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広
津
和
郎
『
神
経
病
時
代
』
に
お
け
る
ヒ
ス
テ
リ
ー

ー
「
性
格
破
産
者
」
と
の
相
関
関
係
を
中
心
に

i

朴

美

栓

一
、
は
じ
め
に

『
神
経
病
時
代
』
は
一
九
一
七
（
大
正
六
）
年
一

O
月
「
中
央
公
論
」
に
発
表

さ
れ
た
広
津
和
郎
の
代
表
作
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
評
論
家
と
し
て
知
ら
れ
て

い
た
広
津
は
、
こ
の
作
品
を
発
表
し
、
文
壇
に
デ
ビ
ュ
ー
し
た
の
だ
が
、
「
「
神

経
病
時
代
」
の
不
満
足
か
ら
生
れ
た
「
二
人
の
不
幸
者
」
」
に
お
い
て
こ
の
作
品

は
失
敗
作
で
あ
る
と
自
己
評
価
を
く
だ
し
て
い
る
。
永
吉
和
隆
は
広
津
の
自
己

評
価
に
つ
い
て
「
同
時
代
評
を
見
る
と
こ
う
し
た
自
己
評
価
は
主
観
的
で
も
謙

虚
さ
で
も
な
か
っ
た
」
（
注
二
と
い
い
、
「
主
人
公
へ
の
集
中
的
な
感
情
移
入
、

類
型
的
な
人
物
造
形
、
抽
象
的
な
時
代
描
写
と
い
っ
た
観
念
性
は
、
広
津
が
「
粗

雑
」
に
な
っ
た
原
因
と
し
て
挙
げ
る
紙
数
や
時
間
的
制
約
の
問
題
だ
け
に
帰
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
」
（
注
二
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
新
見
満
雄
は
「
広

津
が
ど
の
よ
う
な
自
己
評
価
を
く
だ
そ
う
と
も
文
学
史
的
に
見
れ
ば
作
家
広
津

の
文
壇
的
処
女
作
で
あ
る
と
あ
り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
出
来
ば
え
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
が
広
津
の
生
活
史
に
つ
ち
か
わ

れ
た
思
想
的
蓄
積
、
人
間
洞
察
の
鋭
さ
、
歴
史
感
覚
の
豊
か
さ
と
が
な
い
ま
ぜ

に
な
っ
て
多
彩
な
作
品
世
界
を
構
成
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
」
（
注
一
ニ
）
と

述
べ
て
い
る
。

『
神
経
病
時
代
』
は
「
中
途
半
端
な
、
方
々
に
空
き
間
の
あ
る
よ
う
な
も
の

が
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
た
」
（
注
四
）
と
い
う
意
味
で
は
完
成
度
の
低
い
、
作
家

広
津
の
デ
ビ
ュ
ー
作
で
は
あ
る
が
、
人
間
広
津
の
世
界
観
や
人
間
観
を
反
映
し
、

社
会
問
題
を
鋭
く
批
判
し
よ
う
と
試
み
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
広
津

は
自
分
自
身
を
含
む
知
識
青
年
の
「
弱
さ
」
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
性
格
破
産
者
」

と
い
う
人
物
像
を
生
み
出
し
、
そ
の
造
形
と
し
て
『
神
経
病
時
代
』
の
鈴
本
定

吉
を
描
い
た
と
い
え
る
。
「
性
格
破
産
者
」
の
問
題
に
つ
い
て
定
吉
を
媒
介
に
し

て
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、
定
吉
の
個
人
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
現
代
の
日
本
」

の
問
題
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
し
た
と
い
う
意
味
で
『
神
経
病
時
代
』
と
い
う

題
名
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
橋
本
迫
夫
は
「
「
神
経
病
時
代
」
と
名
づ
け

た
理
由
は
主
人
公
と
そ
の
友
人
達
の
「
性
格
破
産
」
に
あ
り
、
こ
の
作
の
目
的

は
当
時
の
知
識
青
年
層
の
戯
画
を
描
く
こ
と
に
あ
っ
た
」
（
注
五
）
の
だ
が
、
「
悪

役
を
描
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
性
格
破
産
者
に
幾
分
か
同
情
を
惹
こ
う
と
し

て
い
る
」
（
注
六
）
と
そ
の
限
界
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
悪
役
の
代

表
者
と
し
て
は
、
主
人
公
定
吉
の
妻
よ
し
子
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
神
経
病
時
代
』
の
冒
頭
に
は
、
定
吉
は
「
近
頃
憂
欝
に
苦
し
め
ら
れ
は
じ

め
た
」
（
注
七
）
と
あ
り
、
「
憂
欝
」
の
原
因
と
し
て
「
第
一
に
は
彼
の
家
庭
で

あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
主
に
「
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
イ
」
を
起
す
妻
よ
し

子
を
鎮
め
る
た
め
に
行
う
性
行
為
が
定
吉
を
苦
し
ま
せ
、
「
憂
欝
」
に
し
て
い
る
。

妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
一
時
的
に
し
か
お
さ
ま
ら
ず
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
す
た
び

に
同
じ
行
為
を
繰
り
返
さ
な
い
と
い
け
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
定
吉
は
そ

の
妻
と
別
れ
た
く
て
も
、
別
れ
よ
う
と
告
げ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
弱
い
性
格

の
持
主
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
「
性
格
破
産
者
」
の
欠

点
を
批
判
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
が

悪
役
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
情
を
惹
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
結
果
に
な
っ

た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
し
た
か
ら
と
い
っ
て
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妻
を
悪
役
と
断
定
し
て
良
い
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
定
吉
の
弱
い
性
格
が
妻
よ
し
子
に
全
く
影
響
を
及
ぼ
し
て

い
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
「
性
格
破
産
者
」
と
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
相
関
関
係
に
つ
い
て
考
察
を

行
い
た
い
と
患
う
。
「
性
格
破
産
者
」
に
対
す
る
再
検
討
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
品
の
新
た
な
解
釈
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一
一
、
「
性
格
破
産
者
」
た
る
者
l
チ
ェ

l
ホ
フ
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
｜

広
津
は
『
神
経
病
時
代
』
と
い
う
題
名
に
つ
い
て
「
あ
の
作
に
は
少
し
大
き

過
ぎ
る
題
名
だ
」
（
注
入
）
と
い
い
、
そ
れ
で
も
「
あ
の
題
名
を
つ
け
よ
う
と
思

っ
た
気
持
は
、
私
の
そ
れ
迄
に
眼
を
触
れ
て
い
た
現
代
の
統
一
の
な
い
、
色
々

な
方
面
の
生
活
を
書
い
て
見
度
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
」
（
注
九
〉
と
述
べ
て
い
る
。

特
に
「
当
時
の
青
年
層
に
対
す
る
反
抗
や
疑
惑
」
か
ら
日
本
の
若
い
知
識
層
の

「
時
代
」
を
描
こ
う
と
し
た
が
、
か
え
っ
て
主
人
公
定
吉
と
彼
の
友
人
達
を
含

む
知
識
人
層
、
つ
ま
り
「
現
在
の
世
の
中
の
青
年
」
（
注
十
）
と
い
う
限
定
さ
れ

た
人
物
像
を
通
じ
て
「
時
代
」
を
描
こ
う
と
し
た
た
め
に
「
大
き
過
ぎ
る
題
名
」

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
上
記
で
述
べ
た
よ
う
に
『
神
経
病
時

代
』
の
執
筆
の
際
に
「
約
束
の
七
十
枚
以
内
に
書
け
る
も
の
の
よ
う
な
気
が
し

て
筆
を
取
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
室
聞
き
出
し
て
見
る
と
、
と
て
も
そ
れ
位
の
紙
数

に
は
書
け
そ
う
で
な
い
。
（
中
略
）
ま
だ
そ
れ
で
も
到
底
足
り
そ
う
に
な
い
か
ら
、

も
っ
と
紙
数
を
殖
や
し
て
呉
れ
る
よ
う
に
と
、
編
輯
者
に
交
渉
し
て
見
た
が
、

承
知
し
て
呉
れ
な
」
（
注
十
こ
か
っ
た
た
め
、
分
量
的
に
も
「
時
代
」
を
語
っ

た
と
言
う
に
は
少
し
お
お
げ
さ
な
題
名
だ
と
広
津
自
身
は
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。

『
神
経
病
時
代
』
の
主
人
公
定
吉
は
弱
い
性
格
の
た
め
に
自
主
性
を
喪
失
し

た
「
性
格
破
産
者
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
山
田
昭
夫
は
『
神
経
病
時
代
』

に
お
い
て
描
か
れ
て
い
る
「
性
格
破
産
者
」
の
問
題
は
広
津
の
作
品
に
お
け
る

第
一
主
題
で
あ
る
と
し
、
「
性
格
破
産
者
の
発
生
的
根
拠
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
、

（
中
略
）
世
紀
末
的
人
間
像
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
こ
の
問
題
は
、
何
と
い

っ
て
も
〈
世
紀
末
〉
と
い
う
文
化
現
象
の
日
本
的
特
徴
と
し
て
顧
み
る
必
要
が

あ
る
」
（
注
十
二
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
世
紀
末
的
文
化
現
象
に
つ
い
て
は
「
自

然
科
学
の
急
速
・
複
雑
な
発
展
が
も
た
ら
し
た
近
代
生
活
に
お
け
る
機
械
文

明
・
物
質
主
義
に
よ
っ
て
人
間
性
が
痛
め
つ
け
ら
れ
、
不
健
全
な
享
楽
や
逃
避

に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
神
経
表
弱
的
状
態
に
お
い
こ
ま
れ
て
い
っ
た
世
界
的
類
廃

現
象
」
（
注
十
三
）
で
あ
る
と
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
世
紀
末
的

文
化
現
象
は
「
近
代
日
本
の
大
正
期
の
文
化
現
象
に
も
、
多
か
れ
少
な
か
れ
認

め
ら
れ
る
」
（
注
十
四
）
と
述
べ
て
い
る
。

広
津
の
「
性
格
破
産
者
」
は
世
紀
末
的
文
化
現
象
か
ら
生
ま
れ
た
人
物
像
で

あ
り
、
『
神
経
病
時
代
』
に
お
い
て
は
大
正
期
と
い
う
近
代
社
会
を
生
き
る
「
性

格
破
産
者
」
の
苦
悩
や
煩
悶
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
「
神
経
病
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
え
る
。
「
性
格
破
産
者
」
と
い
う
言
葉
は
、
広
津
が
訳
し
た
『
接

吻
外
八
篇
』
（
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
）
の
序
文
に
収
録
さ
れ
た
「
チ
ェ
エ
ホ

フ
の
強
み
」
〈
注
一
五
）
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
。
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チ
ェ
エ
ホ
フ
程
彼
の
住
ん
で
い
た
当
時
の
露
西
亜
を
根
本
か
ら
理
解
し
た

作
家
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
彼
が
当
時
の
到
底
救
う
事
の
出
来
な
い
露
西
亜

の
消
極
的
廃
滅
の
病
原
菌
と
し
て
発
見
し
た
も
の
は
、
社
会
状
態
の
不
幸
と

云
う
事
で
も
な
け
れ
ば
、
政
府
の
圧
迫
と
云
う
事
で
あ
っ
た
。
彼
は
或
る
人

か
ら
、
「
現
代
露
西
亜
が
最
も
要
求
す
べ
き
も
の
は
何
か
？
」
と
訊
ね
ら
れ
た



時
、
そ
の
聞
に
直
接
に
は
答
え
ず
に
、
「
現
代
露
西
亜
の
最
大
不
幸
は
性
格
の

破
産
だ
！
」
と
云
っ
た
。
性
格
の
破
産
！
こ
れ
は
チ
エ
エ
ホ
フ
の
強
み
の
見

た
当
時
の
露
西
亜
の
堕
落
の
病
原
菌
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
（
注
十
六
）

「
露
西
亜
の
堕
落
の
病
原
菌
」
は
「
性
格
の
破
産
」
と
し
て
日
本
に
流
入
し

た
と
い
え
る
が
、
渡
辺
聡
子
に
よ
る
と
「
そ
も
そ
も
こ
の
言
葉
自
体
は
チ
ェ
！

ホ
フ
か
ら
と
っ
た
も
の
だ
」
（
注
十
七
）
が
、
「
チ
ェ

l
ホ
フ
の
側
か
ら
調
べ
て

み
る
と
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
言
葉
は
な
い
も
の
の
、
広
津
の
言
う
「
性
格
破

産
者
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
く
符
合
す
る
発
言
が
あ
る
」
（
注
十
八
）
も
の
と
し
て
、

ス
ヴ
オ

l
リ
ン
に
宛
て
た
一
八
八
八
年
一
二
月
三

O
日
の
手
紙
が
あ
る
と
い
う
。

「
チ
ェ
！
ホ
フ
の
自
作
『
イ
ワ

i
ノ
フ
』
に
つ
い
て
解
説
し
な
が
ら
非
常
に
熱

っ
ぽ
く
ロ
シ
ア
人
論
を
展
開
し
た
」
（
注
十
九
）
長
文
の
手
紙
に
は
、
イ
ワ

l
ノ

フ
の
よ
う
な
人
た
ち
は
問
題
の
解
決
カ
が
な
い
た
め
、
そ
の
問
題
が
重
な
り
、

疲
れ
果
て
て
し
ま
い
、
つ
い
に
自
分
を
見
失
っ
て
し
ま
う
と
語
ら
れ
て
い
る
。

「
チ
ェ

l
ホ
フ
は
、
ロ
シ
ア
人
が
学
校
を
出
る
と
す
ぐ
、
自
分
の
手
に
余
る
大

き
な
思
想
や
理
想
的
事
業
に
と
り
か
か
り
、
過
度
に
熱
中
す
る
結
果
、
三

O
や

三
五
歳
と
い
う
若
さ
で
も
う
疲
れ
果
て
、
気
力
を
失
い
、
何
も
か
も
否
定
し
始

め
る
と
い
う
「
過
度
の
興
奮
」
と
「
早
す
ぎ
る
疲
労
」
を
、
現
代
ロ
シ
ア
の
問

題
と
し
て
い
る
」
（
注
二
十
）
と
渡
辺
は
述
べ
て
い
る
。
ロ
シ
ア
の
世
紀
末
的
な

時
代
背
景
と
日
本
の
大
正
期
の
時
代
状
況
の
類
似
さ
は
「
性
格
破
産
者
」
と
い

う
人
物
像
を
媒
介
に
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
九
五
一
（
昭
和
二
六
）
年
の
七
月
号
『
文
学
界
』
に
発
表
さ
れ
た
コ
神
経

病
時
代
」
を
書
く
ま
で
」
に
お
い
て
は
『
神
経
病
時
代
』
の
執
筆
に
影
響
を
及

ぼ
し
た
人
物
と
し
て
チ
ェ
！
ホ
フ
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
チ
ェ

l
ホ
フ
に
興
味

を
持
っ
た
理
由
と
し
て
は
広
津
自
身
の
「
弱
さ
」
に
よ
る
「
懐
疑
的
な
と
こ
ろ

や
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
（
注
二
一
）
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
広
津
は
「
性
格
破
産
者
」
を
描
こ
う
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は

ロ
シ
ア
文
学
か
ら
学
ん
だ
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
と
い
う
言
葉
が
イ
ン
テ
リ
と
単

純
化
さ
れ
、
「
イ
ン
テ
リ
の
弱
さ
と
い
う
事
が
始
め
て
こ
の
国
で
問
題
に
な
っ
て

来
た
」
（
注
二
二
）
頃
か
ら
「
現
代
日
本
に
一
番
憂
う
べ
き
」
（
注
二
三
）
存
在

と
し
て
「
性
格
破
産
者
」
が
ご
番
気
に
な
っ
て
い
た
」
（
注
二
四
）
た
め
だ
と

述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
「
一
般
に
は
ト
ル
ス
ト
イ
ズ
ム
が
流
行
し
、
（
中
略
）
個
性
の
生
命
力

の
無
限
の
成
長
の
可
能
が
青
年
達
を
有
頂
天
に
し
て
い
た
が
、
私
は
そ
ん
な
風

に
光
明
的
に
は
物
が
考
え
ら
れ
ず
、
知
識
青
年
の
事
に
当
た
っ
て
の
実
行
力
の

な
い
弱
さ
と
い
う
よ
う
な
も
の
ば
か
り
が
目
に
つ
い
て
い
た
」
（
注
二
五
）
と
当

時
の
状
況
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
広
津
の
描
く
「
性
格
破
産
者
」
の
最
も

重
要
な
性
質
と
い
う
の
は
「
実
行
力
の
な
い
弱
さ
」
に
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ

の
「
弱
さ
」
を
批
判
的
に
と
ら
え
、
自
分
の
よ
う
な
当
時
の
知
識
青
年
を
反
省

さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
執
筆
の
目
的
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

『
神
経
病
時
代
』
に
お
い
て
は
、
チ
ェ
！
ホ
フ
に
学
ん
だ
「
弱
さ
」
だ
け
で
は

な
く
、
ト
ル
ス
ト
イ
に
影
響
を
受
け
た
「
強
さ
」
も
う
か
が
わ
れ
る
。
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三
、
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
l
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
を
め
ぐ
っ
て
｜

一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
の
五
月
号
『
新
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
「
チ
ェ
エ
ホ

フ
の
強
み
」
の
内
容
に
多
少
の
訂
正
を
加
え
、
再
び
論
じ
た
一
九
一
六
（
大
正
五
）

年
一
二
月
の
『
ト
ル
ス
ト
イ
研
究
』
に
発
表
さ
れ
た
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
チ
ェ

1

ホ
フ
」
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
と
チ
ェ

l
ホ
フ
の
比
較
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
広



津
は
こ
の
二
人
を
比
較
し
て
論
じ
る
理
由
に
つ
い
て
「
チ
ェ

l
ホ
フ
の
傾
向
を

述
べ
る
た
め
に
は
、
彼
と
ま
る
で
正
反
対
の
傾
向
に
行
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
を
引

合
い
に
出
す
事
が
便
利
で
も
あ
り
、
又
意
味
の
あ
る
事
で
も
あ
る
か
ら
」
（
注
二

六
）
と
説
明
し
て
い
る
。
広
津
は
チ
ェ

i
ホ
フ
と
ト
ル
ス
ト
イ
が
正
反
対
の
傾

向
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

二
人
の
容
貌
に
つ
い
て
も
、
チ
ェ
！
ホ
フ
は
「
華
者
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

決
し
て
浮
つ
い
た
と
こ
ろ
の
少
し
も
な
い
、
真
面
目
な
、
お
ち
つ
い
た
背
広
姿

で
立
っ
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ト
ル
で
、
し
ず
か
で
、
如
何
に
も
ひ
ね
く
れ
ず
に
教

養
を
積
ん
だ
人
の
聡
明
を
表
し
て
い
る
そ
の
眼
や
唇
」
（
注
二
七
）
と
表
現
し
て

い
る
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
は
「
憤
怒
に
燃
え
初
め
そ
う
に
思
わ
れ
る
表
情
」
（
注
二

八
）
、
「
強
い
カ
を
以
て
押
っ
か
ぶ
せ
て
来
る
、
厳
粛
さ
に
先
ず
心
を
撃
た
れ
る
」

（
注
二
九
）
と
し
て
い
る
。
広
津
は
ト
ル
ス
ト
イ
に
対
し
て
片
寄
っ
た
見
方
を

し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
チ
ェ

l
ホ
フ
と
傾
向
が
正
反
対

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
広
津
自
身
、
が
「
ト

ル
ス
ト
イ
よ
り
も
チ
ェ
！
ホ
フ
に
同
感
を
持
っ
て
」
（
注
三
十
）
い
た
た
め
、
「
チ

ェ
l
ホ
フ
の
傾
向
に
対
す
る
方
が
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
傾
向
に
対
す
る
よ
り
も
よ

り
親
切
に
な
」
（
注
三
二
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
。

チ
ェ

i
ホ
フ
の
「
弱
さ
」

の
影
響
か
ら
定
吉
と
い
う
「
性
格
破
産
者
」
が
生

れ
た
と
し
た
ら
、
ト
ル
ス
ト
イ
か
ら
は
、
そ
の
「
弱
さ
」
と
対
比
を
な
す
も
の

と
し
て
彼
の
「
強
さ
」
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う
。
『
神
経
病
時
代
』

で
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
が
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

主
に
「
肉
慾
的
な
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
発
作
」
を
起
こ
す
妻
よ
し
子
が
登
場
す
る
場

面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
広
津
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
採
用
し
た

理
由
に
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
は
ト
ル
ス
ト
イ
の
晩
年
の
中
編
小
説
で
あ
る
。

不
貞
の
妻
を
嫉
妬
し
た
あ
げ
く
殺
し
て
し
ま
っ
た
主
人
公
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ

の
告
白
か
ら
な
っ
て
お
り
、
当
時
の
結
婚
問
題
及
び
性
欲
問
題
に
つ
い
て
厳
し

く
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
出
産
や
育
児
を
女
性
の
偉
大
な
る
業
績
で

あ
る
と
し
、
そ
の
時
期
に
行
う
性
行
為
は
女
性
や
子
供
に
害
を
与
え
る
こ
と
で

あ
り
、
道
徳
的
に
純
潔
で
は
な
い
行
為
で
あ
る
と
非
難
し
て
い
る
。
青
山
太
郎

に
よ
る
と
ご
八
八
八
年
三
月
二

O
日
付
ヂ
ェ
ル
ト
コ
フ
宛
て
の
手
紙
か
ら
察

す
る
に
、
こ
の
頃
の
ト
ル
ス
ト
イ
の
性
愛
に
関
す
る
考
え
方
は
未
だ
比
較
的
穏

や
か
な
も
の
で
、
結
婚
に
お
け
る
性
交
は
罪
で
は
な
く
、
む
し
ろ
神
の
意
志
で

あ
る
」
（
注
三
二
）
と
考
え
て
い
た
の
が
、
「
ひ
と
た
び
或
る
理
念
に
取
り
懇
か

れ
た
ら
そ
れ
を
と
こ
と
ん
突
き
つ
め
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
マ
ク
シ
マ
リ
ス
ト
で
し

た
か
ら
、
そ
の
後
幾
度
か
の
中
断
と
改
変
を
経
て
、
一
八
八
九
年
夏
に
作
品
が

ほ
ぼ
完
成
し
た
時
、
そ
こ
に
表
明
さ
れ
た
理
念
は
、
夫
婦
問
に
お
い
て
す
ら
性

交
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
極
端
な
主
張
に
達
し
て
い
」
（
注
三
三
）
た
と
い

h

円
ノ
。
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「
過
剰
な
ま
で
の
性
行
為
に
対
す
る
拒
否
感
」
（
注
三
四
）

正
常
な
夫
婦
の
性
生
活
を
営
も
う
と
す
る
妻
は
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ

リ
ー
と
い
う
熔
印
を
押
さ
れ
る
。
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
に
お
い
て
は
、

そ
う
し
た
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
起
す
妻
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ル
ス

ト
イ
の
唱
え
る
禁
欲
主
義
が
「
教
訓
話
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

ト
ル
ス
ト
イ
の

に
よ
っ
て
、

つ
ま
り
、

『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
に
お
け
る
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
妻
に
不
節
制
と
い
う

熔
印
を
押
し
、
処
罰
す
る
こ
と
に
一
種
の
妥
当
性
を
与
え
、
禁
欲
主
義
を
唱
え

る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
手
段
で
あ
る
と
い
え
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
の
「
強
さ
」
と

正
義
を
実
現
す
る
た
め
に
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
を
「
処
罰
」
す
る

い
う
の
は
、



と
い
う
「
実
行
力
」
に
あ
り
、
広
津
は
こ
の
「
実
行
力
」
に
「
強
さ
」
が
あ
る

と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
。
広
津
は
定
吉
を
ポ
ズ
ド
ヌ
イ
シ
ェ
フ
と
同
じ
状
況
に
お

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
教
を
以
て
人
生
に
お
っ
か
ぶ
せ
て
行
く
作
者
」
（
注
三
五
）

の
ト
ル
ス
ト
イ
と
「
人
を
叱
る
事
な
く
唯
自
然
に
人
の
心
に
自
省
を
与
え
て
行

く
作
者
」
（
注
三
六
）
の
チ
ェ

l
ホ
フ
の
対
比
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。広

津
は
「
怒
れ
る
ト
ル
ス
ト
イ
」

以
下
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

の
中
で
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
を

彼
は
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
が
人
生
に
或
る
利
益
を
与
え
た
事
を

自
身
し
て
い
る
。
現
代
文
明
の
虚
偽
、
殊
に
結
婚
生
活
の
虚
偽
を
あ
ば
い
て

問
題
を
提
出
し
た
と
こ
ろ
に
は
、
多
少
の
利
益
を
与
え
た
と
云
え
る
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
上
に
そ
れ
は
却
っ
て
人
生
に
焦
燥
を
与
え
て
い
る
。
静

か
な
霊
魂
の
所
有
者
に
は
「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
は
何
で
も
な
い
。

恐
ろ
し
く
イ
ラ
イ
ラ
す
る
退
屈
な
物
語
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
け
れ
ど
も
み

ず
か
ら
の
焦
燥
を
支
配
す
る
事
が
出
来
ず
に
悩
ん
で
、
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
た

統
一
の
つ
か
な
い
良
心
を
虫
歯
の
神
経
の
よ
う
に
露
出
し
て
い
る
人
間
に
は
、

そ
れ
は
鎮
痛
剤
に
あ
ら
ず
し
て
胡
搬
の
よ
う
な
刺
戟
物
で
あ
る
。
（
注
三
七
）

結
婚
生
活
の
虚
偽
性
に
よ
る
家
庭
問
題
、
つ
ま
り
「
愛
の
な
い
」
結
婚
生
活

に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
夫
婦
問
の
性
生
活
の
問
題
を
、
肉
欲
的
な
ヒ
ス

テ
リ
ー
を
起
す
妻
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
し
た
ト
ル
ス
ト
イ
の

作
品
は
チ
ェ

i
ホ
ブ
や
広
津
の
よ
う
な
「
静
か
な
霊
魂
の
所
有
者
」
に
は
「
恐

ろ
し
く
イ
ラ
イ
ラ
す
る
退
屈
な
物
語
」
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。

ト
ル
ス
ト
イ
の
「
強
さ
」
は
妻
を
殺
す
と
い
う
考
え
を
行
動
に
移
し
た
主
人

公
の
「
実
行
力
」
に
あ
る
が
、
た
だ
し
、
妻
を
犠
牲
に
せ
ず
に
は
、
得
ら
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
広
津
は
こ
う
し
た
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
に
つ
い
て

酷
評
し
な
が
ら
も
、
『
神
経
病
時
代
』
に
お
い
て
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』

を
用
い
た
の
は
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る

「
愛
の
な
い
」
結
婚
生
活
の
虚
偽
性
を
「
弱
さ
」
の
立
場
か
ら
取
り
扱
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
「
強
さ
」
の
立
場
か
ら
提
示
し
た
家
庭
問
題
の
解
決
策
に
対
し
て
批

評
を
加
え
よ
う
と
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
『
ク
ロ
イ
ツ

エ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
と
同
様
に
家
庭
問
題
と
し
て
取
り
扱
お
う
と
し
た
愛
の
な
い

結
婚
生
活
の
中
に
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
と
い
う
人
物
を
設
定
し
た
の
だ

が
、
結
果
的
に
そ
の
妻
は
「
性
格
破
産
者
」
の
弱
さ
に
よ
る
犠
牲
者
と
な
る
。

四
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
誘
発
さ
せ
る
「
性
格
破
産
者
」

『
神
経
病
時
代
』
の
主
人
公
鈴
本
定
吉
は
近
頃
憂
欝
に
な
り
「
周
囲
の
何
も

彼
も
が
つ
ま
ら
な
く
て
、
淋
し
く
て
、
味
気
な
く
て
、
苦
し
」
く
感
じ
て
い
た
。

他
の
少
女
に
恋
を
し
て
い
た
定
吉
は
、
時
帰
路
し
て
い
る
聞
に
、
大
胆
に
誘
い
か

け
て
く
る
よ
し
子
に
よ
っ
て
、
そ
の
時
持
っ
て
い
た
童
貞
を
初
め
て
失
い
汚
し

て
し
ま
い
、
憂
苦
に
襲
わ
れ
る
。
積
極
的
な
よ
し
子
に
よ
っ
て
童
貞
を
失
い
汚

し
て
し
ま
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
部
分
は
、
光
石
亜
由
美
に
よ
る
と
「
女
性

の
貞
操
を
議
論
す
る
こ
と
か
ら
、
女
性
の
処
女
性
を
〈
奪
う
！

l
奪
わ
れ
る
〉

と
い
っ
た
価
値
体
系
に
転
換
さ
せ
た
の
が
「
青
鞍
」
の
処
女
論
争
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
男
性
の
「
童
貞
」
も
〈
奪
わ
れ
る
／
汚
さ
れ
る
〉
と
い
っ
た
観
点
か

ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
」
（
注
三
八
）
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
の

は
「
愛
の
な
い
」
性
的
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
妻
を
愛
さ
な
い
定
吉

-17一



は
〈
奪
わ
れ
た
〉
立
場
と
な
り
、
妻
は
自
然
に
〈
奪
っ
た
〉
と
い
う
、
い
わ
ゆ

る
〈
弱
〉
と
〈
強
〉
の
力
学
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

定
吉
の
妻
と
な
っ
た
よ
し
子
は
「
二
日
か
三
日
に
一
度
、
あ
る
い
は
毎
日
」

ヒ
ス
テ
リ
ー
の
原
因
に
つ
い
て
は
次
の
よ

ヒ
ス
テ
リ
ー
の
発
作
を
起
し
た
が
、

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

：
：
昨
夜
も
亦
例
の
よ
う
に
、
彼
の
妻
の
不
機
嫌
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
い
つ
で
も
何
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
原
因
が
あ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。

後
で
考
え
て
見
る
と
、
何
で
あ
っ
た
か
思
い
出
せ
な
い
程
些
細
な
事
か
ら
い

つ
も
始
ま
る
の
で
あ
っ
た
。
よ
し
子
は
先
ず
最
初
に
何
と
い
う
事
も
な
く
そ

の
不
機
嫌
の
気
分
に
襲
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

よ
し
子
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
原
因
は
な
く
、
「
思
い
出
せ
な

い
程
些
細
な
事
」
で
突
然
不
機
嫌
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
は

「
過
度
の
病
的
な
不
節
制
か
ら
く
る
ヒ
ス
テ
リ
イ
患
者
な
ん
だ
！
」
、
「
彼
の
妻

は
あ
の
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
イ
の
発
作
を
起
こ
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
性
的

な
欲
求
不
満
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
原
因
に
つ
い
て
直
接
言

及
し
て
い
る
場
面
に
お
い
て
些
細
な
事
と
大
ま
か
に
し
、
原
因
不
明
で
あ
る
か

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
性
的
欲
求
不
満
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

強
調
さ
せ
る
結
果
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

よ
し
子
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
徴
候
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い

る
そ
の
眼
の
険
が
一
層
は
、
げ
し
く
な
っ
て
、
頬
の
辺
り
に
筋
肉
が
硬
ば
っ
た
よ

う
な
無
愛
想
な
表
情
が
浮
ん
で
来
る
。
眉
と
眉
と
の
間
が
ピ
ク
リ
ピ
ク
リ
と

痘
筆
す
る
。
唇
が
少
し
尖
が
て
来
る
。
そ
し
て
眼
だ
け
何
処
か
部
屋
の
一
方

を
じ
っ
と
瞬
き
も
せ
ず
見
つ
め
な
が
ら
、
そ
の
く
せ
顔
は
真
正
面
か
ら
彼
の

顔
に
向
け
ら
れ
る
。

こ
の
兆
候
が
現
わ
れ
始
め
る
と
、
定
吉
の
心
は
い
つ
で
も
償
え
て
来
る
の

で
あ
っ
た
。

ヒ
ス
テ
リ
ー
の
徴
候
は
、
眼
の
険
、
頬
の
辺
り
、
眉
と
眉
と
の
問
、
唇
と
い
う

よ
う
に
、
顔
に
集
中
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
描
写
か
ら
は
、
妻
の
顔

が
醜
く
感
じ
ら
れ
る
ほ
ど
に
妻
に
対
し
て
愛
情
を
欠
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

さ
ら
に
、
徴
候
が
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
と
定
吉
の
心
は
い
つ
で
も
怯
え
て
く
る

と
あ
り
、
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
恐
れ
て
い
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

由
に
つ
い
て
は
こ
れ
に
続
く
場
面
に
お
い
て
推
定
で
き
る
。
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そ
の
理

「
あ
な
た
」
と
彼
女
は
暗
い
た
。
彼
女
の
声
は
急
に
や
さ
し
く
な
っ
て
、

か
す
か
な
震
え
を
帯
び
て
い
た
。
と
、
突
然
眼
前
の
物
全
体
が
自
分
の
上
に

崩
れ
落
ち
て
来
た
よ
う
な
心
持
が
定
吉
は
し
た
。
定
吉
の
頭
は
渦
を
巻
い
た
。

（
中
略
）

昨
夜
の
よ
う
な
発
作
の
あ
っ
た
翌
朝
は
、
彼
女
は
機
嫌
が
よ
く
て
、
に
こ

に
こ
し
て
ゐ
た
。

定
吉
は
妻
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
発
作
を
起
こ
し
た
日
は
、
妻
の
欲
求
不
満
を
満
足

さ
せ
る
と
い
う
方
法
を
選
び
、
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
鎮
め
て
い
た
。
高
橋
正
雄

に
よ
る
と
、
定
吉
は
「
妻
の
発
作
が
性
的
な
欲
求
不
満
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、



性
的
な
欲
求
を
満
た
し
て
や
れ
ば
症
状
は
治
ま
る
こ
と
」
（
注
三
九
）
を
認
識
し
、

「
妻
の
発
作
を
治
め
る
た
め
に
性
的
な
欲
求
に
応
え
る
と
い
う
対
応
」
（
注
四

O
）

を
行
っ
て
お
り
、
そ
の
行
為
が
却
っ
て
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
「
強
化
因
子
と
な
っ
て

彼
女
の
発
作
を
慢
性
・
持
続
化
さ
せ
て
い
る
」
（
注
四
二
と
い
う
。
つ
ま
り
、

定
吉
を
「
憂
欝
」
に
さ
せ
、
苦
し
ま
せ
て
い
る
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
は
、
妻
の
性

的
な
欲
求
に
応
え
て
し
ま
っ
た
定
吉
自
身
に
よ
っ
て
持
続
化
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
定
吉
と
よ
し
子
の
二
人
は
「
憂
欝
」
と
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
」
と
い
う
神
経
病

に
苦
し
む
生
活
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
そ
の
不
幸
な
結
婚
生
活
の
発
端
と
な

「
弱
さ
」
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。

る
の
は
定
吉
の

定
吉
は
最
初
他
の
少
女
に
恋
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
彼
は
相
手

に
そ
れ
を
打
明
け
る
勇
気
が
な
く
て
、
障
時
し
関
々
と
し
て
い
た
。
そ
こ
に

彼
の
妻
が
現
わ
れ
て
来
た
。
彼
の
妻
は
彼
女
の
方
か
ら
彼
に
誘
い
か
け
て
来

た
。
彼
が
鷹
跨
し
て
い
る
間
に
、
彼
女
は
ど
ん
ど
ん
事
を
は
こ
ん
で
行
っ
た
。

す
べ
て
が
定
吉
は
受
身
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
彼
は
そ
の
時
ま
で
持
っ
て
い
た

も
の
を
彼
女
に
よ
っ
て
初
め
て
失
い
汚
し
て
し
ま
っ
た
時
、
取
返
し
の
つ
か

な
い
事
を
し
た
と
い
う
憂
苦
に
襲
わ
れ
た
の
を
思
い
出
し
た
。

よ
し
子
と
結
婚
す
る
以
前
、
定
吉
が
自
分
の
「
弱
さ
」
の
た
め
に
最
初
恋
し

て
い
た
女
性
に
告
白
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
「
愛
の
な
い
」
結
婚
生
活
の
発
端

で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
女
性
に
気
持
を
「
打
明
け
る
勇
気
」
が
あ
っ
た
の
で

あ
れ
ば
、
「
愛
の
あ
る
」
結
婚
生
活
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
告
白

を
実
行
で
き
ず
「
鷹
障
し
悶
々
と
し
て
い
た
」
時
に
、
積
極
的
な
よ
し
子
が
あ

ら
わ
れ
、
誘
い
か
け
て
く
る
の
を
断
れ
ず
、
肉
体
関
係
を
結
ん
で
し
ま
う
が
、

山
田
昭
夫
は
「
鈴
本
は
自
分
の
純
潔
を
〈
失
い
汚
し
て
し
ま
っ
た
〉
と
感
じ
て

い
る
の
だ
か
ら
、
当
初
か
ら
愛
は
不
在
だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

（
注
四
二
）
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
よ
し
子
と
の
「
愛
の
な
い
」

結
婚
生
活
が
は
じ
ま
る
の
で
あ
る
。

ま
と
め
て
み
る
と
、
恋
し
て
い
た
女
性
に
告
白
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
誘
い

か
け
て
く
る
よ
し
子
に
断
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
定
吉
の
「
実
行
力
の
な
い
」

「
弱
さ
」
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
「
愛
の
な
い
」
結
婚

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
よ
し
子
の
場
合
は
定
吉
に
積
極

的
か
つ
能
動
的
に
愛
を
求
め
て
性
的
な
行
為
に
お
よ
び
、
夫
婦
関
係
に
な
っ
た

た
め
、
「
愛
の
あ
る
」
結
婚
生
活
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
そ
の
生
活
に
お
い
て
問

題
と
な
る
の
は
、
定
吉
の
態
度
で
あ
る
。

「
あ
な
た
位
何
を
云
っ
て
も
張
合
の
な
い
人
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
あ
な
た

の
顔
を
御
覧
な
さ
い
、
ま
あ
意
気
地
の
な
い
顔
を
し
て
、
年
百
年
中
、
ち
っ

と
も
表
情
に
変
化
が
な
く
て
、
た
だ
弱
々
し
く
に
た
に
た
笑
っ
て
い
て
：
：
：
」

よ
し
子
の
声
に
は
次
第
に
怒
気
が
募
っ
て
来
た
。

ご
体
あ
な
た
は
あ
た
し
ゃ
坊
を
ど
う
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
の
？
」

（
中
略
）
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彼
女
の
眼
は
怒
気
を
含
ん
で
興
奮
し
て
光
っ
て
い
た
。

定
吉
の
消
極
的
か
つ
受
動
的
な
態
度
は
、
よ
し
子
に
愛
情
不
足
を
感
じ
さ
せ
、

ヒ
ス
テ
リ
ー
を
誘
発
し
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
定
吉
の
「
弱
さ
」
は
「
愛

の
な
い
」
結
婚
生
活
の
発
端
と
な
り
、
そ
の
よ
う
な
結
婚
生
活
の
中
で
定
吉
を

「
憂
欝
」
に
す
る
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。



『
神
経
病
時
代
』
の
妻
は
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
の
妻
と
同
じ
く
、

作
者
の
教
義
の
た
め
に
犠
牲
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
「
性
格
破
産
者
」
の
「
弱
さ
」
を
描
こ
う
と
し
た
こ
と
に
は
成
功
し
た

と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
鎮
め
る
た
め
に
行

っ
た
「
愛
の
な
い
性
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
で
は
そ
の
結
末
で
皮
肉
に
も
生
殖
に

結
び
つ
い
て
し
ま
」
（
注
四
三
）
い
、
定
吉
は
妻
に
離
婚
を
告
げ
る
こ
と
を
実
行

で
き
ず
に
終
わ
る
が
、
こ
の
結
末
で
は
「
性
格
破
産
者
」
の
弱
い
性
格
が
ま
た

新
た
な
問
題
を
作
り
出
し
、
「
憂
欝
」
に
な
る
と
い
う
悪
循
環
を
暗
示
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

玉
、
結
び

本
稿
で
は
、
広
津
和
郎
『
神
経
病
時
代
』
に
お
い
て
「
性
格
破
産
者
」
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
定
吉
と
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
よ
し
子
と
の
相
関
関
係

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
「
性
格
破
産
者
」
と
い
う
人
物
像
は
チ
ェ

l
ホ
フ
に
学
ん

だ
「
弱
さ
」
に
よ
っ
て
生
れ
た
と
い
え
る
。
「
性
格
破
産
者
」
の
欠
点
と
い
う
の

は
弱
い
性
格
に
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
弱
い
性
格
の
た
め
に
自
分
の
考
え
を
行
動

に
移
す
こ
と
の
で
き
る
実
行
力
を
も
欠
知
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
定
吉
は
好

き
な
女
性
に
告
白
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
自
分
よ
り
能
動
的
な
よ
し
子
と
愛
の

な
い
夫
婦
関
係
と
な
り
、
妻
の
肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
鎮
め
る
た
め
に
、
性

行
為
を
繰
り
返
す
と
い
う
憂
欝
な
日
々
を
過
ご
す
こ
と
に
な
る
。

「
愛
の
な
い
」
結
婚
生
活
の
虚
偽
性
に
よ
る
家
庭
問
題
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
『
ク

ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
の
中
で
は
、
実
行
力
の
あ
る
「
強
さ
」
の
立
場
か
ら

妻
を
殺
す
と
い
う
極
端
な
解
決
策
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
方
法
に
対

し
て
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
広
津
は
、
「
弱
さ
」
の
立
場
か
ら
「
愛
の

な
い
」
家
庭
問
題
を
取
り
扱
お
う
と
し
た
。
し
か
し
、
ト
ル
ス
ト
イ
と
同
様
に

肉
欲
的
な
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
を
家
庭
問
題
の
主
な
原
因
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
の
中
で
禁
欲
主
義
を
唱
え
る
た
め
に
ヒ
ス
テ
リ

ー
の
妻
を
犠
牲
に
し
た
の
と
同
じ
く
、
「
性
格
破
産
者
」
の
「
弱
さ
」
を
反
省
さ

せ
る
た
め
に
、
妻
よ
し
子
を
犠
牲
に
し
て
い
る
。

一
方
、
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
と
の
違
い
と
い
え
ば
、
『
神
経
病
時
代
』

で
は
、
定
吉
を
苦
し
ま
せ
、
悪
役
を
担
う
は
ず
で
あ
っ
た
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
妻
が
、

「
性
格
破
産
者
」
の
「
弱
さ
」
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
被
害
を
受
け
て
い
た
の

で
あ
る
。
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
原
因
、
さ
ら
に
は
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
慢
性
・

持
続
化
さ
せ
て
い
る
の
は
、
妻
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
苦
し
ん
で
い
る
と
訴
え
て
い

る
定
吉
自
身
の
弱
い
性
格
の
た
め
で
あ
る
。
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
媒
介
に
し
て
あ
ら

わ
れ
て
い
る
定
吉
と
よ
し
子
の
家
庭
問
題
に
お
い
て
、
妻
に
ヒ
ス
テ
リ
ー
を
誘

発
さ
せ
た
定
吉
に
も
責
任
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
定
吉
が
必
ず
し
も

同
情
す
べ
き
人
物
で
あ
り
、
同
情
を
引
く
よ
う
な
人
物
で
あ
る
と
言
い
切
れ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
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「注」
て
永
吉
和
隆
コ
性
格
破
産
者
」
批
判
に
お
け
る
「
社
会
」
表
象
に
つ
い
て
｜
広

津
和
郎
『
神
経
病
時
代
』

l
」
『
国
文
学
研
究
』
一
六
九
号
、
二

O
二二

年
三
月
、
四
九
頁
。

二
、
前
掲
注
一
に
同
じ
。

三
、
新
見
満
雄
「
神
経
病
時
代
」
論

l
広
津
和
郎
の
作
家
的
出
発

l
」
『
日
本
文

学
』
二
四
（
九
）
、
一
九
七
五
年
、
二
四
頁
。



四
、
広
津
和
郎
「
「
神
経
病
時
代
」
の
不
満
足
か
ら
生
れ
た
「
二
人
の
不
幸
者
」
」

『
広
津
和
郎
全
集
』
第
十
三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
一
一
月
、

四
五
頁
。

五
、
橋
本
通
夫
「
広
津
和
郎
論
ー
そ
の
「
弱
さ
」
と
「
強
さ
」
｜
」
『
日
本
文
学

研
究
資
料
叢
書
私
小
説
』
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
五
月
、
七
頁
。

六
、
前
掲
注
五
に
同
じ
。

七
、
広
津
和
郎
「
神
経
病
時
代
」
『
慶
津
和
郎
全
集
』
第
一
巻
、
中
央
公
論
社
、

一
九
七
三
年
二
一
月
。
以
下
、
『
神
経
病
時
代
』
の
引
用
の
出
典
は
同
じ

で
あ
る
。

八
、
前
掲
注
四
に
同
じ
。

九
、
前
掲
注
四
に
同
じ
。

十
、
前
掲
注
四
に
同
じ
。

十
一
、
前
掲
注
四
に
閉
じ
。

十
二
、
山
田
昭
夫
「
広
津
和
郎
論
｜
第
一
主
題
の
作
品
に
つ
い
て
l
」
『
日
本
文

学
研
究
資
料
叢
書
私
小
説
』
有
精
堂
、
一
九
八
三
年
五
月
、
二
二
頁
。

十
三
、
前
掲
注
十
二
に
同
じ
。

十
四
、
前
掲
注
十
二
に
同
じ
。

十
五
、
橋
本
適
夫
に
よ
る
と
「
チ
ェ
エ
ホ
フ
の
強
み
」
は
一
九
二
ハ
（
大
正
五
）

年
の
三
月
号
『
新
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
「
チ
ェ

l
ホ
フ
小
論
」
を
改
作

し
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
（
『
慶
津
和
郎
全
集
第
八
巻
』
中
央

公
論
社
、
一
九
七
四
年
一
一
月
、
五
四
一
頁
。
）

十
六
、
広
津
和
郎
「
チ
ェ
エ
ホ
フ
の
強
み
」
『
慶
津
和
郎
全
集
』
第
八
巻
、
中
央

公
論
社
、
一
九
七
四
年
一
一
月
、
七
三
頁
。

十
七
、
渡
辺
聡
子
「
広
津
和
郎
『
神
経
病
時
代
』
の
誕
生
と
チ
ェ

1
ホ
フ
の
『
決

関
』
」
『
ロ
シ
ア
・
ソ
ビ
エ
ト
研
究
』

九
頁
。

一
五
号
、

一
九
八
七
年
三
月
、
六

十
八
、
前
掲
注
十
七
に
同
じ
。
六
九
j
七
O
頁。

十
九
、
前
掲
注
十
七
四
に
同
じ
。

二
十
、
前
掲
注
一
に
同
じ
。
七

O
頁。

二
一
、
広
津
和
郎
「
「
神
経
病
時
代
」
を
書
く
ま
で
」
『
慶
津
和
郎
全
集
』
第
十

三
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
一
一
月
、
四
四
四
頁
。

二
二
、
前
掲
注
二
一
に
同
じ
。
四
四
五
頁
。

二
三
、
前
掲
注
こ
こ
に
同
じ
。

二
四
、
前
掲
注
こ
こ
に
同
じ
。

二
五
、
前
掲
注
こ
こ
に
同
じ
。

二
六
、
広
津
和
郎
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
チ
ェ

l
ホ
ブ
」
『
慶
津
和
郎
全
集
』
第
八
巻
、

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年
一
一
月
、
一
一
七
頁
。

二
七
、
前
掲
注
二
六
に
同
じ
。
一
一
八
頁
。

二
八
、
前
掲
注
二
七
に
同
じ
。

二
九
、
前
掲
注
二
七
に
同
じ
。

三
十
、
前
掲
注
二
七
に
閉
じ
。

三
一
、
前
掲
注
二
七
に
同
じ
。

三
二
、
青
山
太
郎
「
ロ
シ
ア
の
性
愛
論

I
lト
ル
ス
ト
イ
の
『
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・

ソ
ナ
タ
』

l
」
『
言
語
文
化
論
究
』
（
六
）
、
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一
九
九
五
年
三
月
、

一
五

頁。

ニ
三
、
前
掲
注
三
二
に
同
じ
。

三
四
、
光
石
亜
由
美
「
広
津
和
郎
「
神
経
病
時
代
」
論

l
ト
ル
ス
ト
イ
『
ク
ロ

イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
』
と
『
性
慾
論
』
を
め
ぐ
っ
て

l
」
『
情
報
表
現
論



集
』
（
一
）
、
一
九
九
八
年
三
月
、
三
九
頁
。

三
五
、
前
掲
注
十
六
に
同
じ
。
七
四
頁
。

三
六
、
前
掲
注
三
五
に
同
じ
。

三
七
、
前
掲
注
二
六
に
同
じ
。
一
六

O
頁。

三
八
、
前
掲
注
三
四
に
同
じ
。

三
九
、
高
橋
正
雄
「
精
神
医
学
的
に
み
た
近
代
日
本
文
学
（
第
六
報
）

l
岩
野
泡

鳴
・
広
津
和
郎
・
佐
藤
春
夫
・
宇
野
浩
二
」
『
聖
マ
リ
ア
ン
ナ
医
学
研
究

誌
』
一
二
（
八
七
）
、
二

O
一
二
年
八
月
、
八
一
頁
。

四
十
、
前
掲
注
三
七
に
同
じ
。

四
一
、
前
掲
注
三
七
に
同
じ
。

四
二
、
山
田
昭
夫
「
和
郎
の
「
神
経
病
時
代
」
と
そ
の
妻
」
『
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
』
四

O
（
一
三
）
、
一
九
七
五
年
二
一
月
、
一

O
六
頁
。

四
三
、
坪
井
秀
人
『
性
が
語
る
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二

O
二
一
年
二
月
、

六
四
頁
。
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