ
て
い
る
。
ま
た
、
性
は
同
性
愛
が
描
か
れ
、
背
徳
の
性
意
識
を
確
立
す
る
こ

と
が
自
意
識
の
確
立
と
な
る
。「
私
」
は
、
一
九
歳
だ
が
確
固
た
る
男
性
性
を

持
っ
て
い
な
い
。「
私
」
の
性
は
男
性
の
能
動
的
な
性
と
い
う
よ
り
は
、
あ
く

ま
で
自
分
は
相
手
に
何
か
を
し
て
も
ら
う
立
場
に
あ
る
。「
私
」
と
、
春
子
・

路
子
の
力
関
係
は
、
春
子
を
頂
点
に
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
な
っ
て
お
り
、
ど

ち
ら
も
春
子
に
支
配
さ
れ
る
側
の
人
間
だ
が
、「
私
」
と
路
子
の
決
定
的
な
違

い
は
、
路
子
は
春
子
に
自
ら
進
ん
で
支
配
さ
れ
た
い
と
望
ん
で
お
り
、
そ
の
よ

う
に
行
動
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
受
け
入
れ
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
受
動
的
な

体
勢
の
「
私
」
に
対
し
て
、
路
子
は
非
常
に
能
動
的
で
あ
る
。「
私
」
は
春
子
を
、
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自
身
の
中
で
「
傷
つ
き
や
す
い
生
き
方
」
を
し
て
い
る
女
性
で
あ
る
と
望
み
、

理
想
の
女
性
像
に
仕
立
て
上
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
実
に
春
子
が
目
の
前
に

現
れ
た
と
き
、
理
想
像
は
崩
さ
れ
て
し
ま
う
。
彼
女
は
「
無
感
動
」
な
身
の
処

し
方
を
し
て
い
た
の
だ
。「
私
」
は
崩
さ
れ
た
理
想
を
取
り
戻
す
べ
く
、
春
子

に
働
き
か
け
る
が
そ
れ
は
叶
わ
ず
、
逆
に
春
子
と
理
想
の
春
子
に
翻
弄
さ
れ
る
。

そ
し
て
つ
い
に
は
「
私
」
が
理
想
の
春
子
に
な
れ
ば
い
い
と
変
化
し
て
い
く
。

　

こ
こ
で
、「
私
」
と
春
子
の
根
本
的
な
差
異
が
性
と
い
う
形
で
立
ち
は
だ
か

る
の
だ
が
、「
私
」
は
確
固
と
し
た
男
性
性
を
持
た
な
い
た
め
、
そ
れ
を
女
性

性
へ
と
変
化
さ
せ
る
道
を
無
意
識
に
選
ん
で
い
く
。
そ
の
第
一
段
階
と
し
て
、

ま
ず
春
子
の
義
妹
で
あ
る
路
子
と
の
精
神
的
な
融
合
が
起
こ
る
。

路
子
の
静
か
な
賑
は
い
を
帯
び
た
笑
ひ
が
、
幻
の
や
う
に
私
の
口
も
と
に

た
だ
よ
ふ
の
が
感
じ
ら
れ
た
。

「
早
く
来
な
い
か
な
あ
。
お
姉
さ
ま
は
…
…
」
即
座
に
私
を
傷
つ
け
る
べ

き
嫉
妬
が
な
か
つ
た
こ
と
で
逆
に
傷
つ
け
ら
れ
て
、
私
は
黙
つ
て
し
ま
つ

た
。
あ
る
の
は
へ
ん
に
感
傷
的
な
共
感
ば
か
り
だ
。

無
意
識
の
融
合
の
過
程
で
、「
私
」
は
路
子
が
春
子
と
関
係
を
持
っ
て
い
る
と

気
付
く
。
路
子
と
の
融
合
は
、「
私
」
の
男
性
性
を
女
性
性
の
獲
得
に
向
け
て

切
り
崩
す
役
割
を
担
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
経
て
女
性
性
へ
の
可
能
性
を
高
め
た

と
考
え
ら
れ
る
。

　

路
子
と
の
関
係
の
一
方
で
、「
私
」
は
自
ら
の
性
的
興
奮
に
は
春
子
に
見
ら

れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
が
、
次
第
に
そ
の
視
線
は
自
ら
が
作
り
出

し
た
理
想
の
春
子
の
視
線
だ
と
い
う
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
く
。
そ
れ
は
、「
春

子
を
愛
し
て
ゐ
な
い
の
で
は
な
い
。
ふ
た
ゝ
び
私
は
あ
の
「
春
子
」
を
愛
し
は

じ
め
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
い
う
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る
。

　
「
私
」
は
、
路
子
と
の
融
合
で
女
性
性
の
領
域
を
作
り
、
そ
れ
を
利
用
し
て

自
ら
が
春
子
に
な
る
こ
と
で
自
身
の
欲
求
を
満
た
す
。
春
子
に
路
子
の
ア
パ
ー

ト
を
教
え
て
も
ら
っ
た
「
私
」
は
そ
の
部
屋
に
行
く
間
に
春
子
へ
変
化
し
、
路

子
へ
会
い
に
行
く
。
彼
女
は
そ
の
変
化
を
気
取
っ
た
よ
う
に
「
私
」
を
迎
え
入

れ
る
。す

る
と
ふ
い
に
痛
い
や
う
な
気
が
し
た
。
痛
い
と
お
も
つ
た
の
は
錯
覚
で

あ
ら
う
。
だ
る
い
や
う
な
重
み
が
唇
に
伝
は
つ
た
の
だ
。
そ
れ
が
き
つ
く
、

生
温
か
く
引
か
れ
て
ゐ
る
。（
略
）
お
そ
ら
く
神
も
面
を
そ
む
け
る
だ
ら

う
夢
を
見
は
じ
め
た
。
か
う
し
て
何
か
別
の
唇
が
私
の
唇
に
乗
り
憑
つ
た

の
が
感
じ
ら
れ
た
。

　

路
子
は
「
私
」
と
お
化
粧
ご
っ
こ
を
す
る
が
、「
私
」
が
口
紅
を
差
さ
れ
た

と
き
に
感
じ
た
「
何
か
別
の
唇
」
は
ま
さ
し
く
春
子
の
唇
で
あ
る
。「
私
」
が

望
む
も
の
が
現
実
の
春
子
で
は
な
く
理
想
上
の
春
子
で
あ
る
と
気
づ
い
た
こ
と

で
、
曖
昧
だ
っ
た
男
性
性
は
女
性
性
に
目
覚
め
、
変
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

自
我
に
目
覚
め
た
「
私
」
の
誕
生
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
春
子
』

で
は
、
男
性
が
女
性
と
し
て
女
性
を
愛
す
る
と
い
う
背
徳
が
設
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、『
春
子
』
の
背
徳
は
同
性
愛
だ
け
で
は
な
い
。『
春
子
』
の
作
品
内

時
間
は
、
昭
和
一
九
年
の
戦
中
で
あ
る
。
戦
争
に
直
接
赴
か
な
い
女
性
た
ち
に

与
え
ら
れ
た
役
割
は
、「
な
る
べ
く
早
く
結
婚
」
し
て
な
る
べ
く
多
く
の
子
供

を
生
み
、
兵
士
の
数
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
生
産
性
を
重



― ―235

視
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
春
子
像
は
性
的
存
在
で
あ
り
、
母
性
は
感

じ
ら
れ
ず
、
さ
ら
に
は
義
妹
の
路
子
と
生
産
性
の
な
い
レ
ズ
ビ
ア
ン
の
関
係
を

続
け
て
お
り
、
実
に
マ
イ
ナ
ス
・
イ
メ
ー
ジ
の
女
性
像
と
合
致
す
る
。
春
子
と

い
う
存
在
そ
の
も
の
が
背
徳
を
体
現
し
て
お
り
、
そ
れ
に
姿
を
変
え
る
こ
と
で

自
意
識
を
確
立
さ
せ
る
に
到
っ
た
「
私
」
は
、
ま
さ
に
背
徳
の
中
に
生
き
る
道

を
選
択
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、『
煙
草
』『
春
子
』
と
も
に
、

主
人
公
は
背
徳
行
為
を
契
機
に
、
曖
昧
だ
っ
た
自
己
を
確
立
さ
せ
て
い
る
。
そ

し
て
、
現
実
社
会
で
の
「
私
」
の
生
き
方
を
意
識
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　

し
か
し
、『
煙
草
』『
春
子
』
の
主
人
公
た
ち
の
行
き
方
の
結
末
は
、
ま
っ
た

く
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。『
煙
草
』
の
主
人
公
「
私
」
は
、
自
身
の
反

社
会
的
な
部
分
を
知
る
と
、
そ
れ
を
保
持
す
る
こ
と
を
考
え
な
が
ら
も
、
結
局

は
外
部
と
の
繋
が
り
を
求
め
、
対
外
用
の
「
私
」
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
に
必
死

で
あ
る
。
一
方
、『
春
子
』
の
主
人
公
「
私
」
は
、
同
性
愛
や
春
子
の
女
性
像

が
そ
の
時
代
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
べ
き
反
社
会
的
な
も
の
だ
と
理
解
し
な
が

ら
も
、
そ
れ
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
違
い
か
ら
、
著
者
が
自
我
を
踏
ま
え

た
上
で
社
会
と
ど
う
向
き
合
う
か
と
い
う
明
確
な
意
識
変
化
が
読
み
取
れ
る
の

で
あ
る
。

三　

対
社
会
の
姿
勢
の
変
化

　
『
サ
ー
カ
ス
』
は
、
主
人
公
の
団
長
が
疎
外
さ
れ
た
死
と
愛
と
生
に
幻
想
的

な
美
を
見
出
し
、
そ
れ
を
サ
ー
カ
ス
の
中
で
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、
ミ
イ

ム
の
王
子
と
少
女
に
よ
っ
て
打
ち
壊
さ
れ
る
物
語
だ
。
小
埜
裕
二
氏
は
、
取
り

残
さ
れ
た
団
長
と
、
戦
争
に
行
き
損
ね
た
三
島
の
心
境
の
重
な
り
を
指
摘
し
、

終
戦
以
前
か
ら
、
空
虚
な
気
持
ち
を
抱
い
た
ま
ま
戦
後
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
と

論
じ
て
い
る⑿
。
小
埜
氏
の
こ
の
論
は
、
同
作
品
の
唯
一
ま
と
ま
っ
た
作
品
論
で

あ
る
。
他
に
、
村
松
剛
氏
は
兵
役
を
免
れ
た
解
放
感
が
『
中
世
』
に
比
べ
て
は

る
か
に
明
る
い
童
話
風
の
物
語
へ
と
三
島
を
導
い
た
の
で
は
な
い
か
と
言
及
し
、

さ
ら
に
『
仮
面
の
告
白
』
の
園
子
の
モ
デ
ル
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
書
い
た
と

し
て
い
る⒀
。
そ
も
そ
も
サ
ー
カ
ス
と
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
祝
賀
の
際
に
も

用
い
ら
れ
る
曲
芸
で
あ
っ
た
が
、
時
代
が
変
わ
る
に
つ
れ
て
、
児
童
保
護
の
観

点
か
ら
反
社
会
的
・
反
倫
理
的
意
味
合
い
を
含
む
も
の
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た⒁
。

つ
ま
り
前
章
で
考
察
し
た
『
煙
草
』『
春
子
』
と
同
じ
く
背
徳
的
な
雰
囲
気
を

作
品
に
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

煙
草
の
け
む
り
と
人
い
き
れ
と
で
、
場
内
は
金
い
ろ
の
靄
に
と
ざ
さ
れ
て

ゐ
た
。
数
千
の
観
衆
は
荘
厳
に
見
え
た
。（
略
）
そ
こ
は
サ
ー
カ
ス
の
人
々

の
宇
宙
で
あ
り
、
か
れ
ら
は
そ
の
空
間
の
ど
こ
に
で
も
、
即
座
に
身
を
以

て
煌
め
く
正
座
を
架
け
る
の
だ
つ
た
。（
略
）
深
海
魚
の
や
う
に
、
銀
紙

と
色
ブ
リ
キ
で
装
う
た
男
女
が
時
々
こ
の
空
間
を
高
く
訪
れ
た
。
そ
の
と

き
深
海
の
お
ぼ
ろ
げ
な
群
集
か
ら
は
、
人
の
耳
に
い
た
ま
し
い
歓
喜
の
ど

よ
め
き
が
の
ぼ
つ
て
来
た
。

　

サ
ー
カ
ス
は
、「
深
海
魚
」
と
あ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
源
の
海
に
繋
が
る

場
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
生
と
死
が
寄
り
添
い
、
団
長
の
死
へ
の
希
望
が
創
っ

た
空
間
な
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
サ
ー
カ
ス
は
商
業
な
の
で
、
社
会
と
関
係
を
持
た
ず
に
は
成
り
立

た
な
い
。
そ
こ
で
、
団
長
の
代
わ
り
に
サ
ー
カ
ス
と
社
会
の
窓
口
的
役
割
に
な

る
Ｐ
と
い
う
男
が
登
場
す
る
。
Ｐ
は
団
長
の
他
に
唯
一
台
詞
を
与
え
ら
れ
て
お

り
、
団
長
と
社
会
を
繋
ぐ
存
在
で
あ
る
。

　

こ
の
二
人
の
前
に
、
愛
と
死
で
結
ば
れ
た
一
組
の
少
年
少
女
が
現
れ
る
。
彼
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ら
は
あ
い
び
き
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
を
団
長
に
見
つ
か
り
、
曲
芸
を
仕
込
ま
れ

る
。
少
年
は
王
子
と
呼
ば
れ
、
誰
一
人
操
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
人
も
の
死
者

を
出
し
て
い
る
「
悍
馬
ク
レ
イ
タ
号
」
を
操
る
。
少
女
は
そ
の
王
子
の
は
る
か

頭
上
を
綱
渡
り
し
、
わ
ざ
と
足
を
踏
み
外
し
て
落
ち
た
と
こ
ろ
を
、
王
子
に
馬

上
で
受
け
止
め
ら
れ
る
と
い
う
曲
芸
を
与
え
ら
れ
る
。
団
長
は
彼
ら
を
「
こ
よ

な
く
心
に
愛
し
て
い
た
」。
な
ぜ
な
ら
、
団
長
の
サ
ー
カ
ス
に
は
、
死
と
生
は

あ
っ
て
も
、
死
と
愛
に
よ
る
至
高
の
美
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

団
長
は
彼
ら
に
彼
の
思
い
通
り
の
死
を
求
め
て
い
る
。
団
長
が
望
む
理
想
の

死
は
、
自
身
の
過
去
の
再
現
で
あ
る
。
団
長
は
先
生
の
死
の
際
に
、
Ｒ
人
の
女

間
諜
の
ス
カ
ー
ト
の
切
れ
端
を
見
つ
け
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
男
女
の
恋
愛
性
を

感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
、
団
長
の
意
識
の
中
で
こ
の
愛
と
い
う
要
素
は
彼
の
至

高
の
死
に
お
い
て
必
要
な
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
団
長
の
理
想
の
死
に
対

し
て
王
子
と
少
女
は
完
璧
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
彼
は
上
目
づ
か
ひ
の
卑
屈
な
表
情
を
そ
こ
に
見
出
さ
な
か
つ
た
。

そ
の
代
り
に
彼
は
見
出
し
た
。
ま
ぎ
れ
も
な
い
流
浪
の
王
子
の
面
影
を
。

（
略
）
彼
の
目
は
団
長
の
か
つ
て
知
ら
な
い
、

―
そ
れ
も
そ
の
筈
サ
ー

カ
ス
の
団
長
は
逃
亡
す
る
こ
と
な
ど
出
来
は
し
な
い

―
、
さ
ま
ざ
ま
な

逃
亡
の
記
憶
に
か
が
や
い
て
ゐ
た
。
逃
亡
と
い
ふ
も
の
が
未
知
の
い
か
に

も
高
貴
な
行
為
の
や
う
に
団
長
に
は
思
は
れ
る
。
嫉
ま
し
さ
か
ら
暗
鬱
な

低
声
に
な
つ
た
。

し
か
し
彼
ら
は
団
長
の
死
の
思
惑
か
ら
自
由
だ
っ
た
。
特
に
少
女
に
そ
の
意
味

合
い
が
強
い
。
二
人
は
王
子
と
少
女
で
あ
り
、
王
子
と
王
女
で
は
な
い
。
小
埜

氏
は
「
少
女
に
は
聖
性
が
最
初
か
ら
刻
印
さ
れ
て
い
た
」
と
適
切
な
指
摘
を
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
更
に
、
王
子
と
少
女
と
い
う
身
分
の
違
い
に
禁
忌
の
関

係
を
持
ち
込
ん
で
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
い
。
団
長
が
王
子
で
あ
る
少
年
に
、

先
生
の
姿
を
投
影
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
少
女
も
ま
た
女
間
諜
の
要
素
を
持
ち

合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

王
子
の
落
馬
は
団
長
の
思
惑
通
り
の
死
で
あ
っ
た
が
、
少
女
は
綱
を
渡
り
き

り
、
自
分
の
意
思
で
王
子
の
下
に
落
下
す
る
。
そ
れ
は
少
女
が
、
団
長
に
与
え

ら
れ
た
ミ
イ
ム
と
い
う
役
割
か
ら
王
子
を
救
っ
た
と
い
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の

死
は
、
団
長
の
サ
ー
カ
ス
の
糧
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
団
長
は
サ
ー
カ
ス
を
完

成
さ
せ
る
た
め
に
不
可
欠
だ
っ
た
愛
と
死
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
王

子
の
死
の
場
面
に
お
い
て
、
ク
レ
イ
タ
号
が
「
焔
の
よ
う
に
い
き
り
立
っ
て
い

る
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
他
作
品
と
同
じ
く
変
化
の
予
兆
と
取
る
こ
と
が

で
き
る
。

　

少
年
少
女
の
柩
に
、
団
長
は
「
か
つ
て
熱
狂
し
た
小
学
生
た
ち
が
少
女
の
髪

に
あ
の
溶
け
た
キ
ャ
ラ
メ
ル
を
投
げ
つ
け
た
よ
う
に
」「
菫
の
花
束
」
を
投
げ

つ
け
る
。
彼
は
二
人
の
逃
亡
・
死
か
ら
、
何
者
に
も
揺
る
が
す
こ
と
の
で
き
な

い
精
神
の
在
り
方
を
目
の
当
た
り
に
し
た
。「
菫
の
花
束
」
は
彼
ら
の
姿
勢
へ

の
賛
美
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
団
長
も
ま
た
、
サ
ー
カ
ス
と
い
う
形
で

生
・
死
・
愛
と
い
う
サ
ー
カ
ス
の
精
神
を
社
会
へ
提
示
す
る
の
で
は
な
く
、
内

面
に
そ
れ
を
持
ち
続
け
る
人
生
を
選
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
自
我
・

夢
想
が
そ
ろ
っ
た
状
態
で
成
人
し
た
団
長
が
下
し
た
こ
の
人
生
の
判
断
は
、
こ

れ
ま
で
の
作
品
に
あ
っ
た
『
仮
面
の
告
白
』
へ
の
布
石
が
、
徐
々
に
集
結
し
て

い
る
こ
と
が
窺
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
こ
か
ら
は
こ
れ
ら
五
作
品
の
作
者
で
あ
る
三
島
由
紀
夫
自
身
に
つ

い
て
、
戦
争
と
の
関
わ
り
を
含
め
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
作
品
へ
影
を
落
と
し
て

い
る
の
か
検
証
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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三
島
は
、「
私
十
代
は
戦
争
に
は
じ
ま
り
、
戦
争
に
を
は
つ
た⒂
」
と
、
こ
れ

ま
で
考
察
し
て
き
た
作
品
執
筆
時
期
を
振
り
返
る
。
昭
和
一
九
年
の
『
苧
菟
と

瑪
耶
』
を
筆
頭
に
、
こ
れ
ら
五
作
品
は
戦
争
末
期
か
ら
そ
の
直
後
と
い
う
混
迷

の
時
代
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
時
代
に
生
ま
れ
た
作
品

の
主
人
公
た
ち
が
抱
え
る
問
題
は
、
当
時
の
三
島
の
観
念
的
世
界
、
ま
た
現
実

世
界
の
戦
争
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
の
は
妥
当
で
あ
ろ

う
。

　

三
島
の
年
齢
は
、
昭
和
の
年
号
と
符
合
し
て
お
り
、
敗
戦
の
年
に
は
二
〇
歳

で
あ
っ
た
。
三
島
の
人
格
形
成
期
、
思
春
期
は
戦
争
と
共
に
あ
っ
た
。
現
実
世

界
で
は
、
兵
役
と
戦
地
へ
の
出
撃
が
当
然
に
用
意
さ
れ
て
お
り
、
生
き
る
先
に

は
ほ
ぼ
確
実
な
死
が
見
え
て
い
る
状
態
だ
っ
た
。
こ
の
死
の
予
感
は
、「
私
一

人
の
生
死
」
で
は
な
く
、「
社
会
全
部
」
の
死
の
予
感
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

「
自
分
一
個
の
終
末
観
と
、
時
代
の
社
会
全
部
の
終
末
観
と
が
、
完
全
に
適
合

一
致
し
た
、
ま
れ
見
る
時
代
で
あ
つ
た⒃
」
と
も
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
時
代
の
中
で
、
三
島
は
、
幼
少
期
の
豊
富
な
読
書
体
験
や
、
祖

母
に
よ
る
特
殊
な
生
活
環
境
に
よ
り
、
言
葉
・
文
学
・
芸
術
的
に
早
熟
な
少
年

で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
虚
弱
体
質
や
、
同
性
愛
的
傾
向
は
、
戦
時
中
の
天
皇
制

国
家
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
人
間
像
に
当
て
は
ま
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

時
代
が
求
め
る
規
範
と
逆
行
し
て
い
た
三
島
の
性
質
を
考
え
れ
ば
、
彼
が
現
実

世
界
か
ら
離
れ
た
〈
夢
想
〉
の
世
界
、
つ
ま
り
観
念
的
世
界
に
の
め
り
込
む
こ

と
は
当
然
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
、
松
本
徹
氏
に
よ
っ
て
、
観
念
的
世
界
に
の

め
り
込
ん
で
い
く
三
島
は
、「
も
は
や
こ
の
一
点
に
し
か
、
自
分
の
人
生
と
言

う
べ
き
も
の
は
な
く
な
っ
て
い
た⒄
」
と
既
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
が

国
家
の
終
末
観
と
の
一
致
を
感
じ
出
し
た
頃
は
、
戦
争
は
敗
戦
に
近
づ
い
て
お

り
、
三
島
の
創
作
活
動
も
こ
の
「
大
き
な
死
へ
の
流
れ⒅
」
に
乗
っ
て
遺
作
を
意

識
し
た
も
の
へ
と
移
り
変
わ
っ
て
い
く
。
現
実
と
〈
夢
想
〉
の
世
界
が
作
品
の

中
で
交
錯
す
る
の
は
、
こ
の
影
響
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

年
齢
的
に
最
も
溌
剌
と
し
て
ゐ
る
筈
の
、
昭
和
二
十
一
年
か
ら
二
・
三
年

の
間
と
い
ふ
も
の
、
私
は
最
も
死
の
近
く
に
ゐ
た
。
未
来
の
希
望
も
な
く
、

過
去
の
喚
起
は
す
べ
て
が
醜
か
つ
た
。
私
は
何
と
か
し
て
自
分
、
及
び
、

自
分
の
人
生
を
、
ま
る
ご
と
肯
定
し
て
し
ま
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ

た⒆
。

　

三
島
は
三
〇
歳
で
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。「
昭
和
二
十
一
年
か
ら
の

二
・
三
年
の
間
」
と
は
、
ま
さ
に
終
戦
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。

私
も
人
並
に
自
殺
を
考
へ
た
が
、
私
は
自
分
を
一
向
に
青
年
ら
し
い
と
考

へ
る
こ
と
は
で
き
な
か
つ
た
か
ら
、（
略
）
臆
病
か
ら
私
は
自
殺
す
る
こ

と
が
で
き
な
か
つ
た
。
し
か
し
こ
の
臆
病
な
滑
稽
さ
を
い
つ
ま
で
も
持
て

余
し
て
ゐ
る
の
は
い
や
だ
つ
た
か
ら
、
自
殺
す
る
代
わ
り
に
小
説
を
書
い

た⒇
。

　

こ
の
と
き
三
島
は
二
〇
歳
で
あ
る
。
彼
は
兵
隊
に
な
れ
ず
に
、
生
き
残
っ
た
。

生
き
残
っ
た
三
島
を
待
ち
受
け
て
い
た
も
の
は
、
当
た
り
前
に
明
日
が
用
意
さ

れ
て
い
る
世
界
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
戦
中
は
学
生
で
あ
る
が
故
に
実
生
活
体

験
が
少
な
か
っ
た
彼
だ
が
、
成
人
し
社
会
に
出
る
こ
と
で
、
必
然
的
に
実
生
活

体
験
も
多
く
な
っ
て
い
き
、
現
実
世
界
を
観
念
的
世
界
に
よ
っ
て
内
包
す
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
も
は
や
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
生
で
は
生
き
て
い
ら
れ

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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明
日
が
確
実
に
あ
る
、
戦
中
と
は
違
っ
た
現
実
世
界
が
出
来
上
が
っ
た
が
、

そ
の
社
会
の
中
に
も
規
範
と
い
う
も
の
が
存
在
し
た
。
三
島
は
、
戦
後
の
社
会

的
規
範
・
倫
理
に
も
無
理
な
く
溶
け
込
め
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
そ

こ
に
は
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
壁
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
異
性
愛

が
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
で
あ
る
現
実
世
界
で
、
同
性
愛
的
傾
向
が
あ
る
三
島
は
、
や

は
り
社
会
の
規
範
か
ら
外
れ
て
い
た
。
今
で
こ
そ
性
の
多
様
性
が
認
め
ら
れ
て

き
て
い
る
が
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
同
性
愛
は
異
端
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ

た
。

　

昭
和
二
三
年
、『
仮
面
の
告
白
』
の
起
稿
を
機
に
、
三
島
は
大
蔵
省
国
民
貯

蓄
科
を
退
職
し
、
書
く
こ
と
一
本
に
自
身
の
生
の
在
り
方
を
絞
っ
た
。
そ
し
て

翌
年
に
文
壇
に
そ
の
名
を
知
ら
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
『
仮
面
の
告
白
』
を
発

表
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
『
仮
面
の
告
白
』
を
書
い
た
こ
と
は
「
裏
返
し
の
自

殺
」
で
あ
っ
た
と
三
島
は
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
観
念
的
世
界
を
中
心
に
生

き
て
い
た
過
去
の
自
分
を
殺
し
、
現
実
世
界
で
生
き
る
こ
と
を
決
定
付
け
た
の

で
あ
る
。
ホ
モ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
現
実
に
曝
け
出
す
こ
と
は
、
自
分
と
い

う
人
間
を
曝
け
出
す
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
告
白
者
を
仮
面
と
し
て

い
る
こ
と
か
ら
、
告
白
者
と
作
者
を
単
純
に
イ
コ
ー
ル
で
結
ん
で
い
な
い
た
め
、

完
全
に
観
念
的
世
界
の
生
か
ら
脱
却
し
た
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し

ろ
、
仮
面
を
被
っ
た
三
島
が
、
こ
れ
ま
で
の
め
り
込
ん
で
い
た
生
き
や
す
い
世

界
と
い
う
も
の
を
、
小
説
と
い
う
形
で
表
現
し
続
け
る
こ
と
が
、
観
念
的
世
界

を
維
持
し
続
け
る
こ
と
に
繋
が
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

本
稿
で
考
察
し
た
五
作
品
に
は
発
表
年
代
順
に
、
以
上
の
よ
う
な
三
島
の
戦

中
か
ら
戦
後
へ
か
け
て
の
観
念
的
世
界
の
変
化
の
過
程
が
反
映
さ
れ
て
お
り
、

『
仮
面
の
告
白
』
へ
繋
が
る
流
れ
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。

四　

お
わ
り
に

　

初
期
の
五
作
品
を
分
析
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
、
た
だ
な

ら
ぬ
自
己
と
の
対
峙
、
葛
藤
、
そ
し
て
そ
れ
を
経
て
の
観
念
的
世
界
の
変
化
が

浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
と
い
え
る
。

　
『
苧
菟
と
瑪
耶
』『
岬
に
て
の
物
語
』
の
主
人
公
を
通
し
て
夢
想
は
現
実
を
踏

ま
え
た
上
で
な
お
成
立
す
る
も
の
へ
と
変
化
し
、
そ
れ
で
も
夢
想
の
位
置
は
現

実
以
上
に
主
人
公
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

『
煙
草
』『
春
子
』
で
は
、
背
徳
と
性
の
認
識
に
よ
る
自
己
の
確
立
が
明
ら
か
に

な
っ
た
。
社
会
と
自
分
が
い
か
に
関
わ
っ
て
い
く
べ
き
か
を
意
識
し
、
マ
イ
ノ

リ
テ
ィ
の
立
場
に
あ
る
が
故
の
苦
悩
も
見
せ
て
い
る
。『
サ
ー
カ
ス
』
か
ら
は
、

こ
れ
ら
四
作
品
を
経
た
上
で
、
大
人
の
主
人
公
が
ど
の
よ
う
な
生
の
選
択
を
す

る
の
か
が
描
か
れ
て
お
り
、
団
長
は
社
会
と
の
関
わ
り
を
持
つ
中
で
、
夢
想
と

い
う
最
も
純
粋
な
自
身
の
世
界
を
守
り
続
け
る
こ
と
を
決
定
付
け
て
い
る
。
こ

れ
ら
五
作
品
の
主
人
公
た
ち
は
、
苧
菟
か
ら
団
長
へ
順
に
年
を
重
ね
て
い
く
。

そ
れ
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ま
で
の
主
人
公
た
ち
が
辿
り
着
い
た
夢
想
や
性
の
在
り

方
を
整
理
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

主
人
公
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
で
あ
る
三
島
由
紀
夫
は
自
身
の
セ
ク

シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
っ
て
い
く
の
か
、
ま
た
戦
後
社
会
を
生

き
る
う
え
で
、
単
純
に
こ
れ
ま
で
の
観
念
的
世
界
を
否
定
し
葬
る
の
で
は
な
く
、

書
く
こ
と
・
小
説
を
通
じ
て
そ
の
領
域
の
維
持
を
図
る
姿
勢
が
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
作
品
を
夢
想
・
性
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
証
す
る
と
、
こ
の

時
期
に
書
か
れ
た
作
品
は
、
結
果
と
し
て
、
当
時
の
三
島
自
身
に
起
こ
っ
た
変

化
と
リ
ン
ク
し
て
お
り
、『
仮
面
の
告
白
』
へ
向
け
て
夢
想
・
性
の
在
り
方
を

順
に
整
理
し
て
い
る
と
指
摘
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
現
実
世
界
で
の
生
の
変
化
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を
予
兆
し
て
い
る
こ
と
も
窺
え
、
や
は
り
『
仮
面
の
告
白
』
起
稿
に
関
し
て
の

周
到
な
伏
線
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
踏
ま
え
、

観
念
的
世
界
の
在
り
方
は
、「
生
き
る
」
と
い
う
一
つ
の
目
的
の
た
め
に
、
徐
々

に
変
容
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
⑴　

三
島
由
紀
夫
「「
仮
面
の
告
白
」
ノ
ー
ト
」（『
三
島
由
紀
夫
全
集
２
５
』
新
潮
社

　

昭
和
五
〇
・
五
）

⑵　

小
埜
裕
二
「「
苧
菟
と
瑪
耶
」
論
―
〈
美
的
迷
宮
〉〈
死
の
練
金
術
〉
に
つ
い
て
」

（『
稿
本
近
代
文
学
』
平
三
・
一
一
）

⑶　

杉
山
欣
也
「「
苧
菟
と
瑪
耶
」
論
―
そ
の
達
成
と
『
赤
絵
』
第
一
号
」（『
稿
本
近

代
文
学
』
平
一
〇
・
一
二
） 

⑷　

野
口
武
彦
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』（
講
談
社　

昭
四
三
・
一
二
）

⑸　

杉
本
和
広
「
三
島
由
紀
夫
初
期
作
品
の
一
問
題
―
夢
想
の
姿
勢
に
つ
い
て
―
」

（『
名
古
屋
近
代
文
学
研
究
』
昭
六
〇
・
一
一
）

⑹　

佐
藤
秀
明
「「
岬
に
て
の
物
語
」
―
「
夢
想
」
の
展
開
―
」（
昭
和
文
学
研
究　

昭

五
九
・
七
）

⑺　

田
坂
昴
『
三
島
由
紀
夫
論
』（
風
濤
社　

平
一
九
・
五
）

⑻　

⑶
に
同
じ

⑼　

山
内
由
紀
人
「
戦
後
耽
美
派
の
誕
生
―
三
島
由
紀
夫
と
中
井
英
夫
」（『
三
島
由
紀

夫
の
時
間
』
ワ
イ
ズ
出
版　

平
成
一
〇
・
一
一
）

⑽　

梶
谷
哲
男
『
三
島
由
紀
夫　

芸
術
と
病
理
』（
金
剛
出
版　

昭
四
六
・
一
〇
）

⑾　

田
中
美
代
子
「
母
性
崇
拝
の
文
学
」（『
三
島
由
紀
夫
短
篇
全
集
』
２
「
月
報
３
」

講
談
社　

昭
四
六
・
二
）

⑿　

小
埜
裕
二　
「
三
島
由
紀
夫
の
即
日
帰
郷
―「
サ
ー
カ
ス
」
論
」（『
日
本
近
代
文
学
』

平
九
・
五
） 

⒀　

村
松
剛
『
三
島
由
紀
夫
の
世
界
』（
新
潮
社　

平
二
・
九
）

⒁　

阿
久
根
巌
『
サ
ー
カ
ス
の
歴
史　

見
世
物
小
屋
か
ら
近
代
サ
ー
カ
ス
へ
』（
西
田

書
店　

昭
和
五
二
・
二
）

⒂　

三
島
由
紀
夫
「
私
の
十
年
」（『
朝
日
新
聞
』
昭
三
〇
・
一
・
一
五
）

⒃　
「
終
末
感
か
ら
の
出
発
―
昭
和
二
十
年
の
自
画
像
―
」（『
新
潮
』
昭
三
〇
・
八
）

⒄　

松
本
徹
『
三
島
由
紀
夫
論
集　

あ
め
つ
ち
を
動
か
す
』（
試
論
社　

平
一
七
・

一
二
）

⒅　

⒃
に
同
じ

⒆　

⒃
に
同
じ

⒇　

三
島
由
紀
夫
「
空
白
の
役
割
―
青
年
の
役
割
」（『
新
潮
』
昭
三
〇
・
六
）

〈
付
記
〉『
苧
菟
と
瑪
耶
』
の
本
文
引
用
は
『
決
定
版
三
島
由
紀
夫
全
集
』
１
５
（
新
潮

社　

平
一
四
・
二
）、『
岬
に
て
の
物
語
』『
煙
』『
春
子
』『
サ
ー
カ
ス
』
は
『
決
定
版
三

島
由
紀
夫
全
集
』
１
６
（
新
潮
社　

平
一
四
・
三
）
に
拠
っ
た
。

ま
た
、
引
用
に
あ
た
り
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。


