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二

一　
は
じ
め
に

　
サ

ド
の
小
説
が
悪
の
世
界
を
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
端
的
に
は
、
彼
の
作
品
に
く
美
徳
の
不

幸
v
と
か
、
〈
悪
徳
の
栄
え
v
と
か
い
っ
た
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
う
か
が
え
る
。
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
ま
た
は
美
徳
の
不
幸
』
に
お
い
て
は
、

神
へ
の
敬
度
な
信
仰
を
も
ち
、
美
徳
を
終
始
一
貫
し
て
追
求
す
る
妹
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
の
生
涯
が
物
語
ら
れ
る
。
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
ま
た
は
悪
徳

の
栄
え
』
で
は
、
神
・
宗
教
を
頑
強
に
否
認
し
、
放
縦
と
悪
徳
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
姉
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
人
生
が
展
開
す
る
。
二
人
の
姉
妹
の
生
は

対
照
を
な
す
。
美
徳
に
固
執
す
る
妹
の
ほ
う
は
、
悪
人
た
ち
に
弄
ば
れ
、
難
難
辛
苦
を
味
わ
う
。
悪
徳
を
選
択
し
た
姉
の
ほ
う
は
、
栄
耀
栄
華
を

極

め
る
。
図
式
的
に
言
え
ば
、
美
徳
は
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
に
不
幸
を
招
き
、
悪
徳
は
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
幸
福
を
も
た
ら
す
。
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
は
自
ら

の
不
幸

を
証
明
す
る
か
の
よ
う
に
、
さ
い
ご
に
は
雷
に
打
た
れ
て
死
ぬ
。
こ
の
二
人
の
姉
妹
の
物
語
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
美
徳
が
敗
北
し
、

善
が
滅
ぶ
か
わ
り
に
、
悪
徳
が
繁
栄
し
、
悪
が
勝
ち
誇
る
と
い
う
命
題
で
あ
る
。

　
こ
の
小
論
に
お
い
て
、
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
ま
た
は
美
徳
の
不
幸
』
お
よ
び
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
ま
た
は
悪
徳
の
栄
え
』
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
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1
）

悪
の
世
界
と
い
う
観
点
か
ら
、
サ
ド
の
作
品
世
界
に
接
近
し
た
い
。
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
作
中
人
物
た
ち
の
悪
を
肯
定
す
る
思
想
を
探
査
す
る

こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
。
盗
み
、
殺
人
を
正
当
化
し
、
そ
し
て
犯
罪
、
悪
徳
、
悪
そ
の
も
の
を
称
賛
す
る
議
論
を
か
い
ま
見
る
。
そ
れ
か
ら
サ
ド

の
小
説
の
人
物
た

ち
の
行
動
原
理
が
エ
ゴ
イ
ス
ム
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
さ
い
ご
に
、
彼
ら
の
内
面
の
特
徴
で
あ
る
他
者
1
1
愛
の
不
在

を
論
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
不
在
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
完
全
な
否
定
に
よ
っ
て
招
来
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
か
ら
、
サ
ド

の
世
界
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



二
　
悪
の
賛
歌

　
サ

ド
の
作
中
人
物
た
ち
の
、
悪
（
悪
徳
）
を
肯
定
す
る
議
論
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
盗
み
を
正
当
化
す
る
議
論
を
見
て
み
よ
う
。
『
ジ

ュ

ス

チ

ー
ヌ
ま
た
は
美
徳
の
不
幸
』
の
な
か
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
徴
税
請
負
人
の
デ
ュ
ブ
ー
ル
の
世
話
に
な
っ
た
あ
と
、
高
利
貸
の
デ
ュ
・
ア
ル
パ

ン

の
家
に
奉
公
す
る
。
そ
の
デ
ュ
・
ア
ル
パ
ン
は
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
に
合
い
鍵
を
渡
し
な
が
ら
、
上
の
階
の
金
持
ち
の
部
屋
か
ら
宝
の
箱
を
盗
み
出

す
よ
う
命
じ
る
。
そ
の
折
、
こ
の
高
利
貸
は
盗
み
を
、
「
富
の
不
平
等
が
全
面
的
に
狂
わ
せ
て
い
る
一
種
の
均
衡
を
回
復
さ
せ
る
」
（
H
、
一
四
九
頁
）

も
の
と
と
ら
え
、
弱
者
の
立
場
か
ら
、
そ
の
正
当
性
を
説
く
。

　
同
じ
よ
う
な
論
理
を
、
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
も
展
開
し
て
い
る
。
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
は
デ
ュ
・
ア
ル
パ
ン
の
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
、
彼
の
怨

み
を
買
い
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
を
盗
ん
だ
と
い
う
濡
れ
衣
を
着
せ
ら
れ
、
コ
ン
シ
エ
ル
ジ
ュ
リ
の
牢
獄
に
入
れ
ら
れ
る
。
牢
獄
で
盗
賊
の
デ
ュ
ボ
ワ

夫
人
と
知
り
合
う
。
夫
人
は
、
「
金
持
ち
の
冷
た
さ
は
、
貧
乏
人
た
ち
の
悪
し
き
行
い
を
正
当
化
す
る
の
よ
」
と
口
火
を
切
り
、
「
も
し
金
持
ち
の
心

の

な
か
に
思
い
や
り
が
支
配
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
の
心
の
中
に
だ
っ
て
、
美
徳
が
住
み
つ
く
こ
と
が
で
き
よ
う
と
い
う
も
の
さ
」
と
た
た
み
か
け

て
、
テ
レ
ー
ズ
ー
ー
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
を
犯
罪
に
招
く
（
H
、
一
五
三
頁
）
。
さ
ら
に
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
は
つ
づ
け
る
。

　
　

「
自
然
は
私
た
ち
を
皆
、
平
等
に
生
ま
れ
さ
せ
た
ん
だ
、
テ
レ
ー
ズ
。
も
し
運
命
が
こ
う
し
た
一
般
法
の
最
初
の
プ
ラ
ン
を
狂
わ
せ
て
悦
に

　
　
入
っ
て
る
な
ら
、
こ
ん
ど
は
私
た
ち
が
運
命
の
気
ま
ぐ
れ
を
た
だ
し
、
も
っ
と
も
強
い
者
が
不
当
に
取
得
し
た
も
の
を
、
私
た
ち
の
巧
妙
さ

　
　
を
用
い
て
取
り
戻
し
て
や
る
の
さ
」
（
H
、
一
五
三
頁
）
。

　
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
は
、
す
べ
て
の
人
間
は
平
等
に
生
ま
れ
た
と
考
量
す
る
。
し
か
る
に
現
実
に
は
、
金
持
ち
と
貧
乏
人
が
存
在
す
る
。
こ
こ
で
夫

人
は

自
己
を
貧
乏
人
の
側
に
置
く
。
先
述
の
デ
ュ
・
ア
ル
パ
ン
と
同
じ
よ
う
に
、
弱
者
の
立
場
に
立
つ
。
そ
し
て
貧
乏
人
腫
弱
者
の
立
場
か
ら
、

金
持
ち
1
1
強
者
の
「
冷
た
さ
」
を
告
発
し
、
平
等
状
態
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
、
「
思
い
や
り
」
の
な
い
金
持
ち
1
1
強
者
が
「
不
正
に
取
得
し
た
も
の
」

を
奪
取
し
て
ど
こ
が
悪
い
の
か
と
開
き
な
お
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
も
ま
た
、
デ
ュ
・
ア
ル
パ
ン
と
同
じ
く
、
「
富
の
不
平
等
が
全
面
的
に

三



四

狂
わ

せ
て

い

る
一
種
の
均
衡
」
を
、
盗
み
が
「
回
復
さ
せ
る
」
と
認
識
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
夫
人
の
盗
み
の
正
当
化
は
、
デ
ュ
・
ア
ル
パ
ン
の

そ

れ
と
同
様
、
平
等
思
想
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
た
、
弱
者
の
側
か
ら
の
論
理
で
あ
る
。

　
サ

ド
の
作
品
の
な
か
で
、
自
己
を
強
者
と
み
な
す
人
物
は
、
盗
み
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。
強
者
の
考
え
方
を
一
瞥
す
る
こ
と
に
し

た

い
。
た
と
え
ば
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
ま
た
は
悪
徳
の
栄
え
』
第
一
部
で
、
娼
家
を
営
む
大
泥
棒
の
ド
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
「
社
会
の
揺
藍
期
」
（
皿
、

二

人
一
頁
）
に
お
け
る
、
人
間
に
よ
る
土
地
の
分
割
を
例
に
と
っ
て
、
盗
み
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
彼
の
見
解
は
次
の
よ
う
に
敷
術
で
き
る
。

人
間
は
く
力
V
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
土
地
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
。
土
地
の
分
割
は
く
力
V
に
依
存
す
る
。
こ
の
く
力
V
は
「
人
間
た
ち
の
違

い
を
は
っ
き
り
と
さ
せ
る
」
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
「
自
然
が
彼
ら
に
等
し
く
分
か
ち
与
え
た
」
も
の
で
あ
る
（
皿
、
二
八
一
頁
）
。
よ
り
多
く
A
力
v

を
も
つ
強
者
は
よ
り
多
く
の
土
地
を
わ
が
も
の
に
し
、
そ
れ
ほ
ど
く
力
v
を
も
た
な
い
弱
者
は
強
者
か
ら
土
地
を
奪
わ
れ
る
。
強
者
が
弱
者
の
土
地

を
奪
う
こ
と
は
盗
み
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
盗
み
は
、
自
然
が
授
与
し
た
く
力
v
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
自
然
に
反
す
る
行
為
で
あ
る
と

は

い
え
な
い
。
「
他
人
を
犠
牲
に
し
て
金
持
ち
に
な
り
た
い
と
い
う
欲
求
」
（
皿
、
二
八
一
頁
）
は
、
正
当
な
欲
求
で
あ
る
。
自
然
は
人
間
に
＾
力
v

を
さ
ず
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
「
分
割
の
不
平
等
」
、
「
強
者
の
弱
者
に
た
い
す
る
侵
害
」
（
皿
、
二
八
一
頁
）
を
不
可
避
の
も
の
に
し
た
。
こ
の
「
侵

害
」
は
盗
み
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
強
者
の
盗
み
は
自
然
の
意
志
に
か
な
う
。
ド
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
「
人
間
は
、
彼
を
創
造
す
る
自
然
の
手
か
ら
、

分
割
の
不
平
等

と
、
こ
の
不
平
等
の
結
果
で
あ
る
盗
み
と
を
必
然
的
な
も
の
に
す
る
構
造
を
受
け
と
っ
て
い
る
」
（
皿
、
二
八
二
頁
）
と
議
論
を
締

め
く
く
っ
て
い
る
。
弱
者
の
側
に
身
を
置
く
デ
ュ
・
ア
ル
パ
ン
や
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
が
平
等
思
想
に
立
脚
す
る
の
に
た
い
し
、
強
者
の
立
場
に
立
つ

ド
ル
ヴ
ァ
ル
は
、
不
平
等
を
許
す
自
然
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
盗
み
を
正
当
化
し
て
い
る
。

　
次
に

殺
人
を
擁
護
す
る
議
論
に
着
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
二
部
で
、
死
刑
執
行
人
の
デ
ル
ク
ー
ル
は
、
自
然
の
創

造
と
い
う
観
点
か
ら
、
殺
人
の
正
当
化
を
こ
こ
ろ
み
る
。
デ
ル
ク
ー
ル
は
ま
ず
、
「
自
然
が
よ
う
や
く
創
造
す
る
に
至
る
の
は
、
大
い
に
破
壊
し
た

結
果
で

し
か
な
い
」
（
皿
、
四
五
〇
頁
）
と
断
じ
、
自
然
が
創
造
行
為
を
継
続
す
る
た
め
に
は
、
破
壊
が
不
可
欠
で
あ
る
と
説
く
。
創
造
な
い
し
再

生
は
破
壊
な
し
に
は
起
こ
り
え
な
い
。
こ
れ
が
自
然
の
法
則
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
破
壊
に
手
を
貸
す
こ
と
は
自
然
に
貢
献
す
る
。
と
こ
ろ
で
殺
人



は
破
壊
活
動

の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
自
然
の
創
造
の
た
め
に
役
立
つ
。
デ
ル
ク
ー
ル
は
、
「
殺
人
が
自
然
の
再
生
の
法
則
の
基
本

で

あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
さ
し
く
自
然
に
も
っ
と
も
仕
え
る
人
間
は
人
殺
し
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
と
き
か
ら
人
間
は
殺
人
を
増

や
せ
ば
増
や
す
ほ
ど
、
自
然
の
法
則
を
達
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
」
（
皿
、
四
五
〇
ー
四
五
一
頁
）
と
述
べ
て
、
自
然
が
殺
人
を
必
要
と
し
て
い

る
こ
と
を
力
説
す
る
の
で
あ
る
。

　

『
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
四
部
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
法
王
の
ピ
オ
六
世
も
ま
た
、
類
似
し
た
議
論
を
繰
り
ひ
ろ
げ
る
。
「
こ
の
破
壊
さ
れ
た
部

分
か
ら
自
然
は
創
造
す
る
の
だ
」
（
皿
、
八
七
六
頁
）
と
い
う
言
い
方
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
自
然
は
創
造
の
た
め
に
破
壊
を
必
要
と
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
発
想
が
、
彼
の
議
論
の
中
核
を
な
す
。
破
壊
の
一
環
と
し
て
、
当
然
、
殺
人
が
称
揚
さ
れ
る
。
「
古
代
の
或
る
哲
学
者
は
戦
争
を
く
万
物
の
母
v

と
呼
ん
で
い
た
。
人
殺
し
の
存
在
は
こ
の
災
い
と
同
じ
く
ら
い
必
要
な
の
だ
」
（
皿
、
八
七
六
頁
）
と
ピ
オ
六
世
は
断
言
す
る
。
だ
が
括
目
す
べ
き

こ
と
に
、
ピ
オ
六
世
に
と
っ
て
、
殺
人
は
純
然
た
る
破
壊
行
為
で
は
な
い
。
彼
が
「
哀
れ
な
人
間
」
に
向
か
っ
て
、
「
お
前
は
か
た
ち
を
変
え
る
こ

と
は
で
き
る
が
、
滅
ぼ
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
の
予
言
を
投
げ
つ
け
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
「
物
質
（
の
要
素
）
」

は

「
永
遠
」
な
の
で
あ
っ
て
、
人
を
殺
し
て
も
物
質
の
形
態
を
変
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
（
皿
、
八
七
六
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
見
方
が

生

じ
る
の
は
、
人
を
一
人
や
二
人
殺
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
然
の
創
造
の
た
め
に
は
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
と
い
う
自
覚
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
自
然
に
奉
仕
す
る
た
め
に
は
、
は
る
か
に
全
面
的
な
破
壊
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
」
（
皿
、
八
七
六
頁
）
と
ピ
オ
六
世
は
推
論
す
る
。
彼
は
戦
争

に

お

け
る
よ
う
な
大
量
殺
鐵
を
夢
み
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
も
か
く
殺
人
が
純
粋
な
破
壊
で
は
な
く
、
物
質
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
す
ぎ

な
い
と
す
れ
ば
、
殺
人
な
ど
、
破
壊
を
欲
す
る
自
然
を
前
に
し
て
、
実
に
取
る
に
足
り
な
い
行
為
で
し
か
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　

『
ジ

ュ

ス
チ

ー
ヌ
』
の
な
か
で
も
、
ブ
レ
サ
ッ
ク
伯
爵
が
同
じ
よ
う
な
発
想
を
口
に
し
て
い
る
。
財
産
を
強
奪
す
る
目
的
で
伯
母
の
侯
爵
夫
人

の
殺
害
を
目
論
む
ブ
レ
サ
ッ
ク
伯
爵
は
、
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
を
自
ら
の
計
画
に
加
担
さ
せ
る
た
め
に
、
「
自
然
が
破
壊
に
よ
っ
て
し
か
自
己
を
再
生
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
以
上
、
絶
え
ず
破
壊
を
繰
り
返
す
こ
と
が
、
自
然
の
意
図
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
こ
と
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
？
」
（
H
、
一
八
九
－
一
九
〇
頁
）
と
の
問
い
を
発
す
る
。
伯
爵
は
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
に
、
自
然
の
再
生
H
再
創
造
の
た
め
の
破
壊
の
必

五



⊥ハ

要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
破
壊
の
一
環
と
し
て
の
殺
人
が
自
然
の
意
図
に
か
な
っ
た
行
為
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ

こ
で
も
破
壊
と
い
う
こ
と
と
の
関
連
で
殺
人
が
容
認
さ
れ
る
。
ブ
レ
サ
ッ
ク
伯
爵
の
論
理
は
、
先
に
取
り
上
げ
た
デ
ル
ク
ー
ル
や
ピ
オ
六
世
の
議

論
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

　
盗
み
、
殺
人
を
正
当
化
す
る
議
論
に
つ
づ
い
て
、
犯
罪
、
悪
徳
、
悪
じ
た
い
を
称
揚
す
る
議
論
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
し
た
い
。
『
ジ
ュ
ス
チ
ー

ヌ
』
の
終
わ
り
近
く
、
男
爵
夫
人
と
な
っ
た
デ
ュ
ボ
ワ
は
、
再
会
し
た
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
を
悪
の
道
に
ひ
き
ず
り
込
も
う
と
し
て
、
犯
罪
そ
の
も
の

を
擁
護
す
る
。
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
に
よ
れ
ば
、
「
人
び
と
が
犯
罪
と
呼
ぶ
も
の
」
は
、
「
彼
ら
の
国
の
法
律
や
習
俗
に
た
い
す
る
違
反
」
で
し
か
な
く
、

「
実
際
に
地
上
で
普
遍
的
に
犯
罪
と
み
な
さ
れ
る
行
為
は
一
つ
と
し
て
な
い
」
（
H
、
三
四
八
頁
）
。
「
す
べ
て
は
世
論
と
地
理
の
問
題
で
あ
」
（
皿
、

三

四
人
頁
）
り
、
行
為
の
良
し
悪
し
は
、
人
び
と
の
意
見
と
、
行
為
が
な
さ
れ
る
場
所
と
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
は
絶
対
的
な

規
範
の
存
在
を
疑
っ
て
い
て
、
「
法
律
」
や
「
習
俗
」
（
道
徳
）
が
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
考
す
る
。
法
律
と
道
徳
の
相
対
性
へ
の
認
識
は
、

十
八
世
紀
の
哲
学
者
、
た
と
え
ば
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
が
土
ハ
有
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
夫
人
は
こ
の
認
識
に
も
と
つ
い
て
、
犯
罪
・
悪
徳
を
正
当

化

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

『ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
の
ミ
ン
ス
キ
ー
も
、
同
じ
手
順
を
踏
ん
で
立
論
し
て
い
る
。
こ
の
イ
タ
リ
ア
の
隠
者
は
、
法
律
の
成
立
と
関
係
す
る
、

「
正
義
」
と
「
不
正
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
、
こ
れ
ら
の
概
念
が
、
「
悪
徳
と
美
徳
と
い
う
観
念
と
同
じ
よ
う
に
、
全
く
局
地
的
で
地
理
的
な

も
の
だ
」
と
言
い
張
る
（
皿
、
七
二
三
頁
）
。
「
パ
リ
で
悪
徳
で
あ
る
も
の
が
北
京
で
美
徳
で
あ
る
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に
、
イ
ス
パ
パ
ン
で
正
義

で
あ
る
も
の
が
、
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
で
は
不
正
な
も
の
に
な
る
」
（
皿
、
七
二
三
頁
）
と
彼
は
告
知
す
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
「
正
義
は
美
徳
と

同
様
に
架
空
の
観
念
で
あ
る
」
（
皿
、
七
二
三
頁
）
。
ミ
ン
ス
キ
ー
も
ま
た
、
法
律
と
道
徳
の
相
対
性
を
根
拠
に
、
犯
罪
と
悪
徳
と
を
称
揚
す
る
。

　

『
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
一
部
で
は
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
が
同
じ
論
理
を
開
陳
す
る
。
く
わ
え
て
彼
は
自
然
の
名
に
お
い
て
犯
罪
な
い
し
悪
を

正
当
化
し
よ
う
と
す
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
、
自
然
の
再
生
（
再
創
造
）
は
破
壊
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
創
造
と
破
壊
の
「
深
遠
な
均
衡
」
（
皿
、
三

三
一
頁
）
が
自
然
の
存
続
を
可
能
に
す
る
と
説
く
。
こ
の
「
均
衡
」
は
、
秩
序
と
無
秩
序
、
善
と
悪
、
美
徳
と
犯
罪
の
均
衡
と
も
言
い
か
え
ら
れ



る
。
自
然
が
秩
序
を
打
ち
立
て
、
善
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
は
、
無
秩
序
と
悪
が
要
請
さ
れ
る
。
ま
た
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
、
「
美
徳
だ
け
が
地
上
に

棲
ん

で
い

る
の
な
ら
、
す
べ
て
は
破
壊
さ
れ
る
だ
ろ
う
」
（
皿
、
三
三
一
頁
）
と
推
考
す
る
。
自
然
の
創
造
の
た
め
に
は
、
犯
罪
と
美
徳
と
の
「
全

く
平
等
な
混
清
」
が
必
須
で
あ
り
、
「
多
く
の
犯
罪
の
お
か
げ
で
、
自
然
は
存
在
す
る
」
の
だ
（
皿
、
三
三
一
頁
）
。
「
悪
が
自
然
の
大
い
な
る
計
画

に

役
立

ち
、
悪
な
し
に
自
然
は
何
も
の
を
も
達
成
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
悪
を
な
す
人
間
が
自
然
に
役
立
た
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う

か

？
」
（
皿
、
三
三
一
頁
）
と
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
発
問
す
る
。
悪
睡
犯
罪
は
自
然
の
存
続
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ

に

と
っ
て
、
悪
1
1
犯
罪
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
は
、
自
然
の
声
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
で
あ
り
、
自
然
に
貢
献
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
犯
罪
1
1
悪
を
自
然
と
の
か
か
わ
り
で
称
揚
す
る
一
方
で
、
美
徳
を
非
難
す
る
。
彼
は
無
私
無
欲
な
美
徳
の
存
在
を
認
め
ず
、
「
人

が

美
徳
を
お
こ
な
う
の
は
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
引
き
出
そ
う
と
思
っ
て
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
感
謝
の
念
を
期
待
し
て
い
る
た
め
に
す
ぎ
な

い
」
（
m
、
三
〇
七
頁
）
と
断
ず
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
打
算
ず
く
で
行
動
す
る
だ
け
で
あ
る
。
善
行
は
い
つ
も
「
利
害
関
係
に

よ
る
動
機
」
、
す
な
わ
ち
利
益
を
も
と
め
る
不
純
な
動
機
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
「
気
質
に
よ
る
美
徳
」
（
皿
、
三
〇
七
頁
）
が
あ
る
。

気
質
的
・
性
格
的
に
有
徳
の
士
で
あ
る
人
間
が
実
践
す
る
美
徳
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
人
は
、
「
自
分
に
い
ち
ば
ん
気
に
入
る
感
情
に
心
を

ゆ
だ
ね
」
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
美
徳
も
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
「
自
己
本
位
」
（
仙
α
q
o
器
8
°
。
）
の
も
の
で
し
か
な
い
、
と
彼
は
判
定

す
る
（
皿
、
三
〇
七
頁
）
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
に
と
っ
て
、
美
徳
を
お
こ
な
う
人
間
は
悪
徳
漢
と
同
様
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
悪
徳
漢
は
「
よ

り
多
く
の
率
直
さ
」
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
「
そ
の
分
だ
け
尊
敬
に
値
す
る
」
（
皿
、
三
〇
七
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
美
徳
を
攻
撃
し

な
が
ら
、
悪
徳
を
追
求
す
る
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
す
る
。

　
悪
を
正
当
化
す
る
人
物
と
い
え
ば
、
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
の
な
か
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
三
分
の
二
を
死
に
至
ら
し
め
よ
う
と
画
策
す
る
サ
ン
・

フ

ォ

ン

を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
臣
で
あ
る
こ
の
人
物
は
、
万
物
を
創
造
し
た
者
と
し
て
の
神
の
存
在
を
承
認
す
る
。
と
こ
ろ
が
宇
宙
は

「
悪
と
無
秩
序
と
犯
罪
」
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
、
人
間
の
内
部
も
、
「
悪
徳
、
矛
盾
、
汚
辱
」
に
満
ち
て
い
る
（
皿
、
五
三
三
頁
）
。
サ
ン
・
フ
ォ

ン

は
、
宇
宙
や
人
間
の
こ
う
し
た
属
性
を
く
悪
v
と
い
う
語
で
括
り
、
〈
悪
v
が
世
界
と
人
間
を
特
徴
づ
け
る
と
考
察
す
る
。
そ
し
て
世
界
と
人
間
は

七



八

神
に

よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
A
悪
v
は
神
の
本
質
で
あ
る
」
（
皿
、
五
三
三
頁
）
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
神
は
悪
な
る
存
在
と

な
る
。
サ
ン
・
フ
オ
ン
は
、
「
神
は
＾
悪
v
し
か
楽
し
ま
な
い
」
（
皿
、
五
三
三
頁
）
と
も
言
う
。
悪
を
な
す
こ
と
は
、
神
の
意
志
・
望
み
に
か
な
う

こ

と
で
あ
る
。
「
〈
悪
v
が
神
に
必
要
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
わ
し
が
こ
の
＾
悪
v
に
苦
し
も
う
と
苦
し
む
ま
い
と
、
神
に
は
ど
う
で
も
よ
い
の
だ
」
（
皿
、

五
三
三
頁
）
と
彼
は
つ
づ
け
る
。
人
間
が
悪
を
な
せ
ば
な
す
ほ
ど
、
そ
の
人
間
は
神
に
好
ま
し
い
存
在
に
な
る
。
サ
ン
・
フ
オ
ン
は
悪
な
る
神
を

想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
が
な
す
悪
を
称
賛
し
て
い
る
。

　
盗
み
と
殺
人
と
を
肯
定
す
る
議
論
の
あ
と
、
犯
罪
、
悪
徳
ま
た
は
悪
そ
の
も
の
を
称
揚
す
る
議
論
を
取
り
上
げ
た
。
サ
ド
の
小
説
の
な
か
で
、

悪
人
た
ち
は
淫
行
に
ふ
け
る
前
、
も
し
く
は
ふ
け
っ
た
あ
と
、
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
く
ら
い
、
自
ら
の
悪
の
行
為
を
正
当
化
す
る
演
説
を
お
こ
な

う
。
こ
れ
ま
で
に
瞥
見
し
た
議
論
は
、
そ
う
し
た
演
説
の
一
端
を
か
い
ま
見
せ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
サ
ド
の
作
品
は
悪
の
賛
歌
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。

三
　
絶
対
的
エ
ゴ
イ
ス
ム

　
サ

ド
の
作
品
の
な
か
で
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
悪
が
賛
美
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ド
的
人
間
に
お
い
て
は
、
個
人
（
自
己
）
の
幸
福
・
快

楽
が

重
要
視
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
、
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
四
部
で
、
ロ
ー
マ
法
王
ピ
オ
六
世
は
神
を
信
じ
て
い
な
い

に

も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
が
食
べ
、
生
き
て
い
く
た
め
に
、
宗
教
的
儀
式
を
執
行
し
て
い
る
と
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
打
ち
明
け
て
い
る
。
こ
れ
に

た

い

し
て
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
、
な
ぜ
人
間
を
啓
蒙
す
る
の
で
は
な
く
、
欺
く
必
要
が
あ
る
の
か
と
問
う
。
二
人
の
対
話
を
引
用
し
よ
う
。

　
　

「
ー
（
…
）
い
っ
た
い
、
あ
な
た
が
食
べ
物
を
消
化
す
る
た
め
に
、
五
千
万
人
の
人
間
が
錯
誤
に
お
ち
い
る
こ
と
が
急
を
要
す
る
の
で
し

　
　

ょ
う
か
？

　
　
　i
要
す
る
と
も
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
し
に
と
っ
て
は
、
わ
し
の
生
存
が
す
べ
て
で
あ
り
、
そ
の
五
千
万
の
人
間
は
無
に
等
し
い
か
ら
だ
…



　
　
…
自
然
の
第
一
法
則
は
、
自
己
保
存
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
…
…
誰
を
犠
牲
に
し
て
も
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
」
（
皿
、
八
六
二
頁
）
。

　

こ
の
問
答
の
な
か
で
、
ピ
オ
六
世
は
自
己
の
生
存
と
、
五
千
万
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
の
生
存
と
を
対
置
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
「
わ
し
の
生
存

が

す
べ
て
で
あ
」
る
と
言
い
切
る
。
ピ
オ
六
世
は
、
「
自
然
の
第
一
法
則
は
、
自
己
保
存
」
だ
と
み
な
し
て
い
る
が
、
自
己
を
保
存
す
る
と
は
、
自

己

の
幸
福
・
快
楽
を
ま
も
る
こ
と
で
あ
る
。
自
分
が
幸
福
に
な
り
、
よ
ろ
こ
び
を
味
わ
え
る
な
ら
ば
、
自
分
以
外
の
者
が
不
幸
に
な
り
、
苦
し
む

こ
と
に
な
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
ピ
オ
六
世
に
と
っ
て
、
自
分
の
幸
福
と
ひ
き
か
え
に
、
五
千
万
人
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
の
幸
福
が
犠
牲
に
な
っ

て

も
か
ま
わ
な
い
。
ま
さ
し
く
「
誰
を
犠
牲
に
し
て
も
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
ピ
オ
六
世
の
内
面
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
エ
ゴ
イ

ス
ム

で
あ
る
と
認
定
で
き
る
。

　

『
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
一
部
に
お
い
て
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
美
徳
に
か
ん
し
て
、
次
の
よ
う
に
陳
述
し
て
い
る
。

　
　

「
そ
れ
ゆ
え
、
よ
く
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
人
間
が
自
分
の
快
楽
や
利
益
を
捨
象
し
て
、
社
会
の

　
　
幸
福
に
向
か
っ
て
身
を
ゆ
だ
ね
る
と
き
の
、
そ
の
人
間
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
色
々
な
在
り
方
に
、
人
は
美
徳
の
名
を
用
い
て
敬
意
を
表
し
て

　
　
い

る
と
い
う
こ
と
が
ね
。
そ
の
結
果
、
有
徳
の
士
に
な
る
た
め
に
は
、
私
は
自
分
に
属
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
も
は
や
他
者
に
関

　
　
係
す

る
こ
と
に
し
か
か
か
わ
り
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
…
）
し
か
し
社
会
に
役
立
つ
も
の
を
美
徳
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ

　
　
ば
、
定
義
を
切
り
離
し
て
考
え
て
、
自
分
じ
し
ん
の
利
益
に
役
立
つ
も
の
に
同
じ
名
を
与
え
て
も
ら
い
た
い
ね
。
そ
う
す
る
と
、
結
果
と
し

　
　
て
、
個
人
の
美
徳
が
し
ば
し
ば
社
会
の
美
徳
と
ま
っ
た
く
相
反
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
個
人
の
利
益
は
ほ
と
ん
ど
い
つ

　
　
も
社
会
の
利
益
と
対
立
し
て
い
る
か
ら
だ
」
（
皿
、
三
〇
四
頁
）
。

　
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
美
徳
を
批
判
す
る
一
環
と
し
て
、
「
個
人
の
利
益
は
、
ほ
と
ん
ど
い
つ
も
社
会
の
利
益
と
対
立
し
て
い
る
」
と
言
い
張
る
。
個

人
の
利
益

（幸
福
）
と
社
会
の
利
益
（
幸
福
）
と
を
、
彼
は
峻
別
す
る
。
社
会
の
幸
福
は
他
者
の
幸
福
と
換
言
し
て
も
よ
い
が
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ

に

は
、
社
会
（
他
者
）
の
幸
福
を
希
求
す
る
こ
と
が
、
個
人
（
自
己
）
の
幸
福
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
な
が
る
の
だ
と
い
う
発
想
は
み
じ
ん
も
な

い
。
個
人
の
幸
福
と
社
会
の
幸
福
、
自
己
の
利
益
と
他
者
の
利
益
と
は
ま
っ
た
く
折
り
合
わ
ず
、
敵
対
す
る
と
把
握
さ
れ
て
い
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ

九
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ユ
は

「
社
会
の

幸
福
」
よ
り
も
「
自
分
の
快
楽
や
利
益
」
を
優
先
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
者
に
貢
献
す
る
「
社
会
の
美
徳
」
に
対
抗
さ
せ
る
か
た

ち
で
、
自
己
に
役
立
つ
「
個
人
の
美
徳
」
と
い
う
概
念
を
立
て
、
こ
ち
ら
の
「
美
徳
」
を
尊
重
す
る
。
「
個
人
の
美
徳
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

他
者
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
悪
徳
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
「
美
徳
」
を
貫
徹
す
る
と
は
、
他
者
の
利
益
・
幸
福
を
顧
み
ず
、
自
分
だ
け
の
利
益
・

幸
福
を
ひ
た
す
ら
追
い
も
と
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
の
言
説
も
ま
た
、

エ
ゴ

イ
ス
ム
を
浮
き
彫
り
に
す
る
。

　
悪
を
な
す
、
サ
ド
の
作
中
人
物
た
ち
は
こ
と
ご
と
く
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
サ
ド
に
お
け
る
悪
人
た
ち
は
淫
行
に
ふ

け
る
と
き
、
ほ
と
ん
ど
恒
常
的
に
殺
人
を
犯
す
。
彼
ら
の
行
為
は
淫
楽
殺
人
で
あ
り
、
欲
望
を
満
た
す
た
め
、
快
楽
を
得
る
た
め
で
あ
る
。
淫
楽

殺
人

を
お
こ
な
う
悪
人
た
ち
の
内
面
を
支
配
す
る
の
が
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
で
あ
る
こ
と
は
言
を
侯
た
な
い
。
ま
た
サ
ド
に
お
け
る
悪
人
た
ち
は
淫
蕩

の
場
面

で
、
拷
問
に
近
い
サ
デ
イ
ス
ム
的
行
為
（
鞭
打
ち
と
そ
の
延
長
上
の
行
為
）
を
楽
し
む
。
こ
の
行
為
も
、
淫
楽
殺
人
と
同
じ
よ
う
に
、
他

者
の
苦
痛
・
不
幸
と
ひ
き
か
え
に
、
自
己
の
快
楽
・
幸
福
を
享
受
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
サ
デ
イ
ス
ム
的
行
為
か
ら
も
、
サ
ド
の
悪
人
た

ち
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
が
見
て
と
れ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
は
、
放
火
、
略
奪
な
い
し
盗
み
と
い
っ
た
犯
罪
に
し
ば
し
ば
身
を
ゆ
だ
ね
る
。
こ
れ
ら
の
犯
罪

も
、
自
己
の
欲
望
を
充
足
さ
せ
、
自
己
の
快
楽
ま
た
は
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
サ
ド
的
人
間
は
殺
人
、
サ
デ
イ
ス
ム
的

行
為
の
み
な
ら
ず
、
放
火
、
略
奪
、
盗
み
と
い
っ
た
犯
罪
行
為
の
実
践
に
よ
っ
て
も
、
自
ら
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
露
呈
し
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
モ
ー
リ
ス
・
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
『
ロ
ー
ト
レ
ア
モ
ン
と
サ
ド
』
の
な
か
で
、
サ
ド
の
哲
学
を
、
次
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

　
　

「

こ
の
哲
学
〔
サ
ド
の
哲
学
〕
は
、
利
害
関
係
と
、
そ
れ
か
ら
完
壁
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
の
そ
れ
で
あ
る
。
各
人
は
自
分
の
気
に
入
る
こ
と
を
な

　
　
す
べ
き
で
あ
り
、
各
人
は
自
分
の
快
楽
以
外
の
掟
を
持
た
な
い
。
こ
の
倫
理
は
、
絶
対
的
孤
独
と
い
う
根
本
的
事
実
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。

　
　
サ

ド
は
次
の
こ
と
を
語
っ
た
し
、
次
の
こ
と
を
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
の
も
と
に
繰
り
返
し
言
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
自
然
は
わ
れ
わ
れ
を
孤
独
に

　
　
生

ま
れ
さ
せ
た
し
、
ひ
と
り
の
人
間
と
他
の
人
間
と
の
あ
い
だ
に
は
い
か
な
る
種
類
の
関
係
も
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
。
そ
れ
ゆ
え
、
行

　
　
動
の
唯
一
の
規
則
と
は
、
わ
た
し
に
幸
福
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
す
べ
て
の
も
の
の
ほ
う
を
好
む
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
選
択
が
他
人



　
　
に

ひ
き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
も
ろ
も
ろ
の
結
果
を
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
他
者
の
最
も
大
き
な
苦
し
み
で
さ
え
、
わ

　
　
た
し
の
快
楽
と
く
ら
べ
れ
ば
、
常
に
重
要
で
は
な
い
。
大
罪
の
前
代
未
聞
の
寄
せ
集
め
に
よ
っ
て
さ
え
、
最
も
弱
い
享
楽
し
か
獲
得
で
き
な

　
　
い

と
し
て
も
、
か
ま
わ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
享
楽
は
わ
た
し
を
よ
ろ
こ
ば
せ
、
わ
た
し
の
内
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
犯
罪
の
結
果
は
わ
た
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
に

は

関
係
が
な
く
、
わ
た
し
の
外
に
あ
る
か
ら
だ
」
。

　
ブ

ラ
ン
シ
ョ
は
、
サ
ド
的
人
間
が
最
大
の
価
値
を
置
く
も
の
と
し
て
、
「
各
人
は
自
分
の
快
楽
以
外
の
掟
を
持
た
な
い
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

自
分
の
快
楽
（
官
巴
゜
。
巳
を
挙
げ
る
。
〈
快
楽
v
は
＾
享
楽
v
（
甘
巳
゜
。
°
。
9
ロ
8
）
と
い
う
語
に
言
い
か
え
ら
れ
る
が
、
サ
ド
的
人
間
に
と
っ
て
は
、
「
わ

た
し
に
幸
福
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
」
も
の
が
好
ま
し
い
。
自
己
の
快
楽
、
享
楽
、
幸
福
と
ひ
き
か
え
に
、
他
人
に
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
じ
よ
う

と
、
そ
の
結
果
は
顧
慮
の
外
に
置
か
れ
る
。
「
他
者
の
最
も
大
き
な
苦
し
み
で
さ
え
、
わ
た
し
の
快
楽
と
く
ら
べ
れ
ば
、
常
に
重
要
で
は
な
い
」
と

言
わ

れ
て

い

る
ご
と
く
、
自
己
の
行
為
（
犯
罪
）
が
他
者
に
も
た
ら
す
苦
痛
・
不
幸
は
ど
う
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
自
然
は
わ
れ

わ

れ
を
孤
独
に
生
ま
れ
さ
せ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
「
ひ
と
り
の
人
間
と
他
の
人
間
と
の
あ
い
だ
に
は
」
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
、
自
己
と
他
者
の
あ

い
だ

に
は
、
「
い
か
な
る
種
類
の
関
係
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
規
定
す
る
よ
う
に
、
サ
ド
的
人
間
の
精
神
を
つ
か
さ

ど
る
哲
学
は
、
「
利
害
関
係
」
（
ぎ
酔
曾
騨
）
の
哲
学
で
あ
り
、
「
完
壁
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
」
の
哲
学
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
サ

ド
の
作
中
人
物
た
ち
の
内
心
を
特
徴
づ
け
る
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
問
題
に
し
た
。
こ
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
彼
ら
が
関
係
す
る
相
手
の
人
（
び
と
）

の
影
響
を
こ
う
む
る
こ
と
は
な
い
し
、
時
と
場
所
に
よ
っ
て
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
が
形
容
す
る
よ
う
に
、
「
完

壁
な
」
も
の
で
あ
り
、
絶
対
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

四
　
他
者
の
不
在

こ
う
し
た
絶
対
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
他
者
の
不
在
と
い
う
こ
と
と
表
裏
を
な
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
自
己
の
快
楽
・
利
益
な
い
し

十
一
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幸
福
に
至
上
の
価
値
を
置
く
あ
ま
り
、
サ
ド
的
人
間
の
意
識
に
お
い
て
は
、
他
者
が
存
在
し
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、

は

じ
め
に
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
、
そ
れ
か
ら
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
を
つ
う
じ
て
論
証
し
た
い
。

　

『
ジ

ュ

ス

チ

ー
ヌ
』
の
な
か
で
、
サ
ン
ト
・
マ
リ
ー
・
デ
・
ボ
ワ
修
道
院
に
隠
棲
す
る
四
人
の
神
父
た
ち
は
、
無
垢
な
娘
た
ち
を
監
禁
し
、
娘

た

ち
を
相
手
に
淫
蕩
に
ふ
け
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る
ク
レ
マ
ン
神
父
は
、
「
相
手
と
絶
縁
し
た
快
楽
」
の
「
魅
力
」
に
つ
い
て
語
り
、

「
快
楽

を
受
け
と
る
た
め
に
、
快
楽
を
与
え
る
必
要
な
ど
全
然
な
い
」
と
言
い
放
つ
（
1
、
二
六
六
頁
）
。
な
ぜ
な
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
の
放
蕩
の
犠

牲
者
の
立
場
の
幸
不
幸
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
官
能
の
充
足
に
と
っ
て
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
」
（
H
、
二
六
六
ー
二
六
七
頁
）
だ
か
ら
で

あ
る
。
放
蕩
の
際
、
ク
レ
マ
ン
神
父
に
と
っ
て
、
自
己
の
感
覚
の
満
足
だ
け
が
眼
目
で
あ
り
、
性
交
渉
の
相
手
の
内
面
は
考
慮
の
外
に
あ
る
。
そ

の
相
手
は
、
快
楽
の
享
受
の
た
め
の
「
犠
牲
者
」
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
神
父
は
「
犠
牲
者
」
を
「
も
の
（
o
豆
o
e
）
」
（
H
、
二
六
七
頁
）
と
呼
び

か

え
て
い
る
。
性
交
の
相
手
が
o
豆
簿
で
あ
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
相
手
が
欲
望
の
対
象
で
あ
る
か
ら
で
は
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
o
豆
9
に
は

く
対
象
v
の
意
味
も
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
語
は
、
相
手
が
欲
望
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
と
精
神
を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
こ
と
を
や

め
、
単
な
る
く
も
の
v
と
化
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
相
手
を
「
犠
牲
者
」
「
も
の
」
と
み
な
す
発
想
か
ら
、
他
者
が
自
己
と
同
じ
レ
ベ
ル
で
生
存

し
て
い
る
こ
と
を
、
ク
レ
マ
ン
神
父
が
認
め
て
い
な
い
こ
と
が
察
知
さ
れ
る
。
神
父
に
お
け
る
他
者
の
不
在
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
ま
た
ク
レ
マ
ン
神
父
は
、
「
愛
す
る
か
、
そ
れ
と
も
楽
し
む
か
、
二
つ
は
非
常
に
ち
が
っ
た
こ
と
だ
」
（
1
、
二
六
五
頁
）
と
発
言
し
、
「
愛
す
る
」

こ
と
と
「
楽
し
む
」
こ
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
る
。
「
エ
ゴ
イ
ス
ム
が
自
然
の
第
一
法
則
で
あ
る
」
（
H
、
二
六
六
頁
）
と
思
惟
し
、
こ
れ
を
唯

一
の
行
動
原
理
と
す
る
神
父
は
当
然
、
「
楽
し
む
」
こ
と
の
ほ
う
を
選
ぶ
。
彼
に
と
っ
て
、
性
の
交
わ
り
の
な
か
で
、
女
性
に
「
思
い
や
り
」
（
融
ぎ
鉾
①
ω
゜
。
①
）

を
、
つ
ま
り
愛
を
示
す
こ
と
は
、
男
の
享
楽
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
等
し
い
（
H
、
二
六
五
頁
）
。
愛
す
る
こ
と
は
楽
し
む
こ
と
、
快
楽
の
さ
ま
た

げ
に
な
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
愛
し
合
う
通
常
の
カ
ッ
プ
ル
の
場
合
、
性
の
よ
ろ
こ
び
は
愛
の
度
合
い
に
比
例
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、

ク
レ
マ
ン
神
父
に
お
い
て
は
、
享
楽
と
愛
と
は
反
比
例
の
関
係
に
あ
り
、
愛
さ
な
け
れ
ば
愛
さ
な
い
ほ
ど
、
享
楽
の
度
合
い
は
い
や
ま
す
。
神
父

は
楽
し
む
た
め
に
愛
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
。
「
男
の
快
楽
を
ふ
や
す
た
め
に
、
女
の
快
楽
を
無
視
し
た
り
妨
害
し
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と



し
て
も
、
そ
ん
な
こ
と
は
ご
く
さ
さ
い
な
不
幸
で
し
か
な
い
」
（
H
、
二
六
六
頁
）
と
ク
レ
マ
ン
神
父
は
断
定
す
る
。
彼
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
愛
の
否

認
を
惹
起
す
る
。
神
父
の
内
面
か
ら
は
、
他
者
の
不
在
と
と
も
に
愛
の
不
在
が
読
み
と
れ
る
。

　
同
じ
こ
と
は
、
贋
金
づ
く
り
の
ロ
ラ
ン
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
の
後
半
部
分
で
登
場
す
る
こ
の
人
物
は
、
人
里
離
れ
た
城
に

住

み
、
女
た
ち
を
さ
ら
っ
て
き
て
、
土
牢
の
よ
う
な
小
部
屋
に
閉
じ
こ
め
る
。
そ
し
て
昼
間
は
贋
金
の
鋳
造
に
従
事
さ
せ
、
夜
は
、
快
楽
を
む
さ

ぼ
る
た
め
、
秘
密
の
地
下
室
で
陵
辱
す
る
。
ロ
ラ
ン
は
女
た
ち
を
虐
待
す
る
自
ら
の
行
い
に
つ
い
て
、
「
お
れ
の
す
る
こ
と
に
、
愛
の
入
る
余
地
は

少

し
も
な
い
。
愛
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
お
れ
が
最
高
に
軽
蔑
す
る
騎
士
道
の
感
情
だ
。
お
れ
の
心
が
そ
ん
な
感
情
の
兆
候
を
感
じ
た
こ
と
は
一

度
も
な
い
」
（
H
、
三
三
三
頁
）
と
説
明
し
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
は
他
者
を
愛
す
る
こ
と
を
軽
蔑
し
、
拒
絶
す
る
。
彼
に
お
い
て
、
他
者
は
自
己
の
利

益
と
快
楽
を
得
る
た
め
の
道
具
で
し
か
な
い
。
ク
レ
マ
ン
神
父
の
場
合
と
同
様
、
他
者
は
血
の
か
よ
っ
た
人
間
で
は
な
く
、
単
な
る
く
も
の
v
と
化

し
て
い
る
。
ロ
ラ
ン
の
内
心
を
特
徴
づ
け
る
の
は
、
他
者
1
1
愛
の
不
在
で
あ
る
。

　
サ

ン
・

フ

ロ

ラ
ン
に
つ
い
て
も
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
と
は
、
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
の
前
半
部
分
で
、
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
ら
の

盗
賊

の
一
味
か
ら
自
分
を
救
い
出
し
て
く
れ
た
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
を
、
森
の
中
で
強
姦
し
た
男
で
あ
る
。
作
品
の
後
半
部
分
で
、
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
の

前
に
ふ
た
た
び
現
わ
れ
、
彼
女
を
悪
事
に
さ
そ
う
。
こ
の
と
き
、
彼
は
色
欲
と
金
銭
欲
と
を
満
た
す
た
め
に
、
娘
た
ち
を
誘
拐
し
、
犯
し
、
売
り

飛
ば

す
と
い
っ
た
悪
行
を
重
ね
て
い
る
。
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
は
甑
①
昌
密
δ
四
5
8
（
慈
善
、
善
行
、
親
切
）
を
話
題
に
す
る
。
「
狼
が
子
羊
を
罠
に

ひ
き
寄
せ
る
」
た
め
の
「
悪
だ
く
み
」
の
よ
う
な
「
術
策
」
は
、
自
然
の
う
ち
に
見
い
だ
せ
る
の
に
た
い
し
、
「
甑
①
目
霊
肪
き
8
は
自
然
の
中
に

な
い
」
と
彼
は
判
ず
る
（
H
、
三
一
五
頁
）
。
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
匡
①
昌
鵠
駐
碧
8
は
心
の
「
弱
さ
」
（
H
、
三
一
五
頁
）
を
証
明
す
る

も
の
で
あ
り
、
「
一
時
的
な
美
徳
で
し
か
な
い
」
（
皿
、
三
一
六
頁
）
。
自
然
は
、
「
ど
の
よ
う
な
代
価
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
け
っ

し
て
、
自
分
を
満
足
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
求
以
外
の
も
の
を
、
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
植
え
つ
け
な
か
っ
た
」
の
で
、
げ
δ
§
δ
き
8
は
「
自
然
の

感
情
で
は
少
し
も
な
い
」
の
で
あ
る
（
皿
、
三
一
六
頁
）
。
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
は
自
然
の
名
の
も
と
に
、
あ
る
い
は
自
己
の
満
足
を
優
先
さ
せ
る
が

ゆ
え
に
、
ぼ
①
昌
壁
δ
9
ロ
8
を
否
認
し
、
悪
行
に
向
け
て
湛
進
す
る
。
『
プ
チ
・
ロ
ベ
ー
ル
』
に
は
、
ぼ
①
昌
貯
δ
帥
5
8
の
類
義
語
と
し
て
、
。
げ
胃
詳
ひ

十
三



十
四

（慈
愛
）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
も
、
他
者
へ
の
愛
の
欠
如
が
認
め
ら
れ
る
。

　
女
盗
賊
の
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
は
非
情
な
心
の
持
ち
主
だ
と
い
う
点
に
お
い
て
、
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
。
夫
人
は
コ
ン
シ
エ
ル

ジ

ュ

リ
の
牢
獄
か
ら
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
を
連
れ
て
脱
出
す
る
。
旅
の
途
中
、
彼
女
の
仲
間
た
ち
は
三
人
の
人
間
を
殺
害
し
て
盗
み
を
は
た
ら
く
。
し

か

し
わ
ず
か
な
金
額
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
、
盗
賊
団
の
一
人
は
、
犯
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
悔
い
る
。
す
る
と
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
は
、
「
犠
牲
に

さ
れ
た
者
た
ち
の
各
々
の
生
存
停
止
な
ん
て
、
私
た
ち
と
の
関
連
で
い
え
ば
無
価
値
な
も
の
だ
」
（
H
、
一
六
二
頁
）
と
言
い
放
ち
、
冷
酷
さ
を
覗

か
せ
る
。
夫
人
に
と
つ
て
肝
心
な
の
は
、
「
も
の
ご
と
は
、
私
た
ち
の
利
益
と
の
関
係
か
ら
だ
け
計
算
す
べ
き
だ
よ
」
（
H
、
一
六
二
頁
）
と
い
ま

し
め
て
い
る
よ
う
に
、
自
分
の
「
利
益
」
だ
け
で
あ
る
。
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
は
、
「
私
た
ち
の
身
に
か
か
わ
る
こ
と
と
、
他
人
さ
ま
に
か
か
わ
る
こ
と

と
の
あ
い
だ
に
は
、
い
か
な
る
合
理
的
な
関
係
も
な
い
ん
だ
よ
」
（
H
、
一
六
三
頁
）
と
も
言
明
す
る
。
前
者
は
「
肉
体
的
」
に
感
じ
ら
れ
る
が
、

後
者
は
「
精
神
的
」
に
、
言
い
か
え
れ
ば
、
頭
を
と
お
し
て
し
か
知
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
H
、
一
六
三
頁
）
。
し
た
が
っ
て
、
他
人
が
苦
し
も

う
が
死
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
肉
体
的
に
実
感
で
き
な
い
の
で
、
自
分
と
は
無
縁
の
も
の
に
と
ど
ま
る
。
他
者
の
苦
し
み
・
不
幸
に
心
を
動
か
さ

れ

る
こ
と
の
な
い
デ
ュ
ボ
ワ
夫
人
に
は
、
愛
が
欠
如
し
て
い
る
。
ま
た
夫
人
は
、
他
者
が
自
己
と
同
じ
よ
う
に
生
存
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
他

者
1
1
愛
の
不
在
が
彼
女
の
内
心
を
特
徴
づ
け
る
。

　

『
ジ

ュ

ス

チ

ー
ヌ
』
の
中
の
若
干
の
人
物
た
ち
に
お
け
る
他
者
1
1
愛
の
不
在
を
注
視
し
た
。
こ
こ
で
、
締
め
く
く
り
を
つ
け
る
た
め
に
、
は
じ

め

に

言
及

し
た
ク
レ
マ
ン
神
父
の
別
の
言
葉
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
ク
レ
マ
ン
神
父
は
「
他
人
の
幸
福
よ
り
自
分
の
幸
福
を
好
む
」
立

場
か
ら
、
自
然
が
、
「
誰
を
犠
牲
に
し
て
も
か
ま
わ
な
い
か
ら
、
幸
福
に
な
れ
と
命
じ
て
い
る
」
（
H
、
二
六
九
頁
）
と
主
張
し
た
う
え
で
、
こ
う

断
定
し
て
い
る
。

　
　

「
隣
人
愛
の
体
系
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
妄
想
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
妄
想
を
キ
リ
ス
ト
教
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然

　
　
に
負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
（
H
、
二
六
九
頁
）
。

　
ク
レ
マ
ン
神
父
は
、
利
己
的
な
幸
福
を
追
求
す
る
在
り
方
と
対
立
さ
せ
る
か
た
ち
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
隣
人
愛
の
体
系
」
を
置
い
て
い
る
。



神
父
は
自
然
の
名
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
教
隣
人
愛
を
、
「
妄
想
」
で
あ
る
と
し
て
否
認
・
拒
絶
す
る
。
お
そ
ら
く
彼
に
代
表
さ
れ
る
サ
ド
的
人
間
の

絶
対
的
エ
ゴ
イ
ス
ム
は
、
こ
の
隣
人
愛
の
対
極
の
地
点
に
位
置
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
サ
ド
的
人
間
の
内
面
を
特
徴
づ
け
る
他
者
1
1
愛
の
不

在

は
、
キ
リ
ス
ト
教
隣
人
愛
の
否
定
の
具
体
的
・
窮
極
的
な
あ
ら
わ
れ
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
目
的
で
、
今
度
は
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
の
人
物
た
ち
を
調
査
し
よ
う
。
周
辺
的
人
物
か
ら
は
じ
め
て
中
心
人
物
に

せ
ま
っ
て
い
く
と
い
う
順
番
で
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
第
五
部
に
出
て
く
る
フ
ラ
ン
カ
ヴ
ィ
ル
公
爵
は
、
ナ
ポ
リ
在
住
の
裕
福
な
貴
族
で
あ

る
。
公
爵
は
ナ
ポ
リ
国
王
と
と
も
に
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
ら
を
晩
餐
会
に
招
く
。
そ
の
晩
餐
会
に
は
二
百
人
の
美
女
と
二
百
人
の
少
年
が
は
べ
っ
て
い

る
。
豪
華
な
食
事
の
席
で
、
フ
ラ
ン
カ
ヴ
ィ
ル
公
爵
は
不
幸
な
人
び
と
の
「
窮
乏
」
を
問
題
に
し
つ
つ
、
「
自
分
の
傍
ら
で
人
が
苦
し
ん
で
い
る
の

を
知
ら
な
け
れ
ば
、
私
は
そ
れ
ほ
ど
幸
福
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
告
白
す
る
（
皿
、
一
〇
五
六
頁
）
。
自
己
の
幸
福
を
味
わ
う
た
め
に
、
公
爵
に
は
、

他
者
の
苦
悩
・
不
幸
（
を
知
る
こ
と
）
が
必
要
な
の
だ
。
「
人
生
の
よ
ろ
こ
び
の
半
分
が
生
じ
る
の
は
、
自
分
に
有
利
な
こ
う
し
た
比
較
か
ら
だ
」

（
皿
、
一
〇
五
六
頁
）
と
彼
は
言
葉
を
継
ぐ
。
他
者
の
苦
悩
・
不
幸
に
接
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
よ
ろ
こ
び
・
幸
福
感
は
い
や
ま
す
。
フ
ラ
ン
カ

ヴ
イ
ル
公
爵
は
自
己
と
同
じ
水
準
で
他
者
を
眺
め
る
こ
と
は
な
い
。
不
幸
な
他
者
と
連
帯
す
る
と
い
っ
た
姿
勢
は
さ
ら
さ
ら
な
い
。
食
事
の
あ
と
、

公
爵

ら
は
淫
蕩
に
ふ
け
り
、
快
楽
を
も
と
め
て
母
親
と
子
ど
も
、
そ
れ
に
若
者
た
ち
を
死
に
至
ら
し
め
る
。
フ
ラ
ン
カ
ヴ
ィ
ル
公
爵
に
お
い
て
は
、

他
者
へ
の
愛
が
完
全
に
欠
落
し
て
い
る
。

　
ア

ペ
ニ
ン

山
脈
に
隠
棲
す
る
ミ
ン
ス
キ
ー
は
、
淫
楽
殺
人
を
繰
り
返
し
、
さ
ら
に
人
肉
を
食
す
る
極
悪
人
で
あ
る
。
自
分
の
犯
し
た
犯
罪
の
数

が

足

り
な
い
こ
と
だ
け
を
悔
い
る
彼
は
、
「
何
故
に
人
間
は
他
人
に
た
い
し
て
善
行
を
な
す
よ
う
拘
束
さ
れ
る
の
か
ね
？
」
（
皿
、
七
一
四
頁
）
と

ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
ら
に
問
い
か
け
、
「
歓
待
は
恵
み
を
施
す
こ
と
と
同
様
に
危
険
な
も
の
だ
」
（
m
、
七
一
五
頁
）
と
言
い
放
つ
。
善
行
は
ミ
ン
ス
キ

ー
に
あ
っ
て
は
唾
棄
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
玄
①
5
貯
δ
碧
。
①
は
、
「
弱
さ
と
自
尊
心
か
ら
生
ま
れ
た
感
情
」
（
皿
、
七
一
五
頁
）
と
し
て
排
斥
さ
れ

る
。
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
の
中
の
サ
ン
・
フ
ロ
ラ
ン
と
同
じ
く
、
げ
δ
ロ
貯
δ
9
ロ
゜
①
を
否
定
す
る
点
で
、
ミ
ン
ス
キ
ー
に
お
い
て
も
、
他
者
へ
の
愛

の
欠
如
が
認
知
で
き
る
。

十
五



十
六

　

『
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
一
部
で
、
パ
ン
テ
モ
ン
修
道
院
の
院
長
デ
ル
ベ
ー
ヌ
夫
人
は
修
道
女
や
寄
宿
生
を
相
手
に
淫
蕩
に
ふ
け
り
、
享
楽

の
た
め

に

は
他
人
の
命
を
う
ば
う
こ
と
も
辞
さ
な
い
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
こ
の
デ
ル
ベ
ー
ヌ
か
ら
快
楽
“
悪
徳
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
。
夫
人
は
、

「
あ
た
し
は
楽
し
ん
だ
。
こ
れ
が
必
要
な
す
べ
て
の
こ
と
さ
」
（
m
、
二
七
〇
頁
）
と
教
え
る
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
、
「
他
人
を
犠
牲
に
し
て
ま
で

楽

し
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
か
？
」
と
た
ず
ね
る
と
、
「
こ
の
世
で
い
ち
ば
ん
あ
た
し
の
心
を
占
め
な
い
も
の
は
、
他
人
の
運
命
な
の
だ
よ
」
と

返
答
す

る
（
皿
、
二
七
〇
頁
）
。
デ
ル
ベ
ー
ヌ
夫
人
に
と
っ
て
、
自
己
の
よ
ろ
こ
び
が
す
べ
て
で
あ
っ
て
、
他
者
の
運
命
は
、
つ
ま
り
他
者
が
苦
し

む
と
か
死
ぬ
と
か
い
っ
た
こ
と
は
、
関
心
の
外
に
あ
る
。
夫
人
に
お
け
る
他
者
の
不
在
を
た
し
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
夫
人
は
、
「
こ
の
世
で
あ

た

し
が
ほ
ん
の
い
さ
さ
か
も
信
じ
て
い
な
い
の
は
、
愚
か
者
た
ち
が
絶
え
ず
あ
た
し
に
そ
の
言
葉
を
口
に
す
る
け
れ
ど
、
あ
の
く
友
愛
と
い
う
絆
v

な
の
だ
よ
」
（
皿
、
二
七
〇
頁
）
と
も
胸
襟
を
開
く
。
〈
友
愛
V
（
守
暮
霞
巳
叡
）
は
＾
自
由
V
〈
平
等
V
と
と
も
に
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
の
標
語
で
あ

り
、
革
命
精
神
が
切
実
に
希
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
デ
ル
ベ
ー
ヌ
夫
人
は
こ
の
時
9
霞
巳
ま
を
断
固
と
し
て
否
定
す
る
。
夫
人
に
お
け
る
愛
の
不

在
が

見
て
と
れ
る
。

　
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
第
二
部
に
お
い
て
、
「
殺
人
は
わ
し
の
快
楽
の
な
か
で
も
っ
と
も
甘
美
な
も
の
だ
」
と
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
サ
ン
・

フ

オ

ン

は
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
「
友
情
の
絆
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
と
き
、
彼
女
の
話
を
さ
え
ぎ
っ
て
、
「
わ
し
は
も
う
、
そ
ん
な
感
情
な
ど
、

愛
の
絆
と
同
様
に
信
じ
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
（
皿
、
三
八
三
頁
）
。
な
ぜ
な
ら
友
情
や
愛
は
「
心
」
の
領
域
に
属
す
る
も
の
で
、
「
偽
り
の
」

も
の
で
あ
る
か
ら
だ
（
皿
、
三
八
三
頁
）
。
サ
ン
・
フ
オ
ン
が
信
じ
る
の
は
、
「
感
覚
」
で
あ
り
、
「
肉
体
的
習
慣
」
「
エ
ゴ
イ
ス
ム
」
「
利
害
関
係
（
貯
け
曾
騨
）
」

だ

け
で
あ
る
。
感
覚
の
陶
酔
を
欲
す
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
サ
ン
・
フ
オ
ン
は
、
自
分
の
利
益
に
な
る
も
の
し
か
も
と
め
な
い
。
「
そ
う
と
も
、
利
害
関

係
は
常
に
、
あ
ら
ゆ
る
絆
の
な
か
で
、
わ
し
が
い
ち
ば
ん
信
じ
る
絆
で
あ
る
だ
ろ
う
」
（
皿
、
三
人
三
頁
）
と
、
彼
は
推
察
す
る
。
サ
ン
・
フ
オ
ン

に

と
っ
て
、
友
情
や
愛
は
利
益
（
首
け
曾
騨
）
と
相
容
れ
な
い
・
相
反
す
る
関
係
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
否
認
の
対
象
と
な
る
。
こ
の
否
認
か
ら
、
彼

に
お
け
る
他
者
の
不
在
、
愛
の
不
在
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
は
、
贅
言
を
要
し
な
い
。

　
サ

ン
・

フ

オ

ン

と
同
じ
く
、
ベ
ル
モ
ー
ル
も
ま
た
、
愛
に
か
ん
し
て
否
定
的
な
見
解
を
表
明
し
て
い
る
。
第
三
部
で
、
ベ
ル
モ
ー
ル
は
「
犯
罪



友
の
会
」
と
い
う
組
織
の
会
長
に
就
任
す
る
。
そ
の
折
、
彼
は
演
説
を
お
こ
な
い
、
性
の
交
わ
り
の
際
の
「
思
い
や
り
」
（
隷
ぎ
彗
①
゜
。
°
。
①
）
に
き
口

及
す

る
。
「
そ
れ
は
感
覚
の
満
足
だ
け
に
こ
だ
わ
る
者
に
お
い
て
は
、
役
に
立
た
な
い
し
、
有
害
で
す
ら
あ
り
ま
す
」
（
皿
、
六
三
一
頁
）
と
告
げ

る
。
ベ
ル
モ
ー
ル
は
く
思
い
や
り
V
を
享
楽
に
敵
対
す
る
も
の
と
し
て
排
斥
す
る
。
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
の
ク
レ
マ
ン
神
父
と
同
様
、
思
い
や
り
1
1

愛
を
否
認
す
る
。
事
実
、
ベ
ル
モ
ー
ル
は
、
「
愛
と
は
完
全
に
無
益
な
も
の
」
だ
と
裁
断
し
、
「
理
性
あ
る
男
性
は
享
楽
の
対
象
の
な
か
に
、
（
…
）

そ

れ
自
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
存
在
し
か
見
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
」
と
主
張
す
る
（
皿
、
六
三
一
頁
）
。
快
楽
に
至
上
の
価
値
を

置
く
ベ
ル
モ
ー
ル
に
と
っ
て
、
享
楽
の
相
手
は
、
「
そ
れ
自
体
と
し
て
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
存
在
」
で
し
か
な
い
。
彼
は
愛
と
と
も
に
他
者

を
否
認
す
る
。

　

『ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
に
お
い
て
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
他
者
へ
の
思
い
や
り
を
欠
く
、
典
型
的
な
人
間
の
ひ
と
り
で
あ
る
。
彼
は
第
一
部
で
、

ゴ

ー
ド
と
い
う
小
間
使
を
性
的
に
弄
ん
だ
挙
げ
句
、
盗
み
の
濡
れ
衣
を
着
せ
て
、
ビ
セ
ー
ト
ル
の
土
牢
に
送
り
込
む
。
ゴ
ー
ド
を
警
察
に
逮
捕
さ

せ
た

あ
と
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
、
「
わ
れ
わ
れ
は
他
人
の
苦
痛
な
ど
あ
ざ
笑
う
。
そ
も
そ
も
こ
の
苦
痛
と
わ
れ
わ
れ
と
の
あ
い
だ

に
、
ど
ん
な
共
通
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
か
？
」
（
皿
、
三
二
九
頁
）
と
の
言
葉
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
奉
ず
る
彼
は
、
自
己
の

利
益
・
快
楽
の
た
め
に
は
、
他
人
が
苦
し
む
こ
と
を
厭
わ
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
他
人
に
積
極
的
に
苦
痛
を
与
え
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
、
「
わ
れ

わ

れ
が
そ
れ
〔
他
人
の
苦
痛
〕
の
影
響
を
受
け
る
の
は
、
同
じ
運
命
を
た
ど
る
こ
と
へ
の
恐
怖
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
憐
れ
み
は
恐
怖
か

ら
生
ま
れ
る
の
だ
か
ら
、
憐
れ
み
と
は
一
つ
の
弱
さ
で
あ
る
」
（
皿
、
三
二
九
頁
）
と
断
言
し
て
い
る
。
彼
は
「
憐
れ
み
」
（
豆
け
は
）
の
念
を
い
だ

く
こ
と
を
自
ら
に
禁
じ
る
。
こ
の
官
註
α
の
欠
如
は
、
他
者
へ
の
愛
の
欠
落
を
意
味
す
る
。

　
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
こ
の
あ
と
、
自
然
に
お
け
る
強
者
と
弱
者
の
存
在
を
話
題
に
し
つ
つ
、
自
己
と
他
人
と
の
あ
い
だ
に
「
わ
れ
わ
れ
が
根
拠
な

く
想
定
し
て
い
る
一
種
の
絆
」
（
皿
、
三
三
五
頁
）
に
つ
い
て
触
れ
る
。
そ
し
て
「
こ
の
架
空
の
絆
と
い
う
考
え
方
が
情
欲
の
邪
魔
を
し
、
情
欲
の

自
由
を
う
ば
っ
て
い
る
」
が
ゆ
え
に
、
こ
の
絆
を
「
打
ち
砕
き
た
い
」
と
の
願
い
を
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
打
ち
明
け
る
（
m
、
三
三
五
頁
）
。
ノ
ワ

ル
ス

イ
ユ
の
言
う
「
絆
」
と
は
、
自
己
と
他
者
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
は
ず
の
友
好
的
な
関
係
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
自
然
は

十
七



十
八

強
者
と
弱
者
と
い
っ
た
よ
う
に
、
人
間
を
不
平
等
に
作
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
関
係
は
幻
想
で
あ
る
し
、
ま
た
、
「
情
欲
」
を
解
放
す

る
た
め
に
粉
砕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
は
思
念
す
る
の
で
あ
る
。
他
者
と
の
絆
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
こ
の
態
度
の
う
ち
に
、
他
者
の
拒

絶
が
看
取
で
き
る
。
さ
ら
に
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
は
こ
の
絆
か
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
宗
教
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
て
い
る
、
あ
の
同
胞
愛
の
類
い
の
も
の

を
作
り
上
げ
た
」
（
皿
、
三
三
五
頁
）
と
知
ら
せ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
絆
」
の
否
定
は
「
同
胞
愛
」
（
守
9
。
け
霞
巳
ま
）
の
否
認
に
つ
う
じ
る
。

国
冨
け
零
巳
ま
へ
の
敵
視
は
デ
ル
ベ
ー
ヌ
夫
人
に
お
い
て
も
観
察
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
守
暮
霞
巳
ま
は
、
「
宗
教
に
よ
っ
て
聖
化
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
限
定
を
受
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
〈
隣
人
愛
v
と
言
い
か
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
が
否
認
し
て
い
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト

教
的
な
愛
で
も
あ
る
。

　

『
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
物
語
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
の
場
合
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
第
二
部
で
、
大
臣
サ
ン
・
フ
ォ
ン
の
寵
愛
を

受
け
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
三
分
の
二
を
餓
死
さ
せ
る
計
画
に
お
じ
け
つ
い
た
こ
と
で
、
サ
ン
・
フ
オ
ン
の
不
興
を
買
い
、
パ
リ
か
ら

逃
亡

す

る
。
イ
タ
リ
ア
に
脱
出
し
た
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
、
様
々
な
人
び
と
と
の
出
会
い
を
重
ね
る
な
か
で
、
〈
悪
人
v
と
し
て
生
成
し
て
い
く
。
第

四
部
、
彼
女
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
、
ド
ニ
伯
爵
夫
人
と
同
性
愛
の
関
係
を
結
ぶ
。
ド
ニ
伯
爵
夫
人
は
、
愛
人
と
の
あ
い
だ
に
で
き
た
実
の
娘
の
フ

オ

ン

タ
ン
ジ
ュ
に
五
十
万
フ
ラ
ン
の
年
金
を
与
え
る
た
め
に
、
嫌
な
夫
と
の
あ
い
だ
の
子
、
ア
グ
ラ
エ
を
亡
き
者
に
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
は
夫
人
に
、
次
の
よ
う
に
悪
事
を
そ
そ
の
か
す
言
辞
を
弄
す
る
。

　
　

「
私
た

ち
が
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
た
た
き
込
ま
れ
た
、
あ
の
ば
か
げ
た
友
愛
を
完
全
に
根
絶
す
る
こ
と
に
、
す
べ
て
は
か
か
っ
て
い

　
　
る
の
よ
。
こ
の
幻
影
の
よ
う
な
絆
を
完
全
に
打
ち
砕
き
な
さ
い
よ
。
も
う
そ
の
絆
に
ど
ん
な
権
威
も
残
し
て
は
な
ら
な
い
わ
。
他
の
人
と
あ

　
　
な
た
と
い
う
人
と
の
あ
い
だ
に
は
、
絶
対
に
何
の
関
係
も
存
在
し
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
納
得
し
な
さ
い
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
一
方
で
は

　
　
あ
な
た
の
快
楽
の
範
囲
が
広
が
り
、
他
方
で
は
、
そ
の
間
、
後
悔
の
感
情
が
消
え
て
い
く
っ
て
こ
と
が
わ
か
る
わ
。
あ
な
た
に
は
な
ん
の
結

　
　
果
も
生
じ
な
い
の
だ
か
ら
、
隣
人
が
苦
痛
の
感
覚
を
覚
え
る
な
ん
て
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
よ
」
（
皿
、
七
五
五
頁
）
。

　
ジ

ュ

リ
エ
ッ
ト
は
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
と
同
じ
く
、
自
覚
的
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
立
場
に
立
つ
。
「
他
の
人
と
あ
な
た
と
い
う
人
と
の
あ
い
だ
に
は
、
絶



対
に

何
の
関
係
も
存
在
し
な
い
」
と
明
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
己
と
他
者
と
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
つ
な
が
り
、
絆
も
認
め
な
い
。
別
の
と
こ

ろ
で
ジ
ユ
リ
エ
ッ
ト
は
、
わ
れ
わ
れ
が
「
す
べ
て
の
人
間
た
ち
か
ら
完
全
に
隔
絶
し
て
い
る
」
（
皿
、
八
二
七
頁
）
と
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
人

間
を
孤
立
し
た
存
在
と
み
な
す
彼
女
は
、
他
者
と
の
連
帯
を
も
と
め
る
の
で
は
な
く
、
自
分
だ
け
を
信
じ
、
ひ
た
す
ら
自
己
の
利
益
、
快
楽
を
追

求
す

る
。
「
隣
人
が
苦
痛
の
感
覚
を
覚
え
る
な
ん
て
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
よ
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
ご
と
く
、
自
己
の
快

楽

を
拡
大
す
る
た
め
に
、
他
人
を
苦
し
め
、
犠
牲
に
す
る
こ
と
を
是
認
す
る
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
も
ま
た
、
他
者
へ
の
愛
を
欠
い
て
い
る
こ
と
は
明

白
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
彼
女
が
は
じ
め
に
、
「
あ
の
ば
か
げ
た
友
愛
守
暮
霞
巳
ま
を
完
全
に
根
絶
す
る
こ
と
」
を
勧
め
て
い
る
点
は

注
意
を
ひ
く
。
子
供
の
死
を
望
む
ド
ニ
伯
爵
夫
人
に
た
い
す
る
言
葉
な
の
で
、
〈
友
愛
v
と
訳
し
た
が
、
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
と
同
様
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト

も
ま
た
、
守
鉾
霞
巳
ま
を
敵
視
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
私
た
ち
が
教
育
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
た
た
き
込
ま
れ
た
」
と
い
う
修
飾
語
が
付
い

て

い

る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
讐
霞
巳
ま
が
キ
リ
ス
ト
教
隣
人
愛
を
包
含
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
も
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

愛
を
否
認
し
て
い
る
。

　
さ
い
ご
に
、
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
の
在
り
方
に
注
目
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
は
多
く
の
時
間
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
と
行
動
を
共
に

す

る
。
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
の
同
伴
者
と
い
う
べ
き
人
物
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
は
殺
人
行
為
を
繰
り
返
す
。
彼
女
は
「
憐
れ
み
」
（
官
菖
ひ
）
を
、

「
私
た

ち
が
自
分
の
た
め
に
恐
れ
る
不
幸
を
他
人
に
見
い
だ
し
て
、
そ
れ
に
同
情
す
る
よ
う
仕
向
け
る
、
ま
っ
た
く
利
己
的
な
感
情
」
で
あ
り
、

「
弱

さ
」
で
あ
る
と
し
て
排
斥
す
る
（
皿
、
四
二
五
－
四
二
六
頁
）
。
＾
憐
れ
み
v
の
否
定
は
ノ
ワ
ル
ス
イ
ユ
に
お
い
て
も
見
ら
れ
た
。
ク
レ
ー
ル

ヴ
ィ
ル
は
こ
の
否
定
を
徹
底
的
に
推
し
進
め
、
冷
静
・
冷
酷
に
悪
事
・
犯
罪
を
な
し
と
げ
る
よ
う
心
が
け
る
。
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
ジ
ュ
リ
エ

ッ

ト
は
、
ク
レ
ー
ル
ヴ
イ
ル
の
「
冷
酷
さ
」
に
言
い
及
び
、
そ
れ
が
「
女
性
に
あ
っ
て
は
常
に
無
感
覚
を
証
明
し
ま
す
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、

「
彼
女

〔
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
〕
は
ひ
と
し
ず
く
の
涙
も
こ
ぼ
し
た
こ
と
が
な
く
、
不
幸
な
者
た
ち
の
運
命
に
一
度
も
心
を
動
か
さ
れ
な
い
の
を
自

慢
に

し
て
い
ま
し
た
。
《
私
の
魂
は
何
に
も
動
じ
な
い
の
よ
》
と
彼
女
は
言
っ
て
い
ま
し
た
」
と
報
告
し
て
い
る
（
皿
、
四
一
八
レ
四
一
九
頁
）
。

ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
の
「
無
感
覚
」
（
厳
゜
。
①
づ
甑
げ
葭
ま
）
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ぎ
゜
。
①
譲
子
ま
ま
は
A
心
を
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
v
で
も
あ
る
。
ク
レ

十
九



二
十

ー
ル
ヴ
イ
ル
は
く
憐
れ
み
v
の
感
情
を
い
だ
く
の
で
は
な
く
、
〈
心
を
動
か
さ
れ
な
い
こ
と
v
を
標
榜
す
る
。
第
三
部
に
お
い
て
、
彼
女
じ
し
ん
、
自

分
の
あ
り
方
を
「
無
感
動
」
（
碧
9
匡
㊦
）
と
い
う
語
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。

　
　
「
私
の
魂
は
非
情
な
の
よ
。
そ
れ
で
自
分
が
楽
し
ん
で
い
る
幸
福
な
無
感
動
9
。
b
鉾
巨
①
よ
り
も
、
感
じ
や
す
さ
の
ほ
う
が
好
ま
し
い
な
ん
て
、

　
　
私
は

ま
っ
た
く
考
え
な
い
わ
」
（
皿
、
四
二
一
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
「
感
じ
や
す
さ
」
（
°
。
8
°
。
旨
崔
ま
）
で
は
な
く
、
碧
魯
匿
①
を
享
受
し
て
い
る
。
な
に
ゆ
え
に
彼
女
は
碧
9
匡
①

も
し
く
は
首
゜
。
①
口
゜
。
子
葭
ま
に
価
値
を
置
く
の
か
。
何
よ
り
も
ま
ず
、
悪
・
犯
罪
を
欲
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
に
よ
れ
ば
、
大
い
な

る
犯
罪
を
成
就
す
る
た
め
に
は
、
人
は
「
熱
狂
状
態
」
に
お
ち
い
る
の
で
は
な
く
、
「
冷
静
さ
」
を
保
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
皿
、
六
〇
四
頁
）
。

第
三
部
で
、
淫
蕩
に
ふ
け
り
な
が
ら
実
の
父
親
ベ
ル
ノ
ー
ル
を
殺
害
し
た
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
を
批
判
し
て
、
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
は
、
「
犯
罪
の
松
明
で

情
欲
の
松
明
に
点
火
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ど
う
や
ら
彼
女
〔
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
〕
は
情
欲
の
松
明
で
犯
罪
の
松
明
に
火
を
つ
け
て
い
る
の

で
は
な
い
か
、
と
私
は
疑
っ
て
い
る
の
よ
」
（
皿
、
六
〇
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
ク
レ
ー
ル
ヴ
イ
ル
に
と
つ
て
、
悪
を
な
す
こ
と
の
よ
ろ
こ
び
は
、

淫
蕩
の
快
楽
で
は
な
い
。
「
淫
行
に
興
奮
す
る
た
め
で
は
な
く
」
、
「
悪
を
犯
す
と
い
う
唯
一
の
快
楽
の
た
め
に
」
（
m
、
六
〇
四
頁
）
、
人
は
悪
を
な

す
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
目
的
の
た
め
に
、
碧
讐
匡
①
な
い
し
巨
゜
・
o
ロ
゜
。
旨
臣
ま
が
希
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
は
サ
ド
の
作
品
の
な
か
の

「
偉
大
な
り
ベ
ル
タ
ン
」
の
「
無
感
覚
」
（
ぎ
゜
。
①
5
の
ま
筐
ま
）
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

　
　

「
犯
罪
は

淫
乱

よ
り
も
重
要
で
あ
る
。
冷
静
な
犯
罪
は
激
烈
な
感
情
の
な
か
で
実
行
さ
れ
る
犯
罪
よ
り
も
偉
大
で
あ
る
。
（
…
）
快
楽
の
た
め

　
　
に
の
み
生
き
る
こ
れ
ら
偉
大
な
り
ベ
ル
タ
ン
は
み
な
、
自
己
の
な
か
の
い
か
な
る
快
楽
の
能
力
を
も
根
絶
し
た
か
ら
こ
そ
偉
大
な
の
だ
。
だ

　
　
か

ら
こ
そ
、
彼
ら
は
恐
る
べ
き
異
常
な
行
為
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
の
だ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
正
常
な
快
楽
の
凡
庸
さ
で
足
り
る
だ
ろ
う
。
だ

　
　
が
彼
ら
は
無
感
覚
に
な
っ
た
し
、
自
己
の
無
感
覚
、
こ
の
否
定
さ
れ
た
感
受
性
を
享
受
す
る
こ
と
を
望
み
、
残
忍
に
な
る
の
で
あ
る
。
残
酷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
さ
と
は
、
破
壊
的
爆
発
と
化
し
て
し
ま
う
ほ
ど
極
端
に
押
し
す
す
め
ら
れ
た
自
己
否
定
で
し
か
な
い
」
。

　
ブ

ラ
ン
シ
ョ
は
、
悪
を
な
す
サ
ド
的
人
間
が
、
「
淫
乱
」
よ
り
も
「
犯
罪
」
を
重
視
す
る
の
で
、
快
楽
の
た
め
に
生
存
し
な
が
ら
も
、
「
い
か
な



る
快
楽
の
能
力
を
も
根
絶
」
す
る
と
知
ら
せ
て
い
る
。
サ
ド
的
人
間
は
こ
う
し
て
「
無
感
覚
」
（
け
P
の
①
】
P
q
口
＝
9
一
一
一
什
α
）
の
境
地
に
到
達
し
、
「
恐
る
べ

き
異
常
な
行
為
」
、
言
い
か
え
れ
ば
、
偉
大
な
犯
罪
を
こ
の
境
地
の
な
か
で
遂
行
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ョ
の
定
義
す
る
よ
う
に
、
「
残
酷
さ
」

が

「自
己
否
定
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
巨
゜
。
①
昌
゜
。
ま
筐
ま
も
ま
た
、
「
感
受
性
」
（
°
。
o
口
巴
ぴ
葭
ま
）
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
で
得
ら
れ
る
の
だ
か
ら
、
自

己

否
定
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ぎ
゜
・
①
昌
巴
ぴ
葭
ま
も
し
く
は
碧
暮
匡
o
は
自
己
否
定
の
賜
物
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
に
代
表
さ
れ
る
サ
ド
的
人
間
の
巨
゜
。
①
口
゜
。
ま
ま
ま
な
い
し
碧
讐
匡
①
は
、
自
己
否
定
の
結
晶
で
あ
る
と
同
時

に
、
他
者
の
完
壁
な
否
定
の
う
え
に
成
り
立
つ
境
地
で
も
あ
る
。
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
が
憐
れ
み
（
豆
註
α
）
を
敵
視
し
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
。

こ

の
憐
れ
み
を
徹
底
的
に
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
、
g
。
冒
9
匡
①
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
者
に
た
い
し
て
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
あ
れ
憐
れ
み
を
い
だ
く

な
ら
ば
、
大
い
な
る
犯
罪
は
な
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
の
゜
。
①
5
°
。
ま
臣
ま
（
感
受
性
、
感
じ
や
す
さ
）
を
否
定
す
る
と
は
、
他
者
に
た
い
す

る
ω
①
5
°
。
子
　
騨
ひ
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
へ
の
憐
れ
み
H
愛
を
抹
殺
す
る
こ
と
で
あ
り
、
要
す
る
に
、
内
心
に
お
け
る
他
者
1
1
愛
な
る
も
の

を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
の
言
う
碧
讐
匡
①
は
甘
菖
ひ
の
対
極
の
地
点
に
位
置
す
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
憐
れ
み
の
敵
視
に
、
ジ
ャ
ン
ー
ー
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
批
判
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
研
究
者
た
ち
の
指
摘
す
る
と

　
　
　
（
5
）

こ
ろ
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
憐
れ
み
と
は
、
ル
ソ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
け
る
人
間
が
他
者
に
た
い
し
て
い
だ
く
生
得
的
な
感
情
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

あ
る
。
ル
ソ
ー
は
『
エ
ミ
ー
ル
』
の
な
か
で
、
憐
れ
み
を
、
「
自
然
の
秩
序
に
し
た
が
え
ば
人
間
の
心
に
触
れ
る
、
最
初
の
社
会
的
な
感
情
」
と
規

定
し
て
い
る
。
憐
れ
み
は
自
己
愛
を
規
制
す
る
も
の
と
し
て
、
自
己
愛
の
発
生
以
前
か
ら
人
間
に
そ
な
わ
っ
た
感
情
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ル
ソ

ー
の
人
間
観
は
、
サ
ド
の
世
界
に
お
い
て
は
全
面
否
定
さ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
サ
ド
的
人
間
は
ル
ソ
ー
の
憐
れ
み
に
対
置
す
る
か
た

ち
で
、
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
称
揚
す
る
か
ら
で
あ
る
。
自
然
状
態
に
あ
る
人
間
は
他
者
に
た
い
し
て
憐
れ
み
な
ど
覚
え
ず
、
も
つ
ば
ら
自
己
の
欲
望
を

充
足
さ
せ
る
こ
と
だ
け
を
考
え
る
と
い
う
の
が
、
サ
ド
の
人
間
観
で
あ
り
、
そ
れ
は
ル
ソ
ー
の
人
間
観
と
真
っ
向
か
ら
対
立
す
る
。

　
と
は
い
え
、
サ
ド
的
人
間
が
否
認
す
る
憐
れ
み
は
、
ル
ソ
ー
的
な
も
の
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
を
視
野
に
入
れ
た
も
の
で
も

あ
る
。
国
菖
α
が
キ
リ
ス
ト
教
隣
人
愛
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
の
人
物
た
ち
に
お
け
る
他
者
1
1
愛

二
十
一



二
十
二

の
不
在
を
検
証
し
た
と
き
、
彼
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
の
言
う
隣
人
愛
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
で
、
自
ら
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
を
貫
徹
し
て
い
る
と
結
論
し
た
。

国
菖
ひ
と
は
、
自
己
と
同
じ
水
準
で
他
者
を
眺
め
、
自
己
と
同
じ
よ
う
に
他
者
を
愛
し
た
と
き
に
生
じ
る
感
情
で
あ
る
。
写
鉾
霞
巳
ま
も
同
様
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
に
つ
う
じ
る
。
と
す
れ
ば
、
ク
レ
ー
ル
ヴ
ィ
ル
に
代
表
さ
れ
る
サ
ド
的
人
間
の
謳
歌
す
る
碧
暮
匡
①
は
、

豆
菖
ひ
や
守
9
霞
巳
ま
の
否
定
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
だ
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
と
対
蹟
的
な
関
係
に
あ
る
と
判
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
『
ジ
ュ
ス
チ
ー
ヌ
』
と
『
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
物
語
』
を
手
が
か
り
に
、
悪
の
世
界
と
し
て
の
サ
ド
の
作
品
世
界
を
概
観
し
た
。
ま
ず
は
じ
め

に
、
作
中
人
物
た
ち
の
盗
み
、
殺
人
を
肯
定
す
る
議
論
、
そ
れ
か
ら
犯
罪
、
悪
徳
、
悪
そ
れ
じ
た
い
を
称
揚
す
る
議
論
を
し
ら
べ
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
サ
ド
の
作
品
が
悪
の
賛
歌
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
次
に
、
悪
を
な
す
サ
ド
的
人
間
の
エ
ゴ
イ
ス
ム
、
そ
れ
も
絶
対
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
を

指
摘

し
た
。
こ
の
あ
と
、
作
中
人
物
た
ち
の
内
面
を
特
徴
づ
け
る
他
者
1
1
愛
の
不
在
を
分
析
し
た
。
こ
の
不
在
は
キ
リ
ス
ト
教
隣
人
愛
の
否
定
の

あ
ら
わ
れ
で
あ
り
、
営
註
ひ
や
時
暮
霞
巳
ま
を
敵
視
す
る
サ
ド
的
人
間
の
理
想
と
す
る
碧
9
ぽ
①
の
境
地
が
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
と
正
反
対
の
地

点
に

あ
る
こ
と
を
論
述
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
こ
の
点
に
関
連
し
て
、
十
九
世
紀
の
小
説
家
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
『
さ
か
し
ま
』
に
お
い
て
、
サ
デ
イ
ス
ム
を
、
「
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
私
生
児
」
で

あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
は
こ
の
「
私
生
児
」
（
げ
騨
霞
窪
）
な
る
語
を
、
親
で
あ
る
カ
ト
リ
シ
ス
ム
に
徹
底
的
に
反
逆
す
る
者
、

要
す

る
に
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
、
と
い
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
る
。
で
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
サ
デ
ィ
ス
ム
が
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の

「
私
生
児
」
に
な
る
の
か
。
サ
デ
イ
ス
ム
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
他
者
に
苦
し
み
を
与
え
る
こ
と
で
自
己
の
性
的
な
よ
ろ
こ
び
を
得
よ
う
と
す

る
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
サ
ド
の
作
中
人
物
た
ち
は
他
者
を
鞭
打
ち
、
陵
辱
し
、
多
く
の
場
合
、
殺
害
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
他
者
は
自
ら
の

快
楽
獲
得
の
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
も
し
く
は
悪
を
な
す
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
サ
ド
的
人
間
に
お
い
て
、
他
者
は
純
粋
に
A
も
の
v
で
あ
る
。
こ



れ
に

た

い

し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
交
わ
り
の
な
か
で
は
、
他
者
は
A
も
の
v
と
化
さ
な
い
。
自
己
と
同
じ
よ
う
に
他
者
を
愛
す
る
こ
と
が
、
キ

リ
ス
ト
教
的
な
愛
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
愛
を
徹
底
的
に
拒
絶
し
た
と
こ
ろ
に
、
サ
デ
イ
ス
ム
の
極
限
の
か
た
ち
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
サ

デ

イ
ス
ム
は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
愛
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
る
し
、
否
認
の
対
象
で
あ
る
と
し
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
風
土
を
抜
き
に
し
て
は

存
在

し
え
な
い
。
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
が
サ
デ
イ
ス
ム
を
「
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
私
生
児
」
と
み
な
し
た
の
は
、
一
つ
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い

て

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
．

　
か

く
し
て
、
サ
ド
の
世
界
は
キ
リ
ス
ト
教
世
界
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
定
立
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
サ
ド
の
世
界
が
反
キ
リ
ス
ト
教
的
で

あ
る
の
は
、
作
中
人
物
た
ち
が
絶
対
的
な
エ
ゴ
イ
ス
ム
の
中
に
身
を
置
き
、
他
者
へ
の
愛
を
欠
落
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
因
る
ば
か
り
で
は
な

い
。
彼
ら
は
そ
の
無
神
論
思
想
に
よ
っ
て
も
反
キ
リ
ス
ト
教
的
で
あ
る
。
お
ま
け
に
、
人
物
た
ち
の
多
く
は
往
々
に
し
て
濱
神
行
為
に
ふ
け
っ
て

い

る
。
サ
ド
に
お
け
る
無
神
論
と
濱
神
を
検
討
す
る
こ
と
　
　
こ
れ
を
次
の
課
題
と
し
た
い
。
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