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け
ら
れ
る
が
、
作
品
内
で
な
ぜ
死
が
頻
出
し
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
成
す

の
か
に
つ
い
て
の
論
文
は
少
な
い
。
そ
う
し
た
先
行
研
究
の
中
で
、
例
外

的
に
死
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
る
ル
イ
ス
・
ヒ
ュ
ー
ソ
ン
は
以
下
の
よ
う

に
指
摘
し
て
い
る
。「〔
ジ
ョ
ー
に
対
す
る
〕
社
会
の
最
終
的
な
拒
絶
は
意

味
の
な
い
死
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
一
九
一
九
年
』
の
最
後
に
描
か
れ
る
、

無
名
兵
士
と
い
う
無
意
味
さ
を
素
晴
ら
し
く
要
約
し
た
存
在
の
先
駆
に
な

っ
て
い
る
。
ジ
ョ
ー
の
死
は
、
全
て
の
登
場
人
物
が
異
な
っ
た
形
で
示
す

同
一
の
主
題
を
辛
辣
に
反
復
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
死
は
、
精
神
的
な

も
の
で
あ
れ
感
情
的
な
も
の
で
あ
れ
、
戦
争
に
行
っ
て
利
益
を
得
た
全
て

の
ア
メ
リ
カ
人
を
待
ち
受
け
て
い
た
」（1
）。
ヒ
ュ
ー
ソ
ン
は
死
と
い
う
主

題
が
章
を
横
断
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
、
死
が

　

ジ
ョ
ン
・
ド
ス
・
パ
ソ
ス
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
ア
メ
リ
カ
参
戦

か
ら
終
戦
ま
で
の
時
代
を
舞
台
に
し
た
、『U

. S. A
.

』
三
部
作
の
二
作
目

『
一
九
一
九
年
』（
一
九
三
二
年
）
に
お
い
て
、
複
数
の
死
を
描
い
て
い
る
。

こ
の
小
説
は
ド
ス
・
パ
ソ
ス
に
類
似
し
た
人
物
の
成
長
を
描
い
た
カ
メ

ラ
・
ア
イ
章
、
伝
統
的
な
小
説
の
よ
う
に
登
場
人
物
を
描
く
物
語
章
、
新

聞
記
事
の
切
り
貼
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
ニ
ュ
ー
ズ
リ
ー
ル
章
、

そ
し
て
ウ
ッ
ド
ロ
ウ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
な
ど
実
在
し
た
著
名
な
人
物
の
生
涯

を
描
く
伝
記
章
と
い
う
、
ス
タ
イ
ル
の
異
な
っ
た
四
つ
の
章
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
が
、
死
と
い
う
主
題
は
章
を
横
断
し
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
先
行
研
究
は
『
一
九
一
九
年
』
に
お
け
る
死
と
い
う
問
題
に
対
し

て
詳
細
な
分
析
を
し
て
こ
な
か
っ
た
。
個
々
の
死
に
関
す
る
分
析
は
見
受

論
説

『
一
九
一
九
年
』
に
お
け
る
死
の
響
き
合
い

白
木
三
慶
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細
な
テ
ク
ス
ト
分
析
は
『U

. S. A
.

』
批
評
に
お
け
る
緊
急
の
課
題
で
あ

る
。

　

そ
こ
で
本
論
文
は
、
複
数
の
死
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
「
終
わ
り
の
後
」

と
い
う
『
一
九
一
九
年
』
の
主
題
を
詳
細
な
テ
ク
ス
ト
分
析
に
よ
っ
て
明

ら
か
に
す
る
。
と
り
わ
け
、
死
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
カ
メ
ラ
・
ア
イ
章
、

主
人
公
の
死
が
描
か
れ
る
二
つ
の
物
語
章
、
そ
し
て
「
ア
メ
リ
カ
人
の
死

体
（T

he 
Body 

of 
an 

A
m

erican

）」
と
い
う
章
を
中
心
に
分
析
す

る（
4
）。
ま
た
、
こ
の
小
説
の
ス
タ
イ
ル
の
多
様
性
に
対
応
す
る
た
め
に
、

各
章
の
特
徴
に
応
じ
て
分
析
方
法
を
変
化
さ
せ
る
。
具
体
的
に
は
、
カ
メ

ラ
・
ア
イ
章
で
は
視
点
人
物
の
内
面
の
分
析
、
物
語
章
で
は
プ
ロ
ッ
ト
の

分
析
、
そ
し
て
「
ア
メ
リ
カ
人
の
死
体
」
の
章
で
は
形
式
と
内
容
、
そ
の

両
方
の
分
析
を
行
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
論
は
、
ヒ
ュ
ー
ソ
ン

や
パ
イ
ザ
ー
の
分
析
に
は
欠
け
て
い
た
、
複
数
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
複
数
の

死
を
描
く
こ
と
で
生
ま
れ
る
効
果
を
一
つ
一
つ
詳
細
に
考
察
す
る
と
同
時

に
、
異
な
る
ス
タ
イ
ル
の
章
を
横
断
す
る
「
終
わ
り
の
後
」
と
い
う
主
題

が
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

一
　
終
わ
り
の
後
の
死

『
一
九
一
九
年
』
の
カ
メ
ラ
・
ア
イ
章
は
、
死
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
も

逃
れ
ら
れ
な
い
視
点
人
物
の
姿
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
冒
頭
に
置

「
無
意
味
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
過
ぎ
て
い
る
。
こ
の
小
説
中
の
死
は

た
し
か
に
「
無
意
味
な
も
の
」
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
文
脈
を
た
ど
れ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
死
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
あ
る
。
そ

し
て
こ
こ
に
は
、
様
々
な
ス
タ
イ
ル
で
複
数
の
死
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
、
そ
れ
ぞ
れ
の
死
の
意
義
に
関
す
る
具
体
的
な
指

摘
は
な
い
。

　

ま
た
、『U

. S. A
.

』
三
部
作
の
主
題
を
概
観
す
る
ド
ナ
ル
ド
・
パ
イ
ザ

ー
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
乱
闘
中
の
ジ
ョ
ー
の
死
、
必
要
の
な
い

飛
行
機
事
故
で
の
娘
の
死
〔
…
…
〕
は
、
戦
争
が
生
み
出
し
た
、
率
直
さ

や
無
垢
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
精
神
に
対
す
る
間
接
的
だ
が
強
力
に
破
壊
的

な
道
徳
の
荒
廃
と
い
う
効
果
を
構
成
し
て
い
る
」（2
）。
こ
こ
で
の
パ
イ
ザ

ー
は
死
の
表
象
が
持
つ
「
道
徳
の
荒
廃
」
と
い
う
社
会
批
判
的
側
面
を
強

調
す
る
に
留
ま
り
、
ヒ
ュ
ー
ソ
ン
と
同
様
に
、
様
々
な
ス
タ
イ
ル
で
複
数

の
死
が
描
か
れ
る
こ
と
の
意
義
に
関
す
る
考
察
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
作
品
の
最
も
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
死
に
関
し
て
注

意
を
払
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
は
、『
一
九
一
九
年
』
を
含
む
『U

. 
S. 

A
.

』
三
部
作
の
複
雑
な
形
式
の
た
め
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
批
評
は
こ
の

作
品
の
複
雑
な
形
式
に
注
意
を
払
い
、
テ
ク
ス
ト
内
部
に
潜
む
死
の
照
応

関
係
に
詳
細
な
分
析
を
施
し
て
こ
な
か
っ
た
。
セ
ス
・
モ
グ
レ
ン
が
述
べ

る
よ
う
に
、「
詳
細
な
テ
ク
ス
ト
分
析
の
乏
し
さ
は
『U

. S. A
.

』
の
批
評

史
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
」（3
）。
こ
の
よ
う
に
、
詳
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常
に
お
い
て
退
屈
な
生
活
を
描
き
、
戦
争
に
お
い
て
大
量
死
を
描
く
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
章
で
死
は
両
方
の
世
界
を
横
断
す
る
現
象
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
章
で
重
要
な
こ
と
は
、
死
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
逃
れ
ら
れ
な
い

視
点
人
物
の
姿
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
視
点
人
物
は

母
親
が
死
に
瀕
し
て
い
た
状
態
を
回
想
し
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
悲
し
み
は
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
じ
ゃ
な
い
、
ブ
ー
チ
を
揺
ら
し
に
行
こ
う
、

連
邦
主
義
者
を
捕
ま
え
に
行
く
前
に
レ
ノ
ッ
ク
ス
で
夕
食
用
の
ワ
イ
ン
を

飲
も
う
」（6
）。
こ
こ
で
視
点
人
物
は
、「
悲
し
み
は
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
じ
ゃ
な

い
」
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
死
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
、
ブ
ー
チ
や
レ
ノ
ッ

ク
ス
と
い
っ
た
馴
染
み
の
店
に
通
う
日
常
生
活
を
続
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
視
点
人
物
の
感
情
を
「
喪
」
と
定
義
で
き
る
だ
ろ
う
。「
喪

（m
ourning

）」
と
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
「
喪
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」（
一
九
一

七
年
）
に
お
い
て
分
析
し
た
、
愛
す
る
対
象
を
失
っ
た
際
に
抱
く
感
情
で

あ
る
（
英
語
のm

ourning

と
ド
イ
ツ
語
のT

rauer

は
、
悲
し
み
の
感

情
と
そ
の
外
的
な
現
れ
、
そ
の
両
方
を
意
味
す
る
）。
そ
し
て
「
喪
の
作

業
（the w

ork of m
ourning

）」
と
は
、
愛
す
る
対
象
を
失
っ
た
ゆ
え

に
悲
し
み
を
感
じ
た
自
我
が
そ
こ
か
ら
回
復
す
る
ま
で
の
心
的
な
活
動
を

意
味
す
る（

7
）。

　

し
か
し
、
視
点
人
物
は
こ
う
し
た
「
喪
の
作
業
」
を
完
了
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
母
親
の
死
後
、「
彼
〔
父
親
〕
と
私　

私
た
ち
は
悲
し
み
と

か
れ
た
カ
メ
ラ
・
ア
イ
（
二
八
）
で
は
、
母
の
死
、
父
の
死
、
視
点
人
物

を
含
む
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
の
学
生
の
精
神
的
な
死
、
船
で
出
会
っ
た
移

民
の
娘
の
死
、
そ
し
て
戦
争
中
の
死
と
い
う
五
つ
の
死
が
並
置
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
こ
の
並
置
は
視
点
人
物
の
回
想
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。

意
識
の
流
れ
的
な
技
法
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
カ
メ
ラ
・

ア
イ
と
は
異
な
り
、
回
想
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
章
で
は
視

点
人
物
の
内
面
が
前
景
化
す
る
。

　

パ
イ
ザ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
の
カ
メ
ラ
・
ア
イ
が
日
常
と
い
う
女
性
的
な

世
界
と
戦
争
と
い
う
男
性
的
な
世
界
と
に
二
分
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し

た
う
え
で
、
こ
の
章
に
関
し
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
そ
の
境
界
線

は
崩
壊
し
、
戦
争
は
ド
ス
・
パ
ソ
ス
〔
視
点
人
物
〕
に
真
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
と
役
割
の
完
全
な
発
見
へ
と
導
く
性
質
の
経
験
を
与
え
る
」（5
）。

つ
ま
り
パ
イ
ザ
ー
は
、
視
点
人
物
が
日
常
と
い
う
世
界
か
ら
戦
争
と
い
う

世
界
へ
と
参
入
す
る
移
行
期
と
し
て
こ
の
章
の
役
割
を
捉
え
て
い
る
。
こ

の
章
を
境
に
大
学
生
活
を
中
心
に
し
た
世
界
か
ら
戦
争
を
舞
台
に
し
た
世

界
へ
と
舞
台
が
移
行
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
分
析
は
一
定
の
説
得
力
を
持

っ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
死
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
章
に
注
目
し
た
と
き
、
パ

イ
ザ
ー
の
分
析
は
不
満
を
残
す
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
日
常
的
な
世
界
を
代

表
す
る
も
の
と
し
て
多
く
の
死
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
仮
に
ド
ス
・

パ
ソ
ス
が
日
常
と
戦
争
と
を
対
比
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
な
ら
ば
、
日
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イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
」
を
望
む
言
葉
で
は
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
る
死

か
ら
逃
れ
る
終
戦
を
夢
見
る
言
葉
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
終
戦
は
死
か
ら
逃
れ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
彼
が
終
戦
の

最
初
の
日
に
見
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
や
は
り
死
だ
。
カ
メ
ラ
・
ア
イ

（
三
七
）
に
お
い
て
、「
太
陽
が
そ
の
年
の
最
初
の
日
に
雲
か
ら
突
き
出

る
」
時（

11
）、
視
点
人
物
は
フ
ラ
ン
ス
に
駐
在
し
て
い
る
軍
隊
の
中
に
い
る
。

そ
の
巡
回
で
向
か
っ
た
「
最
初
の
村
」
に
お
い
て（

12
）、
彼
は
家
族
心
中
の

光
景
を
目
撃
す
る
。「
年
老
い
た
男
は
マ
デ
リ
ン
に
似
て
い
る
が
そ
れ
よ

り
も
若
い
、
か
わ
い
い
農
家
の
少
女
を
撃
っ
た　

彼
女
は
左
の
乳
房
を
撃

た
れ
た
ま
ま
血
ま
み
れ
で
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
た　
〔
…
…
〕　

年
老
い

た
男
は
片
一
方
の
靴
を
脱
ぎ
、
顎
の
下
に
シ
ョ
ッ
ト
ガ
ン
を
置
き
、
引
き

金
を
つ
ま
先
で
引
き
、
彼
の
頭
の
上
を
打
ち
抜
い
た
」（13
）。
こ
う
し
た
心

中
の
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
戦
争
が
深
く
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
は
明
白
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
カ
メ
ラ
・
ア
イ

（
二
八
）
の
最
後
の
言
葉
と
同
様
に
「
最
初
」
と
い
う
言
葉
が
強
調
さ
れ

た
戦
後
（
日
常
）
に
お
い
て
も
死
は
視
点
人
物
を
解
放
し
て
く
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
一
九
一
九
年
』
の
カ
メ
ラ
・
ア
イ
に
お
い
て
、
死

は
戦
争
と
日
常
と
い
う
二
分
法
を
超
え
て
視
点
人
物
に
つ
き
ま
と
う
。
ド

ス
・
パ
ソ
ス
は
、
視
点
人
物
の
「
最
初
の
日
」
へ
の
期
待
を
更
な
る
死
に

よ
っ
て
裏
切
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
終
戦
が
「
終
わ
り
」
で
は
な
く
後

遺
症
を
残
す
も
の
、
す
な
わ
ち
「
終
わ
ら
な
い
も
の
」
で
あ
っ
た
こ
と
を

い
う
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（H

e 
and 

I 
w

e 

m
ust bury the uniform

 of grief

）」（8
）と
視
点
人
物
は
考
え
る
。
こ
こ

で
「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（m

ust

）」
と
い
う
義
務
の
表
現
が
示
す
の

は
、
悲
し
み
が
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
に
な
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
困
難
で

あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
悲
し
み
は
毎
日
着
る
服
の
よ
う
に
つ
き
ま
と
い
、

普
段
通
り
に
日
常
を
送
る
こ
と
を
困
難
に
さ
せ
る
か
ら
こ
そ
、
忘
れ
る
こ

と
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
し
た
追
い
か
け
て
く
る
悲
し
み
が
母
親
の
死
に

は
潜
ん
で
い
る
。

　

彼
は
こ
う
し
た
悲
し
み
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
軍
隊
に
入
る
が
、
そ
こ
で

も
相
変
わ
ら
ず
死
の
中
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
高
く
響
く
爆
発
が

生
み
出
す
ア
ー
モ
ン
ド
の
香
り
は
喝
采
を
歌
い
な
が
ら
送
っ
て
い
る　

甘

や
か
で
吐
き
気
を
催
す
腐
り
か
け
た
死
体
の
大
言
壮
語
を
通
じ
て
（the 

alm
ond 

sm
ell 

of 
high 

explosives 
sending 

singing 
éclats 

through the sw
eetish puking grandiloquence of the rotting 

dead

）」（9
）。
こ
の
よ
う
に
、
視
点
人
物
は
激
し
い
爆
撃
の
中
で
死
体
が

物
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
戦
場
を
経
験
す
る
。

　

こ
う
し
て
、
日
常
に
お
い
て
は
視
点
人
物
の
生
と
強
く
関
連
し
た
死
が

提
示
さ
れ
、
戦
争
に
お
い
て
は
人
間
が
物
質
的
に
扱
わ
れ
る
状
況
の
中
で

の
死
が
描
か
れ
、
ど
ち
ら
の
世
界
に
お
い
て
も
死
の
悲
惨
さ
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、「
私
は
、
明
日
が
最
初
の
年
の
最
初
の
月
の
最

初
の
日
で
あ
る
こ
と
を
望
む
」（10
）と
い
う
こ
の
章
の
最
後
の
言
葉
は
、「
ア
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「
ア
メ
リ
カ
ン
・
ド
リ
ー
ム
」
を
叶
え
よ
う
と
す
る
存
在
と
捉
え
て
い

る（
14
）。
し
か
し
な
が
ら
、
ジ
ョ
ー
の
生
涯
は
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
カ
テ
ゴ

リ
ー
化
を
拒
む
要
素
に
満
ち
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ー
は
ア
メ
リ
カ

国
籍
所
有
者
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
非
ア
メ

リ
カ
人
と
し
て
繰
り
返
し
扱
わ
れ
る
。
小
説
の
冒
頭
に
お
い
て
彼
は
ブ
エ

ノ
ス
ア
イ
レ
ス
に
い
る
。
ジ
ョ
ー
は
海
軍
か
ら
解
雇
さ
れ
、
パ
ス
ポ
ー
ト

を
失
っ
た
が
、「
熟
練
甲
板
員
の
証
明
書
を
偽
造
で
き
る
奴
を
お
前
が
知

っ
て
い
る
と
医
者
は
言
っ
て
た
ぜ
」（15
）と
い
う
彼
の
発
言
か
ら
明
ら
か
な

よ
う
に
、
身
分
を
偽
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
商
船
ア
ー
ガ
イ

ル
に
乗
り
込
む
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
船
長
グ
レ
ゴ
ー
ル
か
ら
嫌
わ
れ
、

ド
イ
ツ
人
の
ス
パ
イ
と
み
な
さ
れ
る
。「
グ
レ
ゴ
ー
ル
氏
は
彼
を
強
く
見

つ
め
、
彼
は
お
そ
ら
く
ア
メ
リ
カ
人
で
は
全
く
な
く
、
ド
イ
ツ
の
汚
い
ス

パ
イ
だ
と
ゆ
っ
く
り
と
し
た
卑
劣
な
声
で
言
い
始
め
た
」（16
）。
こ
う
し
て

ド
イ
ツ
の
ス
パ
イ
と
み
な
さ
れ
た
ジ
ョ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
の
監
獄
に
入
れ
ら

れ
て
拷
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
ア
メ
リ
カ
領
事
の
登
場
に
よ
っ
て

解
放
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
国
籍
を
失
い
か
け
た
ジ
ョ
ー
を
ア
メ
リ
カ
領

事
が
救
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
、
ア
メ
リ
カ
人
と
い
う
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
が
命
を
救
う
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
ジ
ョ
ー
の
物
語
は
生
み
出

す
。
し
か
し
な
が
ら
、
重
要
な
こ
と
は
、
救
世
主
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
領
事

が
肯
定
的
に
描
か
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。「
雨
が
降
っ
て
い
る
時
に
移
動

強
調
し
て
い
る
。

二
　
終
わ
り
な
き
非
愛
国

　

カ
メ
ラ
・
ア
イ
で
は
主
体
が
見
た
他
者
の
死
が
描
か
れ
て
い
た
が
、
物

語
章
で
は
主
体
の
死
が
表
象
さ
れ
る
。
物
語
章
は
四
人
の
主
人
公
を
描
い

て
い
る
が
、
そ
の
内
の
二
人
が
死
ぬ
。
そ
の
際
に
死
が
「
終
わ
り
」
で
は

な
い
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
。
物
語
章
の
形
式
が
こ
う
し
た
死
の
描
き
方
を

可
能
に
し
て
い
る
。
物
語
章
で
は
四
人
の
主
人
公
が
一
人
ず
つ
描
か
れ
る

が
、
各
主
人
公
は
完
全
に
他
の
主
人
公
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
て
い
る

の
で
は
な
く
、
他
の
主
人
公
が
描
か
れ
る
章
で
脇
役
と
し
て
登
場
す
る
こ

と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
構
成
の
結
果
、
一
人
の
主
人
公
が
死
ん
で
も
他
の

主
人
公
の
物
語
で
言
及
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
じ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

主
人
公
の
死
に
よ
っ
て
一
つ
の
物
語
が
終
わ
っ
て
も
そ
の
物
語
内
の
問
題

が
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
他
の
物
語
で
告
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以

下
で
は
、
主
人
公
の
生
前
と
死
後
と
を
比
較
し
、
複
数
の
主
人
公
に
焦
点

を
当
て
る
形
式
だ
か
ら
こ
そ
生
じ
た
こ
の
「
終
わ
り
」
の
後
と
い
う
主
題

に
焦
点
を
当
て
る
。

　

ま
ず
は
物
語
章
の
主
人
公
の
一
人
ジ
ョ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
死
に
至

る
ま
で
に
非
愛
国
的
な
も
の
を
体
現
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
パ

イ
ザ
ー
は
ジ
ョ
ー
を
「
原
型
的
な
ア
メ
リ
カ
の
労
働
者
の
一
種
」
で
あ
り
、
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国
主
義
が
浸
透
し
て
い
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
愛
国
的
な
場

所
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
ジ
ョ
ー
は
再
び
船
に
乗
っ
て
海
で
生
活
を
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
愛
国
主
義
か
ら
ジ
ョ
ー
は
繰
り
返
し
距
離

を
置
く
。
し
か
し
、
最
終
的
に
彼
は
妹
の
意
見
を
取
り
入
れ
、
ア
メ
リ
カ

政
府
が
発
行
し
て
い
る
自
由
債
権
を
買
う
こ
と
で
国
を
支
え
よ
う
と
す
る
。

「
ジ
ョ
ー
は
普
通
預
金
口
座
を
開
き
、
自
由
債
権
を
買
っ
た
」（19
）。
そ
し
て
、

こ
の
直
後
に
終
戦
の
日
が
訪
れ
る
が
、
そ
の
日
に
ジ
ョ
ー
は
喧
嘩
で
死
ぬ

こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
ジ
ョ
ー
の
物
語
章
は
「
終
わ
り
」
を
迎
え
る
。

　

愛
国
主
義
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
た
ジ
ョ
ー
が
終
戦
の
日
と
い
う
特

別
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
死
ぬ
こ
と
は
、
戦
後
に
お
け
る
非
愛
国
的
な
も
の
の

終
焉
を
暗
示
す
る
。
実
際
の
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
に
お
い
て
、
そ
の
終
焉
は

赤
狩
り
の
猛
威
と
対
応
し
て
い
た
。「
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
〇
年
に

か
け
て
見
ら
れ
た
言
論
の
自
由
を
抑
圧
す
る
〔
ウ
ィ
ル
ソ
ン
政
府
の
〕
動

き
は
、
犠
牲
者
を
残
し
た
。〔
…
…
〕
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
運
動
は
急
激
に
弱

体
化
し
、
Ｉ
Ｗ
Ｗ
は
実
質
的
に
消
滅
し
、
社
会
党
は
無
力
に
な
っ
た
」（20
）。

た
だ
し
、
ジ
ョ
ー
は
革
命
や
連
帯
を
志
し
て
い
な
い
た
め
、
現
状
と
異
な

る
政
治
体
制
を
模
索
す
る
Ｉ
Ｗ
Ｗ
や
社
会
党
と
は
政
治
的
姿
勢
が
異
な
っ

て
い
る
。
ジ
ョ
ー
は
、
社
会
変
革
の
思
想
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
戦
争
に

熱
狂
す
る
人
々
を
嫌
悪
す
る
非
愛
国
的
な
労
働
者
で
あ
る
。
彼
の
死
を
通

じ
て
、
愛
国
的
な
時
代
に
お
け
る
労
働
者
の
生
活
の
困
難
さ
が
表
現
さ
れ

て
い
る
。

す
る
こ
と
の
大
変
さ
を
知
ら
な
い
多
く
の
馬
鹿
の
世
話
を
す
る
こ
と
以
上

に
、
私
た
ち
に
は
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
の
を
お
前
は
知
ら
な
い
の
か
。
畜

生
、
私
は
午
後
に
ゴ
ル
フ
に
行
っ
て
い
た
が
、
お
前
を
刑
務
所
か
ら
出
す

た
め
に
二
時
間
こ
こ
に
い
た
」（17
）と
領
事
は
言
う
。
こ
の
発
言
は
、
監
獄

に
い
る
自
国
民
よ
り
も
ゴ
ル
フ
と
い
う
自
己
の
快
を
優
先
し
て
い
る
た
め

に
、
ア
メ
リ
カ
政
府
の
役
人
が
腐
敗
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

ジ
ョ
ー
と
ア
メ
リ
カ
国
家
と
の
間
に
あ
る
こ
う
し
た
溝
は
そ
の
後
も
埋

ま
る
こ
と
が
な
い
。
ジ
ョ
ー
が
見
た
戦
時
中
の
ア
メ
リ
カ
は
、
兵
士
で
な

け
れ
ば
国
民
で
は
な
い
と
い
う
過
剰
な
愛
国
主
義
が
蔓
延
し
た
場
所
で
あ

る
。商

業
船
の
船
員
で
旅
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
で
軍
隊
に
登
録
す
る
時

間
が
ま
だ
な
か
っ
た
こ
と
や
兵
役
か
ら
免
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ジ
ョ

ー
は
伝
え
た
。
し
か
し
警
察
は
、
そ
れ
は
検
事
に
伝
え
ろ
と
言
っ
た
。

彼
ら
は
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
で
連
行
さ
せ
ら
れ
て
い
る
集
団
の
中
に
い
た
。

歩
道
の
近
く
に
い
た
事
務
員
や
店
員
の
集
団
の
中
に
い
た
洒
落
た
男
達

は
「
兵
役
忌
避
者
（Slackers

）」
と
彼
ら
に
叫
ん
だ
。
女
の
子
達
は

や
じ
っ
て
ブ
ー
イ
ン
グ
を
し
た（

18
）。

こ
の
よ
う
に
、
警
察
だ
け
で
な
く
、
周
り
に
い
る
群
衆
ま
で
兵
役
忌
避
者

を
告
発
す
る
。
つ
ま
り
、
体
制
側
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
々
に
ま
で
愛
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ム
ズ
さ
ん
の
顔
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
り
、
引
き
つ
っ

た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
身
体
が
不
快
さ
を
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ

う
し
た
過
剰
な
反
応
が
表
象
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
読
者
は
、
ジ
ェ
イ
ニ

ー
の
言
葉
と
は
裏
腹
に
、
ジ
ョ
ー
の
死
が
愛
国
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
想
起
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
私
見
の
及
ぶ
限
り
こ
の
場
面
は
先

行
研
究
で
言
及
さ
れ
て
い
な
い
が
、
後
で
検
討
す
る
よ
う
に
、「
ア
メ
リ

カ
人
の
死
体
」
で
描
か
れ
る
愛
国
主
義
的
な
「
喪
」
へ
の
批
判
と
関
連
性

を
持
つ
重
要
な
細
部
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ー
の
死
は
こ
う
し
て
妹
の
言
葉
に
よ
っ
て
愛
国
的
な
も
の
に
改
変

さ
せ
ら
れ
て
い
る
が
、『
一
九
一
九
年
』
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
は
ジ
ョ

ー
の
死
を
嘆
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
作
者
ド
ス
・
パ
ソ

ス
が
意
識
し
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
テ
ク
ス
ト
は
主
人
公
の
内
面
を

自
由
間
接
話
法
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
に
よ
り
、
ジ
ョ
ー
の
死
が
特
別
だ
と

読
者
に
感
じ
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い
る
。
匿
名
の
語
り
手
は
ジ
ョ
ー
の
状

況
に
つ
い
て
語
る
だ
け
で
は
な
く
、「
〜
と
思
う
」
と
い
う
表
現
無
し
で

ジ
ョ
ー
の
内
面
を
語
る
瞬
間
が
あ
る
た
め
、
語
り
手
（
と
読
者
）
は
時
に

ジ
ョ
ー
を
眺
め
、
時
に
ジ
ョ
ー
と
一
体
化
す
る
。
た
と
え
ば
、
以
下
の
文

章
で
は
自
由
間
接
話
法
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
ジ
ョ
ー
は
気
持
ち
良
か

っ
た
、
彼
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
か
な
り
の
札
束
を
持
っ
て
い
た
、
畜
生
、
ア
メ

リ
カ
の
金
は
い
く
ら
か
価
値
が
あ
る
よ
う
だ
」（22
）。
こ
の
文
章
の
前
半
は

ジ
ョ
ー
を
外
側
か
ら
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
突
然
、「
畜
生

　

し
か
し
ジ
ョ
ー
の
死
の
「
意
味
」
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
他
の
登

場
人
物
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
。
ジ
ョ
ー
の
妹
ジ
ェ
イ
ニ
ー
は
イ
ヴ
リ

ン
・
ハ
ッ
チ
ン
ス
が
主
人
公
の
物
語
章
に
登
場
し
、
ジ
ョ
ー
の
死
に
言
及

す
る
。
広
告
会
社
で
働
き
世
間
体
を
気
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ジ
ェ
イ

ニ
ー
は
、
ジ
ョ
ー
の
死
を
愛
国
的
な
も
の
に
す
り
替
え
る
。
以
下
は
イ
ヴ

リ
ン
の
視
点
か
ら
見
た
ジ
ェ
イ
ニ
ー
の
様
子
で
あ
る
。

「
ま
さ
か
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
さ
ん
、
私
は
あ
な
た
が
大
切
な
人
を
失
っ

た
な
ん
て
知
ら
な
か
っ
た
わ
」
と
彼
女
は
言
っ
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
さ

ん
の
顔
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
よ
そ
よ
そ
し
く
な
り
、
引
き
つ
っ
た
。
彼

女
は
言
う
べ
き
言
葉
を
探
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。「
あ
の
…
…
私
の

兄
は
海
軍
に
い
た
の
」
と
彼
女
は
言
い
、
机
に
座
っ
て
非
常
に
早
く
タ

イ
ピ
ン
グ
を
始
め
た（

21
）。

こ
の
よ
う
に
、
ジ
ェ
イ
ニ
ー
は
兄
が
喧
嘩
で
命
を
落
と
し
た
こ
と
を
隠
蔽

し
、
海
軍
で
死
ん
だ
と
い
う
物
語
を
捏
造
す
る
。
つ
ま
り
、
ジ
ョ
ー
の
死

は
愛
国
的
な
言
説
に
回
収
さ
れ
る
。

　

こ
の
場
面
に
お
い
て
ジ
ェ
イ
ニ
ー
の
過
剰
な
反
応
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、

読
者
は
ジ
ョ
ー
の
死
の
原
因
を
察
知
し
、
嘘
を
言
う
こ
と
に
対
す
る
彼
女

の
葛
藤
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
、「
あ
の
…
…
（Er...

）」
と
い
う

言
葉
か
ら
彼
女
が
躊
躇
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、「
ウ
ィ
リ
ア
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ス
の
人
間
は
混
血
児
、
内
在
的
で
も
外
在
的
で
も
あ
る
存
在
だ
。
私
た
ち

は
彼
と
共
に
彼
の
中
に
あ
り
、
彼
の
ゆ
ら
め
く
個
人
意
識
と
共
に
生
き
て

い
る
。
す
る
と
、
突
然
そ
の
意
識
が
崩
れ
、
弱
ま
り
、
集
団
意
識
の
内
に

薄
れ
て
い
く
。
私
た
ち
は
そ
の
瞬
間
ま
で
そ
の
意
識
に
寄
り
添
っ
て
い
る

が
、
い
つ
の
ま
に
か
外
に
出
て
い
る
。〔
…
…
〕
ド
ス
・
パ
ソ
ス
は
こ
の

永
続
移
動
か
ら
見
事
な
効
果
を
ひ
き
だ
す
術
を
心
得
て
い
る
。
私
は
ジ
ョ

ー
の
死
以
上
に
胸
に
迫
る
も
の
を
知
ら
な
い
」（24
）。
サ
ル
ト
ル
は
、『
一
九

一
九
年
』
の
物
語
章
が
自
由
間
接
話
法
で
主
人
公
の
内
面
を
語
る
こ
と
に

よ
っ
て
「
内
在
的
で
も
外
在
的
で
も
あ
る
存
在
」
を
生
み
出
し
、
そ
の
死

が
読
者
に
与
え
る
衝
撃
を
見
抜
き
、
受
け
止
め
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
ジ
ョ
ー
の
章
に
お
け
る
内
部
と
外
部
の
住
還
の
特
異
性
は
、

カ
メ
ラ
・
ア
イ
章
で
表
象
さ
れ
た
死
と
比
較
す
る
こ
と
で
一
層
、
明
瞭
に

な
る
。
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、
カ
メ
ラ
・
ア
イ
に
お
け
る
死
と
は
、
視
点

人
物
の
目
を
通
じ
て
表
象
さ
れ
た
他
者
の
死
で
あ
る
。
他
方
で
、
ジ
ョ
ー

の
死
は
読
者
が
多
角
的
に
受
け
取
る
も
の
と
提
示
さ
れ
て
い
る
。
読
者
は

死
に
ゆ
く
ジ
ョ
ー
の
視
点
か
ら
死
を
経
験
す
る
が
、
彼
が
唯
一
の
主
人
公

で
は
な
い
た
め
に
、
そ
の
後
で
他
の
主
人
公
の
視
点
か
ら
も
彼
の
死
を
眺

め
る
。
こ
う
し
た
内
と
外
、
そ
の
両
方
か
ら
体
験
す
る
死
が
ジ
ョ
ー
の
死

の
特
異
性
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
こ
う
し
た
鋭
い
分
析
を
し
た
後
に
、
サ
ル
ト
ル
は
死
が

「
虚
無
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。「
私
た
ち
が
得
る
も
の
は
見
事

（god dam
n it

）」
と
い
う
俗
語
が
挿
入
さ
れ
る
。
適
切
な
語
彙
を
使
用

す
る
は
ず
の
語
り
に
俗
語
が
突
如
出
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、
読
者
は
語
り

が
ジ
ョ
ー
の
内
面
の
声
に
切
り
替
わ
っ
た
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
そ
し

て
そ
の
流
れ
で
読
者
は
「
畜
生
」
以
下
の
言
葉
も
ジ
ョ
ー
の
内
的
独
白
で

あ
り
、
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
っ
て
い
る
札
束
に
関
し
て
ジ
ョ
ー
が
考
察
し
て
い

る
こ
と
を
理
解
す
る
だ
ろ
う
。

　

他
方
で
、
ジ
ョ
ー
の
死
は
以
下
の
よ
う
に
語
り
手
の
声
の
み
を
通
じ
て

語
ら
れ
る
。「
彼
は
振
り
返
ろ
う
と
し
た
が
時
間
が
な
か
っ
た
。
ボ
ト
ル

が
彼
の
頭
を
破
壊
し
、
彼
は
ア
ウ
ト
し
た
（he w

as out

）」（23
）。
も
は
や

ジ
ョ
ー
の
内
面
の
声
は
描
か
れ
ず
、
彼
の
様
子
が
描
写
さ
れ
る
。
こ
れ
ま

で
内
な
る
声
を
語
っ
て
い
た
主
体
が
突
然
「
ア
ウ
ト
」
し
た
た
め
に
、
読

者
は
驚
き
を
感
じ
る
だ
ろ
う
。「
ア
ウ
ト
」
と
は
何
か
？

彼
は
死
ん
だ

の
か
、
そ
れ
と
も
気
絶
し
た
だ
け
な
の
か
？

ジ
ョ
ー
が
死
ん
だ
と
読
者

が
は
っ
き
り
理
解
す
る
の
は
そ
の
約
五
〇
頁
後
に
述
べ
ら
れ
る
ジ
ェ
イ
ニ

ー
の
偽
り
の
言
葉
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
間
、
読
者
は
ジ
ョ
ー

が
死
ん
だ
の
か
、
そ
れ
と
も
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
謎
を
し
ば
ら
く
の

間
抱
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

死
ぬ
定
め
の
ジ
ョ
ー
を
自
由
間
接
話
法
で
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た

衝
撃
を
い
ち
早
く
感
じ
、
分
析
し
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ

ン＝

ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
一
九
三
八
年
に
発
表
し

た
『
一
九
一
九
年
』
論
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
ド
ス
・
パ
ソ
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っ
た
物
語
章
に
お
い
て
も
「
終
わ
り
の
後
」
と
い
う
主
題
が
描
か
れ
て
い

る
。
ア
ン
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
も
う
一
人
の
物
語
章
の
主
人
公
リ
チ
ャ
ー

ド
・
エ
ル
ス
ワ
ー
ス
・
サ
ヴ
ェ
ー
ジ
（
綽
名
デ
ィ
ッ
ク
）
と
出
会
う
。
パ

イ
ザ
ー
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
出
会
い
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
堕
落

を
体
現
す
る
ア
メ
リ
カ
人
と
「
イ
ノ
セ
ン
ト
」
で
あ
り
続
け
る
ア
メ
リ
カ

人
と
の
衝
突
と
い
う
ヘ
ン
リ
ー
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
デ
イ
ジ
ー
・
ミ
ラ

ー
』
的
な
主
題
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る（

26
）。
無
垢
な
ア
メ
リ
カ
人
女
性

デ
イ
ジ
ー
・
ミ
ラ
ー
が
熱
病
で
死
ぬ
ま
で
の
物
語
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
描
い

た
の
に
対
し
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス
は
、
無
垢
な
ア
メ
リ
カ
人
女
性
ア
ン
が
自

殺
に
近
い
形
で
死
ぬ
物
語
を
描
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
デ
ィ
ッ
ク
の
子
供

を
授
か
っ
た
ア
ン
は
、
デ
ィ
ッ
ク
に
堕
胎
を
薦
め
ら
れ
た
た
め
に
自
暴
自

棄
に
な
り
、
酔
っ
払
っ
た
空
軍
兵
が
運
転
す
る
飛
行
機
に
乗
り
込
み
、
そ

の
飛
行
機
の
墜
落
事
故
で
死
ぬ
。

　

こ
う
し
た
ア
ン
の
死
が
赤
狩
り
と
関
係
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
パ
イ

ザ
ー
の
指
摘
は
説
得
力
を
持
っ
て
い
る
。「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
革
命
的
運
動

が
崩
壊
し
た
瞬
間
に
お
け
る
娘
〔
ア
ン
〕
の
死
の
描
写
の
後
に
、
参
戦
し

た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
急
進
的
な
左
翼
の
失
敗
を
扱
っ
た
、
簡
潔
だ
が
重

要
な
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
は
、〔
Ｉ
Ｗ
Ｗ
の
運
動
に
参
加

し
た
〕
ベ
ン
・
コ
ン
プ
ソ
ン
の
物
語
や
〔
共
に
Ｉ
Ｗ
Ｗ
の
組
合
員
で
あ

る
〕
ジ
ョ
ー
・
ヒ
ル
と
ウ
ェ
ズ
リ
ー
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
の
伝
記
を
含
ん
で
い

る
」（27
）。

な
虚
無
の
姿
だ
。
本
当
の
虚
無
は
感
じ
る
こ
と
も
考
え
る
こ
と
も
で
き
な

い
。
君
や
私
、
私
た
ち
の
後
に
来
る
者
た
ち
も
、
本
当
の
死
に
つ
い
て
述

べ
る
言
葉
を
持
つ
こ
と
は
な
い
」（25
）。
し
か
し
、
読
者
と
い
う
視
点
か
ら

ジ
ョ
ー
の
死
を
考
察
し
て
み
れ
ば
、
ジ
ョ
ー
の
死
は
「
虚
無
」
と
し
て
で

は
な
く
、
そ
の
衝
撃
ゆ
え
に
そ
の
後
も
心
に
残
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
。

　

さ
ら
に
、
ジ
ョ
ー
の
死
を
強
調
す
る
仕
掛
け
は
自
由
間
接
話
法
だ
け
で

は
な
い
。
ジ
ョ
ー
が
死
ん
だ
次
の
物
語
章
で
は
ジ
ョ
ー
・
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
バ

ー
ン
と
い
う
同
名
の
人
物
が
登
場
す
る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
こ
き
使
わ
れ

る
船
乗
り
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
バ
ー
ン
は
石
油
で
成
功

す
る
法
律
家
で
あ
る
た
め
、
二
人
の
階
級
・
立
場
は
全
く
異
な
る
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
読
者
は
ジ
ョ
ー
と
い
う
同
じ
名
前
を
持
つ
ウ
ォ
ッ
シ
ュ
バ

ー
ン
へ
の
言
及
を
読
む
た
び
に
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
を
意
識
す
る
だ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
登
場
し
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
読
者
の
意
識

か
ら
消
え
に
く
い
存
在
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
な
る
こ
と
で
、
ウ
ィ
リ
ア

ム
ズ
に
愛
着
を
抱
い
た
読
者
な
ら
ば
、
彼
が
体
現
し
て
い
た
非
愛
国
的
な

も
の
も
忘
れ
ず
に
い
る
だ
ろ
う
。

三
　
二
つ
の
「
喪
」

　

死
に
ゆ
く
も
う
一
人
の
主
人
公
ア
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
・
ト
レ
ン
ト
を
扱
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ッ
ク
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
社
会
へ
の
影
響
力
も
暗
示
さ
れ
て
い
る
が
、
新
聞
の
一
般
読
者
に
と
っ

て
は
見
ず
知
ら
ず
の
存
在
で
あ
る
た
め
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
死
は

単
な
る
消
費
物
で
し
か
な
い
。
記
事
の
中
の
死
は
、
カ
メ
ラ
・
ア
イ
章
の

視
点
人
物
が
経
験
し
た
個
々
の
死
が
持
つ
衝
撃
的
な
他
者
性
や
、
ジ
ョ
ー

の
死
の
よ
う
に
読
者
と
重
な
る
瞬
間
を
喚
起
す
る
可
能
性
が
乏
し
い
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
記
事
の
中
の
死
と
は
異
な
り
、
物
語
章
に
描
か
れ
た
ア
ン
の

死
は
デ
ィ
ッ
ク
と
い
う
加
害
者
の
罪
悪
感
を
描
く
こ
と
で
持
続
性
を
保
つ
。

デ
ィ
ッ
ク
は
以
下
の
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
な
価
値
観
で
の
勝
利
者
と
い

う
自
ら
の
立
ち
位
置
に
多
少
の
違
和
感
を
覚
え
て
い
る
。「
チ
ュ
イ
ル
リ

ー
宮
を
超
え
た
後
、
彼
は
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
彼
を
オ
ペ
ラ
、
サ
ー
カ
ス
、

要
塞
に
向
か
う
よ
う
に
命
じ
、
永
遠
に
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
う
衝
動
と

ず
っ
と
戯
れ
て
い
た
。
彼
は
ク
リ
ヨ
ン
・
ホ
テ
ル
の
ド
ア
マ
ン
を
通
り
過

ぎ
る
と
き
に
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
を
着
け
た
」（30
）。
自
暴
自
棄
に
な
っ
て

い
る
と
は
い
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
う
し
た
迷
い
は
「
戯
れ
（play

）」

で
あ
り
、「
ポ
ー
カ
ー
フ
ェ
イ
ス
」
を
し
て
常
態
に
戻
る
こ
と
が
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ア
ン
へ
の
複
雑
な
感
情
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
ア
ン
の
死
、
す
な
わ
ち
戦
後
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
無
垢
の
喪
失

が
強
調
さ
れ
続
け
て
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
加
害
者
の
問
題
を
考
え
る
際
に
興
味
深
い
こ
と
は
、
デ
ィ
ッ
ク

　

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ン
の
死
の
意
義
は
赤
狩
り
の
終
焉
と
呼
応
す
る
だ

け
で
は
な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
ア
ン
の
物
語
が
「
終
わ
っ
た
」
後
で
彼

女
が
死
ん
だ
原
因
が
偽
装
さ
れ
る
瞬
間
が
描
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ

ッ
ク
を
主
人
公
と
す
る
こ
の
小
説
の
最
後
の
物
語
章
に
お
い
て
、
大
戦
後

に
巨
大
な
宣
伝
会
社
に
勤
め
、
政
府
と
仕
事
を
し
て
い
る
デ
ィ
ッ
ク
が
描

か
れ
る
。
こ
の
章
で
エ
リ
ー
ナ
ー
と
い
う
女
性
が
デ
ィ
ッ
ク
に
言
う
。

「
士
官
に
捨
て
ら
れ
、
テ
キ
サ
ス
美
人
、
飛
行
機
の
墜
落
事
故
で
死
亡

…
…
で
も
多
く
の
記
者
が
私
を
知
っ
て
い
て
そ
の
話
を
消
す
よ
う
に
全
力

を
尽
く
し
た
の
よ
」（28
）。
つ
ま
り
、
デ
ィ
ッ
ク
の
世
間
体
を
守
る
た
め
に
、

ア
ン
の
死
に
関
す
る
記
事
は
揉
み
消
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
揉
み
消
し
が
表

現
し
て
い
る
の
は
、
新
聞
と
い
う
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
と
結
託
し
た
ア
メ
リ

カ
国
家
の
暴
力
性
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
ク
ス
ト
は
ア
ン
の
死
が
揉
み
消
さ

れ
た
こ
と
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
、
ア
ン
が
体
現
し
て

い
た
「
イ
ノ
セ
ン
ス
」
の
終
焉
を
読
者
に
強
く
印
象
付
け
る
こ
と
に
な
る

の
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
会
話
に
お
い
て
ア
ン
の
死
が
記
事
に
な
っ
て
い
た
可
能
性

が
示
唆
さ
れ
る
た
め
に
、
ニ
ュ
ー
ズ
リ
ー
ル
章
で
提
示
さ
れ
る
死
亡
記
事

に
接
近
す
る
。「
彼
女
は
海
で
自
殺　

兵
役
拒
否
者
の
後
は
街
が
混
雑
」（29
）

と
い
う
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
ズ
リ
ー
ル
章
で
死
亡
記
事
は
し
ば
し
ば
他
の
記

事
に
交
じ
っ
て
提
示
さ
れ
る
。
デ
ィ
ッ
ク
た
ち
の
会
話
が
示
し
て
い
る
の

は
、
記
事
の
中
の
死
が
人
々
の
噂
話
と
し
て
消
費
さ
れ
る
こ
と
だ
。
デ
ィ
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さ
ら
に
、
飛
行
機
事
故
に
よ
る
彼
女
の
死
は
弟
の
死
の
模
倣
に
見
え
る
。

彼
女
は
酔
っ
払
っ
た
兵
士
に
飛
行
機
に
乗
せ
て
も
ら
う
た
め
、
死
を
覚
悟

し
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。「
突
然
、
彼
女
は
死
の
う
と
決
め

た
」（33
）と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
死
の
直
前
に
自
殺
を
考
え
て
い
た
。
つ

ま
り
、
彼
女
の
死
は
弟
へ
の
愛
情
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が

示
唆
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ア
ン
に
よ
る
弟
へ
の
「
喪
の
作
業
」
を
デ
ィ
ッ

ク
に
よ
る
ア
ン
へ
の
も
の
と
比
べ
た
と
き
、
デ
ィ
ッ
ク
の
「
喪
」
の
浅
薄

さ
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

と
は
い
え
、
弟
に
対
す
る
彼
女
の
「
喪
」
も
ま
た
デ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
ア

ン
へ
の
「
喪
」
や
、
ジ
ェ
イ
ニ
ー
に
よ
る
ジ
ョ
ー
へ
の
「
喪
」
と
同
様
に
、

時
代
の
雰
囲
気
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
。
彼
女
は
死
の
直
前
、
フ
ラ
ン

ス
空
軍
兵
に
弟
の
こ
と
を
話
す
。「
彼
女
は
彼
ら
に
弟
が
空
軍
兵
で
あ
り

死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
話
し
た
。
彼
ら
は
彼
女
に
と
て
も
親
切
に
接
し

た
。
彼
女
は
弟
が
前
線
で
死
ん
だ
と
彼
ら
に
思
わ
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
」（34
）。
こ
う
し
て
、
ア
ン
で
さ
え
も
弟
の
死
を
英
雄
的
な
も
の
に
置

き
換
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
説
に
お
い
て
多
く
の
死
者
は
適
切

に
葬
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
愛
国
化
さ
せ
る
「
偽
り
の
喪
」
を
経
験
す
る

こ
と
で
、
物
語
章
の
登
場
人
物
達
は
響
き
合
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
と
同
時

に
、
こ
う
し
た
「
偽
り
の
喪
」
が
表
象
さ
れ
る
こ
と
で
、
ジ
ョ
ー
や
ア
ン

が
表
し
て
い
た
非
愛
国
・
ア
メ
リ
カ
の
無
垢
の
「
終
わ
り
」
と
い
う
主
題

も
「
終
わ
り
な
き
」
問
題
と
し
て
読
者
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

が
ア
ン
に
詩
を
渡
し
た
い
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
彼
は
非
常
に
多
く

の
人
生
を
生
き
、
そ
の
中
の
一
つ
を
ア
ン
・
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
過
ご
す
こ
と

を
願
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
詩
を
書
い
て
彼
女
に
送
っ
た
方
が
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
小
さ
な
シ
ク
ラ
メ
ン
の
香
り
を
添
え
て
」（31
）。
こ
う
し
て

デ
ィ
ッ
ク
は
、
ア
ン
と
の
別
れ
を
美
化
す
る
た
め
に
詩
を
作
ろ
う
と
す
る
。

つ
ま
り
、
芸
術
と
い
う
美
的
な
も
の
に
よ
っ
て
ア
ン
の
死
と
い
う
事
実
を

隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
デ
ィ
ッ
ク
に
は
あ
る
。
こ
の
箇
所
は
美
し
い

も
の
に
は
何
か
を
隠
蔽
す
る
性
質
が
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
散
文
芸
術
で

あ
る
こ
の
小
説
に
美
的
芸
術
へ
の
批
判
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ま
た
後
で
論
じ
た
い
。

　

こ
う
し
た
デ
ィ
ッ
ク
に
よ
る
ア
ン
へ
の
浅
薄
な
悼
み
方
は
、
ア
ン
に
よ

る
弟
へ
の
愛
情
の
こ
も
っ
た
悼
み
方
と
対
比
的
で
あ
る
。
空
軍
に
入
っ
た

弟
を
飛
行
機
事
故
で
亡
く
し
た
後
の
彼
女
の
心
理
は
あ
ま
り
描
写
さ
れ
て

い
な
い
が
、
そ
の
行
動
か
ら
彼
女
の
悲
し
み
が
窺
え
る
。
た
と
え
ば
、
彼

女
は
弟
の
死
因
が
戦
争
で
は
な
く
事
故
で
あ
る
こ
と
に
怒
り
を
覚
え
、
空

軍
に
苦
情
を
述
べ
に
向
か
う
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
空
軍
将
校
と
一
緒

に
い
る
こ
と
が
多
く
な
る

―
空
軍
に
所
属
し
て
い
た
弟
を
忘
れ
ず
に
い

る
た
め
だ
ろ
う
。「
日
中
は
軍
隊
の
食
堂
で
働
き
、
毎
夕
、
夕
食
と
ダ
ン

ス
に
出
か
け
、
毎
夜
、
違
う
空
軍
将
校
と
共
に
い
た
」（32
）。
彼
女
が
常
に

何
か
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
文
章
だ
が
、
彼
女
は
何
も
し
な

い
で
い
て
弟
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
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ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
宗
教
と
の
強
い
親
和
性
を
挙
げ
て
い
る
。
ア
ン
ダ
ー

ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
死
や
病
と
い
っ
た
人
間
が
偶
然
背
負
う
重
荷
に
説
明
を

与
え
て
き
た
の
は
宗
教
だ
っ
た
が
、
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
は
国
民
と
い
う

観
念
が
そ
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た（

38
）。
こ
う
し
た
観
点
か

ら
す
る
と
、
宗
教
に
依
存
す
る
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
演
説
は
典
型
的
な
近
代

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
産
物
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス
が
語
る
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
の
生
涯
は
徹

底
的
に
世
俗
的
な
も
の
で
あ
る
。
原
形
を
留
め
て
い
な
い
ア
メ
リ
カ
人
の

死
体
が
フ
ラ
ン
ス
の
死
体
安
置
所
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
ジ
ョ
ン
・
ド

ウ
に
つ
い
て
の
描
写
が
始
ま
り
、
彼
の
誕
生
、
青
春
、
及
び
入
隊
が
語
ら

れ
、
彼
が
砲
弾
で
木
端
微
塵
と
な
っ
て
ア
ー
リ
ン
ト
ン
墓
地
ま
で
運
ば
れ

る
様
子
が
描
か
れ
る
。
そ
の
間
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
の
人
称
は
、he

、you

、

I

、it

と
変
化
し
、
無
名
兵
士
と
し
て
死
ぬ
こ
と
が
誰
に
で
も
起
こ
る
こ

と
、it

と
い
う
人
称
に
よ
っ
て
人
間
の
身
体
が
物
質
的
で
あ
る
こ
と
が
示

唆
さ
れ
る
。
ま
た
、
国
家
の
宗
教
的
な
葬
送
の
言
葉
に
対
す
る
直
接
的
な

皮
肉
と
し
て
、「
未
来
の
た
め
に
あ
な
た
に
軍
歴
を
与
え
た
（
不
滅
の

魂
）」（39
）と
い
う
一
文

―
も
ち
ろ
ん
、
国
家
が
与
え
る
「
不
滅
の
魂
」
な

ど
軍
歴
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
皮
肉
が
あ
る

―
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

　

ド
ス
・
パ
ソ
ス
は
、
宗
教
に
依
存
す
る
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
と
対
抗
す
る
よ

う
に
、
具
体
的
な
事
物
を
丁
寧
に
描
い
て
い
く
。
た
と
え
ば
、
ジ
ョ
ン
・

ド
ウ
の
青
春
は
以
下
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

う
。

四
　
終
わ
り
な
き
「
喪
」

　

四
つ
目
の
大
き
な
死
と
し
て
、「
ア
メ
リ
カ
人
の
死
体
」
と
い
う
最
後

の
章
で
描
か
れ
た
無
名
兵
士
の
国
葬
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

ケ
イ
ジ
ン
は
こ
の
章
を
「
散
文
詩
」
と
み
な
し
、「
三
部
作
に
お
け
る
最

も
優
れ
た
章
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る（

35
）。
こ
の
章
で
は
、
ア
ー
リ
ン
ト

ン
国
立
墓
地
で
行
わ
れ
た
ウ
ォ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
に
よ
る
無

名
兵
士
埋
葬
の
た
め
の
演
説
と
並
行
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
（John 

D
oe

、
名
無
し
男
の
意
味
）
と
呼
ば
れ
る
無
名
兵
士
の
生
涯
や
死
後
の
扱

わ
れ
方
が
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
章
の
散
文
詩
的
な
文
章
は
、
内
容
だ
け
で
な
く
形
式
に
お
い
て
も

国
家
の
言
説
と
の
対
比
を
生
み
出
し
て
い
る
。
ま
ず
は
内
容
の
対
比
を
確

認
す
る
た
め
に
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
演
説
を
見
て
み
よ
う
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ

の
演
説
は
、
無
名
兵
士
の
「
不
滅
の
魂
」
に
言
及
し
、
最
後
は
「
主
の
祈

り
」
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る（

36
）。
こ
の
よ
う
に
大
統
領
が
宗
教
的
な
思
想

に
言
及
す
る
こ
と
は
、
政
治
学
者
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
が
指

摘
し
た
、
国
家
と
宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
想
起
さ
せ
る
。
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン

は
「
無
名
兵
士
の
墓
と
碑
、
こ
れ
ほ
ど
近
代
文
化
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
を
見
事
に
表
象
す
る
も
の
は
な
い
」（37
）と
述
べ
、
そ
の
根
拠
と
し
て
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れ
て
い
る
と
同
時
に
、
私
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
社
会
的
な
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
と
の
間
の
潜
在
的
な
不
調
和
を
和
解
さ
せ
る
よ
う
に
予
定
さ

れ
て
い
る
」（42
）。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
全
体
主
義
的
な
修
辞
に
対
し
て
、

ド
ス
・
パ
ソ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
人
や
黒
人
が
排
除
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
描
き
、

団
結
の
虚
構
性
を
明
ら
か
に
し
て
国
家
の
言
説
に
対
抗
し
て
い
た
と
述
べ

ら
れ
る
。
カ
タ
ロ
グ
的
手
法
を
用
い
る
ド
ス
・
パ
ソ
ス
に
も
無
名
兵
士
に

よ
っ
て
多
く
の
人
民
を
代
表
さ
せ
よ
う
と
す
る
側
面
は
あ
る
が
、
そ
れ
と

同
時
に
、
そ
の
代
表
の
選
択
に
は
人
種
に
基
づ
く
差
別
が
あ
る
と
い
う
認

識
も
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

　

ま
た
、
こ
の
章
に
お
け
る
更
な
る
顕
著
な
技
法
と
し
て
、
事
実
と
虚
構

と
の
境
界
が
曖
昧
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
章
は
伝
記
章
の
一
つ
と

し
て
書
か
れ
て
い
る
が
、
無
名
兵
士
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
た
の
か
は

誰
に
も
わ
か
ら
な
い
た
め
、
こ
の
伝
記
に
は
「
虚
構
性
」
が
入
り
混
じ
る

こ
と
に
な
る
。「
無
名
兵
士
に
関
す
る
章
は
『
虚
構
的
で
あ
る
』
と
同
時

に
『
歴
史
的
で
あ
る
』。
彼
が
誰
で
あ
る
か
は
誰
も
わ
か
ら
な
い
た
め
に

彼
は
虚
構
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
実
在
し
た
兵
士
だ
っ
た

―
多
く

の
死
ん
だ
兵
隊
か
ら
無
作
為
に
拾
い
上
げ
ら
れ
た
の
だ
」（43
）。
つ
ま
り
こ

の
章
は
、
実
在
し
た
人
物
を
描
く
伝
記
章
的
な
「
事
実
性
」
だ
け
で
な
く
、

架
空
の
人
物
を
描
く
物
語
章
的
な
「
虚
構
性
」
も
兼
ね
備
え
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
章
は
、
新
聞
の
切
り
貼
り
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
ニ

ュ
ー
ズ
リ
ー
ル
章
的
な
「
切
り
抜
き
」
の
技
法
も
用
い
て
い
る
。
こ
の
章

名
士
録
に
お
け
る
最
良
の
家
族
の
一
人
の
御
曹
司
は
、
コ
ロ
ナ
ー
ド
浜

辺
の
幼
児
パ
レ
ー
ド
で
一
等
賞
を
取
り
、
リ
ト
ル
・
ロ
ッ
ク
の
公
立
中

学
校
で
お
は
じ
き
の
優
勝
者
と
な
り
、
ブ
ー
ン
ヴ
ィ
ル
高
等
学
校
で
一

流
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
選
手
と
な
り
、
州
立
少
年
院
で
ク
ォ
ー
タ
ー

バ
ッ
ク
だ
っ
た（

40
）。

こ
の
一
節
は
さ
ら
に
続
く
羅
列
の
一
部
で
あ
る
。
こ
う
し
た
羅
列
は
、
詩

の
中
で
事
物
を
羅
列
す
る
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
カ
タ
ロ
グ
的
手
法
に
接
近
し

た（
41
）、
可
能
な
限
り
多
く
の
ア
メ
リ
カ
人
男
子
を
表
象
す
る
試
み
で
あ
る
。

ま
た
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
の
青
春
を
詳
細
に
描
写
す
る
こ
と
は
、
後
に
戦
争

で
無
残
に
も
死
ぬ
こ
と
に
な
る
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
に
も
最
良
の
時
間
が
あ
っ

た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
演
説
の
よ
う
に
彼
岸
の
幸
福
を
示
唆
す
る
の

で
は
な
く
、
現
世
の
幸
福
を
強
調
し
て
い
る
。

　

ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
演
説
と
こ
の
章
の
語
り
に
は
、
こ
の
よ
う
な
内
容
的

対
立
だ
け
で
は
な
く
、
方
法
論
的
対
立
が
あ
る
。
こ
の
章
を
精
読
し
た
ウ

ィ
リ
ア
ム
・
ソ
ロ
モ
ン
は
、
ケ
ネ
ス
・
バ
ー
ク
の
修
辞
論
を
引
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
特
徴
的
な
修
辞
が
提
喩
（
部
分
に
よ
っ
て
全
体
を

代
表
す
る
比
喩
）
で
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、
無
名
兵
士
の
死
こ
そ
戦
時
中

の
団
結
に
必
要
な
提
喩
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。「
こ
の
よ
う
に

兵
士
の
姿
は
国
家
を
形
成
す
る
多
様
な
個
人
を
調
停
す
る
こ
と
を
予
定
さ



123　　『一九一九年』における死の響き合い

の
「
美
し
い
」
光
景
が
描
写
さ
れ
る

―
し
か
し
そ
の
文
章
で
は
「
美
し

く
悲
し
い
星
条
旗　

神
の
国
（beautiful sad O

ld Glory Godʼs Coun-

try

）」
の
よ
う
に
形
容
詞
・
名
詞
が
コ
ン
マ
無
し
で
並
べ
ら
れ
て
い
る
た

め
に
、
滑
ら
か
さ
や
美
し
さ
か
ら
か
け
離
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
無
名
兵

士
の
「
胸
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
」
政
治
家
た
ち
が
勲
章
を
与
え
、
そ
の

上
に
「
ウ
ッ
ド
ロ
ウ
・
ウ
ィ
ル
ソ
ン
は
ケ
シ
の
花
束
を
置
い
た
」（46
）。
こ

の
文
章
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
へ
の
ア
メ
リ
カ
参
戦
を
決
定
し
た
ウ
ィ
ル

ソ
ン
に
対
し
て
繰
り
返
し
批
判
を
行
っ
て
い
た
こ
の
小
説
を
締
め
く
く
る

も
の
と
し
て
最
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
ド
ス
・
パ
ソ
ス
は
、
ウ
ィ
ル
ソ

ン
元
大
統
領
が
原
形
を
留
め
な
い
身
体
を
隠
す
か
の
よ
う
に
勲
章
や
花
と

い
う
美
的
な
も
の
を
置
く
様
子
を
最
後
に
描
い
た
。
こ
う
し
て
、
国
葬
の

様
子
を
描
写
し
た
こ
れ
ら
の
文
章
は
い
ず
れ
も
美
を
肯
定
的
に
描
い
て
い

な
い（

47
）。
こ
の
章
の
文
章
に
お
け
る
統
一
性
の
欠
如
は
そ
れ
自
体
が
こ
う

し
た
美
的
隠
蔽
に
対
す
る
批
評
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り

こ
の
章
の
語
り
は
、
統
一
し
た
形
で
は
な
く
混
沌
の
よ
う
に
複
数
の
出
来

事
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
が
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る

も
の
、
す
な
わ
ち
無
名
兵
士
の
苦
痛
が
追
悼
者
に
隠
蔽
さ
れ
る
と
い
う

「
グ
ロ
テ
ス
ク
」
な
事
態
を
散
文
詩
に
し
て
い
る
。
ア
ン
に
対
す
る
デ
ィ

ッ
ク
の
悼
み
方
に
つ
い
て
論
じ
た
際
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス
が
美
的
で
は
な
い

芸
術
を
志
向
し
て
い
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
お
い
た
。
こ
の
章
に
お
け
る

統
一
性
を
欠
い
た
散
文
詩

―
完
全
に
散
文
的
で
も
詩
的
で
も
な
い
形
式

に
お
け
る
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
の
演
説
は
ド
ス
・
パ
ソ
ス
の
創
作
で
は

な
く
、
実
際
の
演
説
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ
る（

44
）。
こ
う
し
て
更

な
る
「
事
実
性
」
が
こ
の
章
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
伝
記
章
／
物
語
章
／
ニ
ュ
ー
ズ
リ
ー
ル
章
の
要
素
を
溶
け

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
章
は
「
事
実
」
と
「
虚
構
」
と
い
う
二

項
対
立
を
無
効
に
し
、
リ
ア
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
に
介
入
し
て
い
る
。
ハ

ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
に
よ
る
演
説
は
実
際
の
も
の
で
あ
る
が
、
無
名
兵
士

の
生
涯
は
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
た
め
、
演
説
に
は
何
の
根
拠
も
な
い
。
つ

ま
り
、
現
実
性
と
い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
大
統
領
の
演
説
と
ジ
ョ
ン
・

ド
ウ
の
物
語
と
の
間
に
差
異
は
な
い
。
こ
う
し
て
国
葬
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は

脱
構
築
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
う
し
た
多
様
な
技
法
が
用
い
ら
れ
る
結
果
、
こ
の
章
は
単

一
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
雑
然
と
し
た
視
点
か
ら
語
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
演
説
、
ジ
ョ
ン
・
ド
ウ
の
物
語
、
そ
し
て
国
葬
の

描
写
な
ど
の
断
片
が
配
置
さ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
章
は
統
一
性
を
失
っ
て

い
る
。
し
か
し
、
統
一
性
と
い
う
美
の
欠
如
は
必
ず
し
も
否
定
的
な
も
の

で
は
な
い
。
こ
の
章
で
は
繰
り
返
し
美
が
風
刺
の
対
象
と
し
て
描
か
れ
る
。

た
と
え
ば
会
葬
者
は
、「
喇
叭
手
に
追
悼
の
曲
を
吹
か
せ
て
三
つ
の
礼
砲

を
耳
に
鳴
り
響
き
続
け
さ
せ
る
と
は
、
な
ん
と
美
し
く
悲
し
い
星
条
旗　

神
の
国
な
の
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
」（45
）。
こ
う
し
て
、「
星
条
旗
」
に
包
ま

れ
て
「
神
の
国
」
に
戻
っ
た
死
者
の
た
め
に
追
悼
の
曲
が
鳴
り
響
く
国
葬
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死
を
複
数
の
角
度
か
ら
提
示
し
た
作
品
で
あ
る
。
カ
メ
ラ
・
ア
イ
章
で
は
、

死
か
ら
の
逃
避
と
い
う
期
待
が
裏
切
ら
れ
る
視
点
人
物
を
通
じ
て
死
が
戦

後
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
物
語
章
で
は
、
主
人
公
た

ち
が
死
後
も
強
い
存
在
感
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
死
の
終
わ
ら
な
さ
が
表

現
さ
れ
て
い
た
。「
ア
メ
リ
カ
人
の
死
体
」
と
い
う
章
で
は
、
国
民
の
象

徴
と
は
異
な
る
形
で
の
無
名
兵
士
の
追
悼
が
試
み
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
ド
ス
・
パ
ソ
ス
が
描
い
た
死
は
、
先
行
研
究
が
強
調
し
て
き

た
「
虚
無
」
や
「
無
意
味
」
に
回
収
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
残
響
の
よ

う
に
そ
の
後
の
世
界
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、

個
々
の
死
は
複
数
の
ス
タ
イ
ル
か
ら
描
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
死

と
重
な
ら
な
い
も
の
、
す
な
わ
ち
特
異
性
を
持
つ
も
の
と
な
る
。
こ
う
し

て
、
個
々
の
死
は
終
わ
り
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
も
そ
れ
ぞ
れ

が
何
ら
か
の
形
で
生
の
側
に
あ
る
こ
と
を
『
一
九
一
九
年
』
は
告
げ
て
い

る
。

―
こ
そ
が
、
自
己
を
正
当
化
す
る
た
め
に
死
者
に
花
や
詩
を
贈
る
方
法

と
は
別
様
の
芸
術
形
式
の
一
つ
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
ス
・
パ
ソ
ス
は
散
文
詩
と
い
う
形
式
で
ジ
ョ
ン
・
ド

ウ
の
死
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
民
の
象
徴
と
は
異
な
る
形
で
無
名
兵

士
の
追
悼
を
試
み
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ア
メ
リ
カ
人
の
死
体
」
と

い
う
章
は
そ
う
し
た
「
喪
」
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
名
兵
士
が
戦

後
も
適
切
に
葬
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
告
げ
、「
終
わ
り
の
後
」
と
い
う

こ
れ
ま
で
の
主
題
と
響
き
合
う
。
こ
う
し
て
こ
の
小
説
は
、
複
数
の
死
を

響
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
戦
後
に
「
終
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
」
の

存
在
を
繰
り
返
し
読
者
に
告
げ
る
の
だ
。

結
論

　

以
上
の
よ
う
に
、『
一
九
一
九
年
』
は
「
終
わ
り
な
き
も
の
」
と
し
て
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