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「
舞
姫
」

私
読

－
｜
「
罪
と
罰
」
と
比
較
し
つ
つ
｜
｜

出

原

隆

俊

森
鴎
外
の
「
舞
姫
」
の
〈
材
源
〉
に
つ
い
て
幾
つ
か
の
論
考
が
あ
る
。
中
国
小
説
の
具
体
名
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
も
あ
れ
ば
、
西
洋

小
説
と
の
係
わ
り
の
指
摘
も
あ
お

rど
、
比
較
文
学
的
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
明
治
前
半
期
の
典
型

的
な
エ
リ
ー
ト
日
本
人
、
太
田
豊
太
郎
の
苦
悩
の
姿
の
提
示
と
い
う
点
で
は
、
従
来
の
把
握
を
踏
襲
し
て
い
る
。
小
論
で
は
「
舞
姫
」

に
は
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
「
罪
と
罰
」
と
の
係
わ
り
も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
が
「
舞
姫
」
読
解
に
ど
の
よ
う
な
新

し
い
視
点
を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
か
を
検
討
す
る
。

な
お

「
罪
と
罰
」
と
の
関
連
を
指
摘
す
る
こ
と
は
他
の
作
品
と
の
関
連
を
排

除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
矛
盾
で
は
な
く
両
立
す
る
と
考
え
る
。

「
罪
と
罰
」
と
日
本
近
代
文
学
と
の
係
わ
り
に
つ
い
て
は
、

（

2
）
 

す
で
に
多
く
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

英
訳
か
ら
の
内
田
魯
庵
の
日

本
語
訳
を
読
ん
だ
北
村
透
谷
は
、
評
論
文
の
中
で
「
最
暗
黒
の
露
国
」
に
潜
む
「
魔
力
」
を
指
摘
し
「
如
何
に
非
凡
な
る
か
」
と
記
し

た
o

島
崎
藤
村
は
「
春
」
に
お
い
て
そ
の
透
谷
が
モ
デ
ル
で
あ
る
人
物
が
魯
庵
訳
の
「
考
え
る
こ
と
」
と
い
う
言
葉
に
強
い
関
心
を
示

I 

し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
そ
の
藤
村
の
「
破
戒
」
が
人
物
配
置
な
ど
に
つ
い
て
「
罪
と
罰
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
よ
く
知
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ら
れ
て
い
る
。
近
く
は
、
二
葉
亭
四
迷
の
「
浮
聖
ご
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
発
言
が
あ
る
。

二
葉
亭
の
原
文
、
魯
庵
の
英
訳
に
対
し
て
、
鴎
外
は
独
語
訳
（
清
水
孝
純
氏
に
よ
れ
ば
、
東
大
図
書
館
鴎
外
文
庫
所
蔵
の
最
初
の
独

訳
）
で
「
罪
と
罰
」
に
接
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
抗
日
鴎
外
に
つ
い
て
は
明
治
二
十
五
年
八
月
の
「
柵
草
紙
」
に
「
劇
と
し
て
の
罪
と

罰
」
と
い
う
短
文
が
あ
り
、
接
触
の
時
点
を
そ
の
あ
た
り
ま
で
予
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
他
に
は
別
の
作
品
を
評
す
る
際
に

「
罪
と
罰
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

ハ
5
V

関
連
の
指
摘
が
あ
る
が
、
「
罪
と
罰
」
は
ど
れ
に
も
関
係
付
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
明
治
二
十
一
ニ
年
一
月
に
『
国
民
之
友
』
に
発
表
さ

し
か
し
、

創
作
に
つ
い
て
は
「
灰
燈
」
に
同
じ
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
の
「
悪
霊
」
と
の

れ
た
「
舞
姫
」
と
「
罪
と
罰
」
の
係
わ
り
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
鴎
外
の
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
受
容
の
考
察
の
一
端
と
も
な
る
が
、
小

論
で
は
「
舞
姫
」
の
新
た
な
読
解
を
主
眼
と
し
て
い
る
。

な
お
、
本
稿
を
記
す
に
あ
た
っ
て
、
鴎
外
文
庫
蔵
の
独
訳
本
は
未
見
で
あ
る
こ
と
を
は
じ
め
に
お
断
わ
り
し
て
お
く
。
微
細
な
部
分

に
係
わ
る
議
論
と
な
れ
ば
そ
れ
に
接
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
「
舞
姫
」
を
透
か
し
て
み
れ
ば
「
罪
と
罰
」

の
影
が
浮
か
ん
で
く
る
と
い
う
大
筋
を
提
示
す
る
こ
と
に
狙
い
が
あ
る
。
「
舞
姫
」
が
予
想
外
に
「
罪
と
罰
」
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う

全
体
像
を
踏
ま
え
、
「
舞
姫
」
を
読
み
返
す
の
が
、
本
稿
の
趣
旨
で
あ
る
。
独
訳
本
と
の
正
確
な
対
照
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
こ
と

に
な
る
か
、
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

か
な
り
の
個
所
で
「
罪
と
罰
」
と
の
類
似
が
「
舞
姫
」
に
見
ら
れ
る
が
、
中
軸
と
な
る
部
分
に
限
定
し
て
検
討
し
て
行
き
た
い
。

冒
頭
の
回
想
す
る
自
己
の
現
在
の
叙
述
に
続
い
て
、
手
記
が
書
か
れ
は
じ
め
、
豊
太
郎
が
初
め
て
エ
リ
ス
に
出
会
う
シ

I
ン
に
さ
し



か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
豊
太
郎
は
し
ぼ
し
ぼ
「
燈
火
の
海
を
渡
り
来
て
、
こ
の
狭
く
薄
暗
き
巷
に
入
り
」
、
川
古
寺
を
望
ん
で
「
暫
し
侍

み
し
こ
と
幾
度
な
る
を
知
ら
ず
」
と
い
う
経
験
を
し
て
い
た
。
そ
こ
は
、
千
し
物
が
取
り
込
ま
れ
て
い
な
い
人
家
、
老
人
の
い
る
居
酒

屋
、
「
害
住
ま
ひ
」
の
鍛
治
屋
の
家
な
ど
が
あ
る
貸
家
、
と
い
う
よ
う
に
一
種
の
裏
街
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
「
罪
と
罰
」
の
主
人
公

ラ
ス
コ

I
リ
ニ
コ
フ
が
街
を
さ
ま
よ
う
時
に
好
ん
だ
の
は
、

「
家
々
の
悪
ぐ
さ
い
汚
ら
し
い
裏
庭
」
が
見
え
、

多
く
の
酒
場
が
あ
り
、

「
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
職
人
や
ぼ
ろ
服
の
連
中
」
が
た
む
ろ
す
る
よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
こ
と
は
異
な
る
場
所
だ
が
、
彼
も
「
寺
院
の

円
屋
根
」
を
「
じ
っ
と
立
っ
た
ま
ま
、
長
い
間
」
見
つ
め
る
。

豊
太
郎
は
そ
う
い
う
場
所
で
葬
儀
費
用
の
工
面
に
悩
む
エ
リ
ス
に
出
会
い
、
力
を
貸
そ
う
と
彼
女
の
家
へ
伴
な
わ
れ
る
。
そ
こ
へ
は

「舞姫」私読

「
欠
け
損
じ
た
る
石
の
梯
」
を
の
ぼ
っ
て
行
く
。
こ
れ
は
ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ
フ
が
金
貸
し
の
老
婆
を
訪
れ
る
際
の
「
暗
く
て
狭
い
『
裏

梯
子
』
」
を
の
ぼ
る
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
家
に
た
ど
り
着
い
た
時
、

エ
リ
ス
が
中
に
入
る
と
そ
の
母
が
「
戸
を
劇
し
く
た
て
切
」
る
。

こ
れ
は
ラ
ス
コ

I
リ
ニ
コ
フ
が
酔
っ
た
元
官
吏
マ
ル
メ
ラ
l
ド
フ
を
家
に
送
っ
た
時
に
や
が
て
彼
の
心
の
支
え
と
な
る
こ
と
に
な
る
ソ

ー
ニ
ャ
の
継
母
が
と
っ
た
態
度
で
も
あ
る
。
入
り
口
で
エ
リ
ス
の
亡
父
が
「
仕
立
物
師
」
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
こ
れ
は
一
人
で
ソ

I

ニ
ャ
が
仮
住
ま
い
を
す
る
の
が
裁
縫
師
の
家
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

エ
り
ス
の
家
は
屋
根
裏
の
よ
う
な
所
で
あ
り
、
室
内
は
張
紙

で
汚
れ
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
ラ
ス
コ

I
P
ニ
コ
フ
の
部
屋
が
屋
根
裏
で
あ
る
こ
と
や
、
老
婆
か
ら
盗
ん
で
き
た
品
物
を
壁

紙
の
裂
け
た
と
こ
ろ
に
隠
す
こ
と
に
通
じ
よ
う
。

マ
ル
メ
ラ
1
ド
フ
は
自
ら
の
家
を
「
穴
の
よ
う
な
と
こ
ろ
」
と
言
う
が
、
こ
れ
も
先

の
「
客
住
ま
ひ
」
と
呼
応
す
る
。

エ
リ
ス
の
家
の
周
囲
の
状
況
や
家
内
部
の
描
写
は
、
こ
の
よ
う
に
「
罪
と
罰
」
の
叙
述
に
負
う
と
こ

ろ
大
だ
と
言
え
よ
う
。

3 

エ
ロ
ス
の
家
の
中
に
は
父
の
遺
体
が
あ
る
。
継
母
は
金
の
工
面
の
た
め
に
エ
ロ
ス
が
「
恥
な
き
人
と
な
」
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
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こ
う
し
た
状
況
を
見
て
と
っ
た
豊
太
郎
は
、
と
り
あ
え
ず
手
持
ち
の
金
を
与
え
、
不
足
分
と
し
て
時
計
を
質
物
と
す
る
よ
う
に
差
し
出

す
。
こ
の
展
開
も
「
罪
と
罰
」
と
酷
似
す
る
。
ラ
ス
コ
l
リ
ニ
コ
フ
は
マ
ル
メ
ラ
l
ド
フ
が
馬
車
に
ひ
か
れ
た
時
に
家
へ
送
り
届
け
、

死
を
み
と
る
。
呼
ば
れ
て
来
た
娘
ソ
l
ニ
ャ
は
す
で
に
娼
婦
に
な
っ
て
い
た
。
生
活
の
必
迫
す
る
様
子
を
見
て
、

ラ
ス
コ

i
リ
ニ
コ
ブ

は
持
ち
金
す
べ
て
を
差
し
出
す
。
時
計
に
つ
い
て
は
、
老
婆
殺
し
の
下
見
の
際
ラ
ス
コ
l
リ
ニ
コ
フ
が
質
物
と
し
て
差
し
出
し
た
こ
と

が
対
応
す
る
。
時
計
を
与
え
る
時
に
豊
太
郎
は
質
屋
の
使
い
が
訪
ね
て
く
る
よ
う
に
と
自
分
の
住
所
を
教
え
る
。
そ
の
「
恩
を
謝
せ
ん

と
しー

エ
リ
ス
は
豊
太
郎
の
所
へ
出
か
け
、
そ
れ
が
二
人
の
交
流
の
始
ま
り
と
な
る
。
こ
れ
も
、
金
を
与
え
て
帰
っ
た
ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ

フ
を
ソ
l
ニ
ャ
の
言
い
付
け
で
妹
が
追
い
か
け
て
住
所
を
聞
き
、
後
に
ソ
l
ニ
ャ
が
そ
こ
へ
訪
れ
る
と
い
う
設
定
と
同
じ
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
、
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
、

ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ
フ
と
ゾ
l
ニ
ャ
と
い
う
二
組
の
男
女
の
出
会
い
の
出
発
点
の
設
定
が
酷
似
す
る
の

で
あ
る
。

続
い
て
豊
太
郎
と
ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ
フ
の
境
遇
、
性
癖
、
行
動
な
ど
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
共
に
父
を
亡
く
し
て
お
り
母
か
ら
一
家

の
希
望
の
星
と
期
待
さ
れ
る
o

都
会
に
出
、
法
律
を
学
ぶ
。
ド
イ
ツ
に
来
た
豊
太
郎
は
同
邦
の
留
学
生
と
の
交
流
を
避
け
る
。
ラ
ス
コ

ー
リ
ニ
コ
フ
も
他
の
学
生
と
交
わ
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
二
人
と
も
他
の
人
々
の
反
感
を
買
っ
て
い
る
。

一
方
は
免
官
に
な
っ

て
学
問
の
道
を
た
た
れ
、

一
方
は
生
活
費
に
困
窮
し
て
学
籍
を
離
れ
る
。
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
を
裏
切
る
帰
国
の
意
向
を
大
臣
に
述
べ
た

あ
と
、
「
我
心
の
錯
乱
は
、
誓
へ
ん
に
物
な
か
り
き
」
と
な
り
、
「
道
の
東
西
を
も
分
か
ず
」
、
「
往
き
あ
ふ
馬
車
の
駅
丁
に
幾
度
か
叱
せ

ら
れ
」
る
。
帰
途
、
路
上
の
イ
ス
に
も
た
れ
「
死
し
た
る
如
き
さ
ま
に
て
幾
時
」
も
す
ご
す
。
そ
し
て
服
汚
れ
髪
乱
し
て
帰
宅
す
る
。

ラ
ス
コ
！
リ
ニ
コ
フ
も
帰
る
道
筋
を
覚
え
て
い
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
路
を
離
れ
て
、
「
病
的
な
状
態
で
」
「
草
の
上
に
作
れ
る
」

よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
。
殺
人
を
犯
し
た
後
、
街
中
を
さ
ま
よ
う
う
ち
に
馬
丁
に
ど
な
ら
れ
る
と
い
う
全
く
同
じ
経
験
も
す
る
。
警
察



に
出
頭
す
る
前
に
母
を
訪
ね
た
時
の
格
好
は
「
何
も
か
も
汚
れ
て
、
：
：
：
ぼ
ろ
ぼ
ろ
」
で
あ
り
、
夜
中
雨
の
中
を
う
ろ
つ
い
た
結
果
で

あ
る
の
は
雪
の
中
を
さ
ま
よ
っ
た
豊
太
郎
と
同
様
で
あ
る
。
倒
れ
込
む
よ
う
に
し
て
家
に
た
ど
り
着
き
、
寝
込
ん
で
う
わ
言
を
言
う
豊

太
郎
の
行
動
は
ラ
ス
コ

I
P
ニ
コ
フ
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
他
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
光
景
に
見
入
っ
て
う
っ
と
り
し
て
時

を
過
ご
す
と
い
う
よ
う
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
な
所
も
共
通
し
て
い
る
。
豊
太
郎
が
新
聞
社
の
通
信
員
と
し
て
喫
茶
店
で
幾
種
類
も
の
新

聞
に
読
み
ふ
け
る
場
面
は
、
ラ
ス
コ

I
リ
ニ
コ
フ
が
自
己
の
犯
罪
の
報
道
を
知
ろ
う
と
し
て
酒
場
で
新
聞
に
喰
い
入
る
場
面
と
重
な
る
。

他
者
と
の
係
わ
り
で
は
、
た
だ
一
人
の
友
人
と
し
て
、
相
沢
謙
士
口
に
対
し
て
ラ
ズ
l
ミ
ヒ
ン
が
い
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
重
要
で

あ
る
女
性
、

エ
リ
ス
と
ソ
l
ュ
ャ
と
の
係
わ
り
を
見
て
み
よ
う
。
彼
女
達
は
、

エ
リ
ス
は
豊
太
郎
の
た
め
に
発
狂
さ
せ
ら
れ
る
の
に
対

「舞姫」私読

し
、
ソ
l
ニ
ャ
は
ラ
ス
コ

I
リ
ニ
コ
フ
の
更
正
を
支
え
る
と
い
う
対
極
に
く
る
。
し
か
し
、
共
通
す
る
側
面
も
あ
っ
た
。

エ
リ
ス
は
旅

立
つ
豊
太
郎
の
世
話
を
や
く
が
、

「
か
は
ゆ
き
独
り
子
を
出
し
遺
る
母
も
か
く
は
心
を
用
ゐ
じ
」
と
思
わ
せ
る
。

ソ
l
ニ
ャ
も
「
お
れ

の
た
め
に
い
い
乳
母
」
と
思
わ
せ
る
。
と
も
に
男
の
側
か
ら
そ
の
母
性
の
側
面
が
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
母
性
に
つ
い
て
は
、
二

人
と
も
母
か
ら
の
手
紙
を
読
ん
で
苛
ま
さ
れ
痛
切
な
思
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
場
面
設
定
の
類
似
、
行
動
の
共
通
性
な
ど
、
二
作
の
深
い
係
わ
り
は
も
は
や
自
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
、
当
然
の

事
な
が
ら
二
人
の
男
の
差
異
｜
｜
ひ
い
て
は
二
作
の
相
異
点
も
あ
る
。

む
し
ろ
こ
の
点
を
解
明
す
る
こ
と
が
、

「
罪
と
罰
」
を
下
敷
と

す
る
「
舞
姫
」
の
本
質
の
理
解
に
必
須
と
な
ろ
う
。

5 

エ
リ
ス
を
裏
切
る
返
事
を
し
た
豊
太
郎
は
、

そ
の
自
己
の
振

「
唯
々
我
は
免
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
な
り
と
思
ふ
心
に
満
ち
／
＼
」
る
。
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る
舞
い
を
、
自
ら
の
不
決
断
と
「
弱
き
心
」
と
い
う
性
格
に
帰
そ
う
と
す
る
。

一
方
、
ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ
フ
は
、
「
理
性
の
昏
迷
と
意
志

の
喪
失
は
、
病
魔
の
ご
と
く
人
を
襲
っ
て
、
次
第
次
第
に
力
を
増
し
、
犯
罪
の
遂
行
の
直
前
に
極
度
に
達
す
る
。
：
：
：
な
お
人
に
よ
っ

て
は
犯
罪
後
も
、

し
ば
ら
く
継
続
す
る
」
と
し
、
自
分
だ
け
は
「
こ
う
し
た
病
的
な
変
化
は
断
じ
て
起
り
得
な
い
」
と
考
え
る
。
そ
れ

は
「
自
分
の
企
て
た
事
が
『
犯
罪
で
は
な
い
』
」
と
い
う
確
信
に
よ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
「
自
分
の
無
気
力
と
不
決
断
」
を
克
服
し
よ
う

と
す
る
。
ま
さ
に
、
主
体
性
と
い
う
点
に
お
い
て
両
者
は
対
極
に
く
る
。
後
に
こ
う
し
た
点
を
考
察
す
る
が
、
先
走
っ
て
言
え
ば
、
「
舞

姫
」
の
作
者
は
「
罪
と
罰
」
を
裏
返
す
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

相
異
点
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、

発
狂
の
問
題
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

「
舞
姫
」
終
局
部
に
お
い
て
エ
リ
ス
は
発
狂
し
哀
れ
な
姿
を

さ
ら
す
。

「
罪
と
罰
」
に
お
い
て
は
、
発
狂
を
め
ぐ
る
叙
述
は
し
ば
し
ば
現
わ
れ
る
。

ソ
I
ニ
ヤ
の
継
母
、
ラ
ス
コ
l
p
ニ
コ
フ
の
母

が
発
狂
す
る
。
彼
自
身
、
ラ
ズ

I
ミ
ヒ
ン
を
含
む
他
者
か
ら
、

ま
た
自
ら
に
よ
っ
て
も
発
狂
を
疑
わ
れ
る
。

「
精
神
的
な
影
響
」
で
妻

の
死
を
早
め
た
男
も
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

ソ
l
ニ
ャ
は
エ
リ
ス
と
対
照
的
で
あ
る
。
ソ

1
ニ
ャ
の
悲
惨
な
境
遇
を
思
う
ラ
ス
コ
l

リ
ニ
コ
フ
は
、
そ
れ
が
「
彼
女
を
殺
す
原
因
と
な
り
え
た
は
ず
で
あ
る
」
と
し
「
ど
う
し
て
発
狂
せ
ず
に
い
ら
れ
た
の
か
」
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
「
狂
人
を
治
療
し
う
る
と
い
う
学
説
が
現
わ
れ
」
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
「
罪
と
罰
」
に
対
し
、

エ
リ
ス
の
病
い
は
「
治
癒

の
見
込
な
し
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

エ
リ
ス
が
徹
底
的
に
悲
惨
な
姿
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
リ
ス
と
ソ
l
ニ
ャ
の
位
相

の
差
異
は
二
作
品
の
在
り
方
と
深
く
係
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
ハ
な
お
、
ラ
ス
コ

I
リ
ニ
コ
フ
は
エ
リ
ス
の
「
パ
ラ
ノ
イ
ア
」
で
は
な
く

「
モ
ノ
マ
ニ
ヤ
」
だ
が
、
共
に
邦
訳
は
偏
執
狂
（
病
）
で
あ
る
〉
。

こ
の
よ
う
な
相
異
点
の
把
握
に
基
い
て
、
両
作
品
の
大
枠
を
見
て
お
こ
う
。
「
罪
と
罰
」
は
、
自
ら
の
「
理
性
」
と
「
意
志
」
に
つ
ま

づ
い
た
ラ
ス
コ
l
p
ニ
コ
フ
が
ソ
l
ニ
ャ
と
い
う
存
在
を
得
て
新
し
い
生
活
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

「
一
人
の
人
間
が
徐
々
に
更
新
し



て
行
く
物
語
」
と
し
て
後
日
が
展
望
さ
れ
、
作
は
閉
じ
る
。
「
舞
姫
」
は
手
記
が
閉
じ
ら
れ
る
と
そ
の
ま
ま
小
説
の
末
尾
を
な
し
、
そ
れ

以
降
の
こ
と
は
完
全
に
遮
断
さ
れ
る
。
「
罪
と
罰
」
と
対
比
し
て
言
え
ば
、
「
舞
姫
」
は
一
人
の
人
聞
が
停
滞
・
後
退
し
、
そ
の
結
果
一

女
性
を
奈
落
に
追
い
や
る
と
い
う
物
語
と
し
て
閉
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
類
似
点
と
相
異
点
の
こ
れ
ま
で
の
検
討
の
上
に

立
て
ば
、
「
舞
姫
」
は
「
罪
と
罰
」
の
換
骨
奪
胎
を
行
な
っ
た
と
端
的
に
言
い
得
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
見
通
し
に
立
っ
て
、
「
舞
姫
」
の

読
解
を
進
め
よ
う
。

「舞姫」私読

「
舞
姫
」
に
は
矛
盾
し
た
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
、
豊
太
郎
が
停
滞
・
後
退
す
る
の
を
描
く
た
め
の
仕
掛
け
が
あ
る
。

鳴
呼
、
独
逸
に
来
し
初
に
、
自
ら
我
本
領
を
悟
り
き
と
思
ひ
て
、
ま
た
器
械
的
人
物
と
は
な
ら
じ
と
誓
ひ
し
が
、

．．
 

（
傍
点
論
者
、
以
下
同
様
）

こ
れ
は
先
の
方
に
あ
る
次
の
叙
述
と
一
致
し
な
い
。

か
い
わ
一
三
わ
ゆ
か
し
γ
ゆ
掛
か
恥
れ
、
P
た
ち
し
め
、
：
：
：
た
H
A

所
動
的
、
器
械
的
の
人
物
に
な
り
て
自
ら
悟
ら
ざ
り
し
が
、
今
二

十
五
歳
に
な
り
て
、
臥
w
b
h
k
い
い
こ
の
自
由
な
る
大
学
の
風
に
当
り
た
れ
ば
に
や
、
：
：
：
奥
深
く
潜
み
た
り
し
ま
こ
と
の
我
は
、

ゃ
う
や
う
表
に
あ
ら
は
れ
て
・

．．．．． 

7 

「
器
械
的
（
の
）
人
物
」
に
な
り
た
く
な
い
と
い
う
覚
醒
が
生
じ
る
ま
で
に
は
、
一
二
年
と
い
う
時
間
、
ド
イ
ツ
の
大
学
と
い
う
環
境
が
必
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要
で
あ
り
、
そ
れ
も
「
ゃ
う
や
う
」
得
ら
れ
た
と
克
明
に
↓
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
覚
醒
が
外
の
要
因
で
は
な
く
自

己
の
内
部
の
衡
迫
ー
ー
ー
そ
の
意
味
で
主
体
性
ー
ー
に
よ
っ
て
生
じ
た
こ
と
を
強
調
す
る
叙
述
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
の
自
分
を
豊
太
郎
は

回
想
の
手
記
の
中
で
「
独
立
の
思
想
を
懐
き
て
、
人
な
み
な
ら
ぬ
面
も
ち
し
た
る
男
」
と
記
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
「
我
学
聞
は
荒
み
ぬ
。

さ
れ
ど
余
は
別
に
一
種
の
見
識
を
長
じ
き
」
と
も
描
か
れ
る
。
こ
れ
は
、
手
記
を
書
き
始
め
よ
う
と
す
る
豊
太
郎
の
現
在
の
心
境
と
し

て
「
学
問
こ
そ
猶
心
に
飽
き
足
ら
ぬ
と
こ
ろ
も
多
か
れ
、
浮
世
の
う
き
ふ
し
を
も
知
り
た
り
」
と
い
う
記
述
と
ほ
ぼ
同
内
容
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
豊
太
郎
の
覚
醒
は
決
し
て
錯
覚
ご
と
き
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
後

に
至
っ
て
「
独
逸
に
来
し
初
め
に
」
と
す
る
の
は
、
そ
の
覚
醒
が
浅
薄
で
あ
っ
た
よ
う
に
強
引
に
変
更
す
る
た
め
で
あ
り
、
作
者
の
ケ

ア
レ
ス
ミ
ス
な
ど
で
は
な
く
、
き
わ
め
て
作
為
的
な
も
の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
仕
掛
け
は
次
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
も
う
か
が
え
る
。

回
想
の
中
の
自
己
は
現
在
の
自
己
に
よ
っ
て
こ
う
規
定
さ
れ
る
。

「
舞
き
思
想
」
、
「
梶
き
心
」
、
「
わ
が
心
は
か
の
合
歓
と
い
ふ
木
の
葉
」
、
「
弱
く
ふ
び
ん
な
る
心
」
、
「
弱
き
心
」
、
「
我
耽
」
、
「
鈍
き
心
」
、

「
決
断
は
順
境
に
の
み
」
、
「
わ
が
近
眼
」
、

「
軽
卒
」
、
「
特
操
な
き
心
」
。
執
劫
な
ま
で
に
過
去
の
自
己
が
否
定
的
言
辞
に
よ
っ
て
彩
ら

れ
て
い
る
。
豊
太
郎
の
覚
醒
が
虚
妄
で
あ
っ
た
と
す
る
た
め
に
、
彼
の
卑
小
化
が
徹
底
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
自
己
と
回
想

す
る
現
在
の
地
点
の
自
己
は
、

「
わ
れ
と
わ
が
心
さ
へ
変
り
易
き
を
も
悟
り
得
た
り
」

と
い
う
言
葉
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明

確
に
区
別
さ
れ
る
。
過
去
の
自
己
の
徹
底
し
た
卑
小
化
は
、
そ
れ
か
ら
「
今
日
に
な
り
て
お
も
」
う
と
い
う
現
在
の
自
己
を
完
全
に
切

り
離
そ
う
と
す
る
秘
か
な
欲
求
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
豊
太
郎
像
の
形
象
化
は
、

エ
リ
ス
の
描
か
れ
方
と
対
比
す
れ
ば
よ
り
鮮
明
に
な
る
。
停
滞
・
後
退
す
る
豊
太

郎
に
対
し
て
、

エ
リ
ス
の
「
徐
々
に
」
成
長
す
る
姿
が
記
さ
れ
る
。
当
初
は
「
余
等
二
人
の
聞
に
は
先
づ
師
弟
の
交
り
を
生
じ
た
」
と



い
う
位
置
関
係
だ
っ
た
と
豊
太
郎
は
記
す
。
と
こ
ろ
が
、
免
官
に
な
っ
た
際
の
記
述
は
「
心
の
誠
を
顕
し
て
、
助
の
綱
を
わ
れ
に
投
げ

掛
け
し
は
エ
リ
ス
な
り
き
」
と
な
る
。
「
母
は
わ
が
彼
の
言
葉
に
は
従
は
ね
ば
と
て
、

我
を
打
ち
き
」
と
語
っ
て
い
た
エ
リ
ス
が
、

~ 

'-

こ
で
は
「
か
れ
は
い
か
に
母
を
説
き
動
か
し
け
ん
」
と
把
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
二
人
の
立
場
は
逆
転
し
て
行

く
。
相
沢
か
ら
の
手
紙
で
豊
太
郎
が
大
臣
の
も
と
を
訪
ね
る
際
に
は
、

「
母
」
の
よ
う
に
世
話
を
焼
く
の
で
あ

一
章
で
見
た
よ
う
に
、

っ
た
。

ロ
シ
ア
に
出
向
い
た
豊
太
郎
に
送
っ
た
手
紙
に
は
、
「
否
、
君
を
思
ふ
心
の
深
き
底
を
ば
今
ぞ
知
り
ぬ
る
」
と
し
て
「
我
愛
も
て

繋
ぎ
留
め
で
は
止
ま
じ
」
と
い
う
強
い
決
意
を
記
す
。
最
初
の
旅
立
ち
に
際
し
て
は
「
わ
れ
を
ば
見
棄
て
玉
は
じ
」
と
豊
太
郎
に
自
ら

の
希
望
を
託
す
に
留
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
母
と
は
い
た
く
争
ひ
」
、
説
得
し
た
と
も
言
う
。
回
想
の
中
の
豊
太
郎
が
相
沢
や
大
臣

「舞姫」私読

の
意
向
に
揺
り
動
か
さ
れ
主
体
性
を
発
揮
で
き
な
い
「
弱
き
心
」
を
見
出
し
て
し
ま
う
よ
う
に
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、

エ
リ
ス
は
愛

情
と
い
う
も
の
の
重
大
さ
を
発
見
し
、
そ
こ
に
自
己
の
意
志
を
貫
き
通
そ
う
と
す
る
姿
勢
を
獲
得
す
る
。

そ
の
よ
う
な
エ
リ
ス
が
終
局
部
で
奈
落
に
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
も
作
者
の
周
到
な
準
備
が
あ
っ
た
。

ユ
リ
ス
の
髪
に
注
目
し
よ
う
。

出
会
い
の
官
頭
に
「
被
り
し
巾
を
洩
れ
た
る
髪
の
色
は
、
薄
き
こ
が
ね
色
」
を
豊
太
郎
は
見
る
。
言
葉
を
交
わ
す
中
で
「
我
眼
は
こ
の

う
つ
む
き
た
る
少
女
の
顛
ふ
項
に
の
み
注
が
れ
た
り
」
と
な
り
、

こ
の
あ
と
、
「
彼
は
優
れ
て
美
な
り
」
と
の

髪
と
切
り
離
せ
な
い
。

記
述
が
あ
り
、

「
人
に
否
と
は
い
は
せ
ぬ
娼
態
あ
」
る
と
い
う
目
と
と
も
に
、
髪
は
、
精
神
的
な
も
の
よ
り
も
ま
ず
、
美
貌
を
強
調
す

る
役
割
を
果
た
す
。
男
の
視
線
と
言
え
よ
う
。

ニ
人
が
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
関
係
に
陥
る
際
に
は
、
「
別
離
を
悲
み
て
伏
し
沈
み
た
る
面

に
、
費
の
毛
の
解
け
て
か
ふ
り
た
る
、
そ
の
美
し
き
、

い
ぢ
ら
し
き
姿
」
に
「
脳
髄
を
射
」
ら
れ
た
と
説
明
さ
れ
て
お
り
髪
の
役
割
は

一
貫
し
て
い
る
。
次
に
は
こ
う
描
か
れ
る
。
豊
太
郎
の
旅
立
ち
の
際
の
「
彼
は
凍
れ
る
窓
を
明
け
、
乱
れ
し
髪
を
朔
風
に
吹
か
せ
て
余

9 

が
乗
り
し
車
を
見
送
り
ぬ
」
と
い
う
個
所
で
あ
る
。
女
性
の
乱
れ
髪
は
様
々
な
状
況
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
や
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が
て
運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
エ
り
ス
の
不
幸
の
予
兆
と
し
で
あ
ろ
う
。
豊
太
郎
の
裏
切
り
を
知
っ
た
エ
リ
ス
の
発
狂
し
た
様

子
は
、
「
我
名
を
呼
び
て
い
た
く
罵
り
、
髪
を
む
し
り
、

蒲
団
を
噛
み
な
ど
し
」
た
と
記
さ
れ
る
。

美
の
象
徴
と
し
で
あ
っ
た
エ
リ
ス

の
髪
、
が
、
こ
こ
に
至
っ
て
無
残
に
も
狂
気
の
表
わ
れ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
、
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
絡

ま
る
エ
リ
ス
の
髪
の
存
在
は
偶
然
の
も
の
と
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
髪
の
イ
メ
ー
ジ
は
、

お
そ
ら
く
ツ
ル
ゲ
l
ネ
フ
の
「
春
の
水
」

に
依
拠
し
て
い
よ
う
。
「
往
来
に
面
し
た
窓
の
一
つ
が
、

不
意
に
音
を
た
て
て
聞
か
れ
」
た
あ
と
、

美
貌
の
持
ち
主
で
あ
る
「
ヂ
ュ
ン

マ
の
黒
い
ち
ぢ
れ
髪
を
舞
い
上
げ
て
吹
き
散
ら
し
た
」
と
記
さ
れ
る
個
所
が
あ
る
。
こ
の
女
性
も
後
に
男
に
裏
切
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

「サ
l
ニ
ン
は
相
変
ら
ず
ヂ
ュ
ン
マ
の
首
筋
し
か
限
に
入
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
も
豊
太
郎
の
姿
と

（

6
）
 

同
一
で
あ
る
。
女
か
ら
男
へ
の
手
紙
の
役
割
な
ど
も
同
じ
よ
う
に
機
能
し
て
お
り
、
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
「
舞
姫
」
は
「
春
の
水
」
の

エ
リ
ス
の
場
合
と
酷
似
す
る
。

影
響
を
受
け
て
い
る
。
髪
の
イ
メ
ー
ジ
は
こ
こ
に
源
泉
が
あ
る
。

エ
リ
ス
が
美
貌
で
あ
る
こ
と
も
ヂ
ュ
ン
マ
に
習
っ
て
お
り
、
そ
の
悲

劇
が
よ
り
哀
れ
な
も
の
と
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
舞
姫
」
を
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
と
い
う
男
と
女
の
物
語
と
し
て
把
え
る
時
、
女
性
の
成
長
と
背
反
す
る
形
で
男
が
停
滞

－
後
退
す
る
物
語
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
予
測
せ
ぬ
状
況
の
中
で
行
動
力
を
持
て
な
い
男
と
、
現
実
に
即
し
た
手
立
て
を
懸

命
に
探
る
女
。
家
、
名
誉
と
い
う
し
が
ら
み
か
ら
自
由
に
な
り
得
な
い
男
と
す
べ
て
を
投
げ
出
す
女
。
そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
女
性
が
犠

牲
と
な
る
。
主
体
性
の
確
立
と
い
う
点
で
当
時
の
常
識
に
反
し
、
男
と
女
が
逆
転
し
て
い
る
が
、
結
末
の
エ
リ
ス
の
悲
劇
と
い
う
点
で

は
従
来
の
男
と
女
の
枠
に
入
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
男
が
当
時
に
お
け
る
一
級
の
エ
リ
ー
ト
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ひ
弱
さ
に
も
作
者
は
意
識
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
サ
イ
ゴ

ン
港
に
停
泊
中
の
船
の
中
で
手
記
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
設
定
を
思
い
起
こ
そ
う
。
他
の
人
々
が
ホ
テ
ル
に
宿
泊
し
て
い
る
の
に
豊
太



郎
ひ
と
り
が
船
中
に
あ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
手
記
の
中
の
豊
太
郎
を
め
ぐ
る
記
述
と
呼
応
し
て
い
よ
う
。
豊
太
郎
は
「
燈

火
の
骨
」
を
渡
っ
て
心
安
ま
る
場
所
に
き
て
エ
リ
ス
に
出
会
う
。
免
官
の
際
に
は
エ
リ
ノ
ス
が
「
助
け
の
併
」
を
投
げ
る
。
相
沢
は
「
大

洋
に
舵
を
失
ひ
し
ふ
な
人
」
と
豊
太
郎
に
は
思
わ
れ
た
。
豊
太
郎
が
帰
国
の
途
を
選
ぶ
の
に
は
、
「
欧
州
大
都
の
人
の
海
に
葬
ら
れ
ん

か
と
思
ふ
」
恐
怖
感
が
あ
っ
た
。
海
に
浮
遊
す
る
よ
う
な
危
う
さ
の
中
に
豊
太
郎
が
居
た
の
で
あ
る
。
確
固
た
る
地
歩
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。

四

「舞姫」私読

過
去
の
自
己
が
徹
底
的
に
卑
小
化
さ
れ
る
の
を
見
た
。
そ
れ
で
は
現
在
の
自
己
は
ど
の
よ
う
に
存
在
す
る
か
。
「
舞
姫
」
の
官
頭
に
戻

ろ
う
。

石
炭
を
ば
早
や
積
み
果
て
つ
。
中
等
室
の
卓
の
ほ
と
り
は
い
と
静
に
て
、
蟻
熱
燈
の
光
の
晴
れ
が
ま
し
き
も
徒
な
り
。

「
積
み
果
て
つ
」
と
物
事
の
完
了
が
認
識
さ
れ
る
ま
で
に
は
、

そ
の
前
に
継
続
す
る
時
聞
が
あ
る
。

こ
こ
で
は
石
炭
を
積
み
込
む
作
業

の
喧
騒
た
る
時
が
そ
れ
に
あ
た
ろ
う
。

そ
の
騒
音
が
静
寂
へ
と
移
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
時
、
「
積
み
果
て
つ
」
と
理
解
さ
れ
る
。

？と

か
ら
こ
そ
次
の
「
い
と
静
か
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
騒
音
と
静
寂
の
対
比
に
は
あ
る
記
憶
の
影
が
潜
ん
で
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
「
舞
姫
」
の
終
局
部
、
発
狂
し
た
エ
リ
ス
が
「
我
名
を
呼
び
て
い
た
く
罵
り
」
、
「
一
俣
を
流
し
て
泣
」
い
た
後
、
「
こ
れ
よ
り
は
騒
ぐ

こ
と
は
な
」
く
な
っ
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
音
に
続
い
て
は
「
光
の
晴
れ
が
ま
し
」
さ
が
把
え
ら
れ
る
。
こ
の
光
の
イ

11 

メ

I
ジ
も
、
後
の
回
想
の
場
面
と
呼
応
す
る
。
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故
ら
に
黄
臨
の
燭
を
幾
つ
共
な
く
点
し
た
る
に
、
幾
星
の
勲
章
、
幾
校
の
「
エ
ポ
レ
ッ
ト
」
が
映
射
す
る
光
、
：
：
・

と
い
う
ロ
シ
ア
宮
庭
の
派
手
や
か
な
光
の
描
写
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
光
は
、

エ
リ
ス
の
住
ま
い
に
お
け
る
光
と
対
照
を
な
L
て
い
た
。

「
油
燈
の
光
に
透
し
て
」
よ
う
や
く
表
札
が
読
み
取
れ
る
入
口
。

エ
リ
ス
の
家
に
移
っ
た
豊
太
郎
は
「
屋
根
裏
の
一
燈
微
に
燃
え
る
」
下

で
原
稿
を
書
く
。
「
寵
に
火
を
焚
き
つ
け
て
も
」
寒
さ
の
防
げ
な
い
エ
リ
ス
の
家
と
、
「
大
い
な
る
陶
壇
に
火
を
焚
」
い
て
寒
さ
を
退
け

る
ホ
テ
ル
も
対
比
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
次
の
記
述
は
見
逃
せ
な
い
。

四
階
の
屋
根
裏
に
は
、

エ
リ
ス
は
ま
だ
寝
ね
ず
と
覚
し
く
、
畑
然
た
る
一
星
の
火
、
暗
き
空
に
す
か
せ
ば
、
明
か
に
見
ゆ
る
が
、

降
り
し
き
る
鷺
の
如
き
雪
片
に
、
乍
ち
掩
は
れ
、
乍
ち
ま
た
顕
れ
て
、
風
に
弄
ば
る
与
に
似
た
り
。

豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
鮮
の
象
徴
で
も
あ
る
「
屋
根
裏
の
一
燈
」
さ
え
か
き
消
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
弄
ば
る
る
」
と
は
エ
リ
ス
の
運
命

を
言
い
当
て
る
言
葉
と
も
な
る
。

こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
光
は
、

「
栄
達
を
求
む
る
心
」
を
も
っ
豊
太
郎
と
愛
情
に
殉
じ
よ
う
と
す
る

豊
太
郎
が
そ
れ
ぞ
れ
目
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
舞
姫
」
冒
頭
の
音
と
光
の
イ
メ
ー
ジ
は
背
後
に
過
去
の
記
憶
を
蔵
し
て
い
た
。

そ
れ
は
、

サ
イ
ゴ
ン
に
着
く
ま
で

に
「
文
読
む
ご
と
に
、
物
見
る
ご
と
に
」
「
限
な
き
懐
旧
の
情
を
喚
び
起
し
」
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
証
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
だ

か
ら
こ
そ
、
「
五
年
前
の
事
な
り
し
が
」
と
す
ん
な
り
と
回
想
に
向
か
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
回
想
は

「
昔
の
我
」

に
異
な
る

「
今
の
我
」
の
現
況
を
述
べ
る
た
め
で
あ
り
、
す
ぐ
に
手
記
を
書
き
始
め
る
直
前
の
「
今
」
へ
と
戻
っ
て
し
ま
う
。
「
舞
姫
」
冒
頭
が
い

き
な
り
回
想
の
手
記
と
し
て
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
手
記
を
書
く
現
在
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
主
眼
な
の
で
あ
っ
て
、
け
つ



し
て
過
去
の
回
想
を
導
く
前
座
で
は
な
い
。
光
と
音
の
イ
メ
ー
ジ
は
過
去
の
記
憶
を
背
後
に
蔵
し
た
現
在
と
し
て
記
さ
れ
る
必
然
性
が

あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
現
時
点
の
叙
述
か
ら
「
い
で
、
そ
の
概
略
を
文
に
顔
り
て
見
む
」
と
し
て
過
去
の
事
の
み
が
記
さ
れ
る
手
記
へ
移
動
す

る
過
程
に
注
目
し
よ
う
。
現
行
の
本
文
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
「
日
記
」
が
記
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
点
を
自
ら
挙
げ

〈

7〉

な
が
ら
、
二
度
に
わ
た
っ
て
「
こ
れ
に
は
別
に
故
あ
り
」
と
否
定
す
る
。
さ
ら
に
は
、
小
森
陽
一
氏
の
指
摘
に
も
あ
る
よ
う
に
、
散
文

と
区
別
し
て
詩
・
歌
で
は
「
恨
」
は
消
せ
な
い
と
し
た
あ
と
「
文
に
綴
」
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
文
」
で
も
「
さ
は
あ
ら
じ
」
と

思
っ
て
い
た
。
手
記
が
書
け
な
い
こ
と
を
説
明
す
る
一
言
辞
は
け
っ
し
て
軽
々
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
文
」

「舞姫」私読

を
書
か
せ
る
決
定
的
な
契
機
と
し
て
は
、

「
今
宵
は
あ
た
り
に
人
も
無
し
、

房
奴
の
来
て
電
気
線
の
鍵
を
振
る
に
は
猶
程
も
あ
る
べ
け

れ
ば
」
と
い
う
き
わ
め
て
消
極
的
な
要
因
が
示
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
光
と
音
の
イ
メ
ー
ジ
も
冒
頭
に
比
べ
弱
々
し
い
。
そ
う
ま
で
し

て
手
記
を
認
め
さ
せ
る
よ
う
に
持
っ
て
行
く
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
手
記
を
書
く
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
現
時
点
で
の
叙
述
を
終

了
さ
せ
、

回
想
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
手
記
の
中
の
豊
太
郎
は
、

「
品
目
の
我
」
と
し
て
一
方
的
に
規
制
さ
れ

た
存
在
と
化
す
。
「
今
の
我
」
を
逆
に
追
い
詰
め
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

現
在
と
過
去
の
葛
藤
は
、

官
頭
の
音
と
光
の
イ
メ
ー
ジ

の
二
重
性
の
枠
の
中
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
三
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
過
去
の
自
己
を
現
在
か
ら
切
り
離

す
た
め
の
徹
底
し
た
自
己
の
卑
小
化
が
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

手
記
が
閉
じ
ら
れ
た
あ
と
の
豊
太
郎
は
過
去
に
よ
る
拘
束
か
ら
自
由
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
現
実
に
可
能
な
歩
み
は
、
日
本
に
着
い

た
後
、
過
去
を
封
じ
込
め
て
「
名
誉
を
挽
き
か
へ
さ
ん
道
」
を
た
ど
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
日
本
へ
の
到
着
と
そ
の
後
へ
の
思
い
は
い

13 

さ
さ
か
も
言
及
が
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
逆
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
帰
国
が
目
前
に
迫
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
近
づ
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い
た
サ
イ
ゴ
ン
に
あ
っ
て
過
去
の
切
り
離
し
に
終
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
止
む
な
く
筆
を
取
る
と

い
う
ポ
l
ズ
を
取
り
な
が
ら
も
、
手
記
は
よ
ど
み
な
く
書
か
れ
て
行
く
の
で
あ
る
。

自
己
を
最
後
ま
で
追
い
詰
め
、
人
間
存
在
と
い
う
悪
を
凝
視
し
た
う
え
で
、
新
た
な
「
更
新
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
し
ら

ぬ
顔
を
し
て
ひ
っ
そ
り
と
日
本
に
立
ち
現
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
「
腸
日
ご
と
に
九
廻
す
」
る
よ
う
な
「
一
点
の
窮
」
が
手
記
の

末
尾
に
お
い
て
、
「
一
点
の
彼
（
相
沢

l
筆
者
）
を
憎
む
心
」
に
す
り
か
え
ら
れ
る
事
情
も
こ
こ
に
あ
る
。

五

こ
の
よ
う
に
理
解
し
た
う
え
で
、
再
び
「
舞
姫
」
と
「
罪
と
罰
」
を
対
比
し
よ
う
。

唯
だ
比
一
刻
那
、
低
個
蜘
踊
の
思
は
去
り
て
、
余
は
彼
を
抱
き
、
彼
の
頭
は
我
肩
に
借
り
て
、
彼
が
喜
び
の
一
課
は
は
ら
／
＼
と
肩

の
上
に
落
ち
ぬ
。

こ
の
エ
リ
ス
と
豊
太
郎
に
対
し
て
、

ソ
I
ニ
ャ
と
ラ
ス
コ
l
リ
ニ
コ
フ
に
は
次
の
場
面
が
あ
る
。

彼
女
は
不
意
に
彼
の
両
手
を
取
り
、
そ
の
肩
へ
頭
を
載
せ
た
。
：
：
：
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
？
自
分
に
対
し
て
い
さ
さ
か
の
反
発

も
、
い
さ
さ
か
の
嫌
悪
も
見
ら
れ
な
い
し
、
：
：
：
こ
れ
は
何
か
一
種
無
限
の
自
己
卑
下
に
相
違
な
い
。
少
く
と
も
、
彼
は
こ
う
解

釈
し
た
。

男
の
肩
に
女
が
頭
を
載
せ
る
と
い
う
仕
草
が
エ
リ
ス
と
ソ
l
ニ
ャ
に
共
通
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
受
け
止
め
る
男
の
反
応
に
は
大
き



な
落
差
が
あ
る
。
「
罪
と
罰
」
に
お
い
て
、
男
は
自
己
を
省
り
み
な
が
ら
、

女
の
中
に
「
無
限
の
自
己
卑
下
」
を
見
て
と
る
。

こ
こ
に

は
あ
る
種
の
宗
教
的
色
彩
が
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
、

「
不
信
心
者
」
ラ
ス
コ

I
リ
ニ
コ
フ
が
、

最
終
局
面
に
お
い
て
福

音
書
を
聞
こ
う
と
せ
ず
と
も
「
彼
女
の
確
信
は
同
時
に
お
れ
の
確
信
で
は
な
い
か
？
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。
「
舞
姫
」

に
は
そ
の
よ
う
に
二
人
に
介
在
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
。
た
だ
涙
と
い
う
〈
情
〉
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
抱
き
合
う
だ
け
で
あ
っ
た
。
ラ

ス
コ

l
リ
ニ
コ
フ
は
ソ

l
ニ
ャ
の
「
四
つ
辻
へ
行
っ
て
、
：
：
：
地
面
へ
接
助
な
さ
い
。
だ
っ
て
あ
な
た
は
大
地
に
対
し
て
も
罪
を
犯
し

『
わ
た
し
は
人
殺
し
で
す
！
』
と
お
っ
し
ゃ
い
」
と
い
う
言

葉
を
思
い
出
し
そ
れ
に
従
う
。
豊
太
郎
は
エ
リ
ス
と
の
係
わ
り
の
中
で
絶
え
ず
他
者
の
眼
を
意
識
す
る
。
自
ら
を
「
我
は
免
す
べ
か
ら

な
す
っ
た
ん
で
す
も
の
。

そ
し
て
、
大
き
な
声
で
世
間
の
人
み
ん
な
に
、

「舞姫」私読

ぬ
罪
人
な
り
と
思
ふ
」
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
心
の
中
に
秘
め
ら
れ
る
。
罪
の
意
識
は
豊
太
郎
の
意
識
に
も
あ
る
の
だ
が
、
自
ら
罰
を

ひ
き
受
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

エ
リ
ス
の
発
狂
に
つ
い
て
、

相
沢
の
好
意
が
あ
だ
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
「
此
恩
人
は

彼
を
精
神
的
に
殺
し
t
A

な
り
」
と
す
り
か
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
人
の
男
の
差
異
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
多
く
を

ラ
ス
コ

l
p
ニ
コ
フ
は
、

あ
え
て
な
し
得
る
人
聞
が
群
衆
に
対
し
て
立
法
者
に
な
る
の
だ
」
と
い
う
信
念
の
下
に
「
智
者
と
し
て
行
動
し
た
ん
だ
よ
」
と
言
う
。

そ
の
考
え
が
誤
謬
だ
と
し
て
も
少
な
く
と
も
そ
こ
に
は
自
己
の
意
志
、
主
体
が
あ
っ
た
。
終
盤
近
く
ま
で
そ
の
考
え
は
変
わ
ら
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
虚
妄
を
エ
リ
ス
に
よ
っ
て
札
さ
れ
た
あ
と
、
覚
醒
し
、
十
字
架
の
苦
し
み
を
背
負
お
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
豊
太
郎
は
そ
の
対
極
に
あ
る
。

エ
リ
ス
を
裏
切
る
言
葉
を
発
し
た
自
己
に
つ
い
て
、

「
友
に
対
し
て
否
と
は
対
へ
ぬ
が
常
」
と
か

「
信
じ
て
頼
む
心
を
生
じ
た
る
人
」
の
意
向
に
そ
む
け
な
い
気
性
だ
と
す
る
。

そ
の
あ
げ
く
「
決
断
あ
り
と
自
ら
心
に
誇
り
し
が
、

此

15 

決
断
は
順
境
に
の
み
あ
り
て
」
と
し
て
主
体
性
の
欠
如
を
露
呈
す
る
。
主
体
的
行
為
が
な
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
は
、
責
任
の
自
覚
、
真
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の
覚
醒
、
そ
し
て
「
更
新
」
と
い
う
道
筋
は
示
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
。
し
か
も
、
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
う
し
た
こ
と
は
「
舞
姫
」
の

作
者
に
よ
っ
て
計
算
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

「
舞
姫
」
は
、

殺
人
者
の
内
面
の
心
理
を
描
く
「
罪
と
罰
」
の
枠
組
か
ら
構
想
を
得
て
、

精
神
的
に
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
人
間
の

苦
悩
を
措
こ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
、
移
植
で
き
な
い
〈
観
念
〉
が
厳
存
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
神
の
問
題
、

対
等
の
人
格
と
し
て
の
男
女
の
愛
、
知
識
人
と
民
衆
の
関
係
等
々
が
そ
れ
に
あ
た
る
だ
ろ
う
。

ラ
ス
コ

l
リ
ニ
コ
フ
が
透
谷
の
言
う
よ

う
に
「
最
暗
黒
の
露
国
」
の
一
面
を
体
現
す
る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
豊
太
郎
は
「
物
質
的
革
命
に
急
」
（
透
谷
「
漫
罵
」
）
な
る
日
本
と

い
う
国
の
エ
リ
ー
ト
の
内
面
の
、
貧
弱
を
体
現
す
る
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

人
格
的
に
支
え
合
う
他
者
と
い
う
存
在
の
不
在
。
こ
の
点
で
言
え
ば
、
「
舞
姫
」
と
と
も
に
、
「
浮
雲
」
に
し
て
も
「
破
戒
」
に
し
て

も

一
人
称
や
コ
一
人
称
と
い
う
小
説
の
枠
を
離
れ
、
真
に
他
者
と
会
話
す
る
こ
と
を
阻
害
さ
れ
た
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
主
人
公
の
内

面
が
自
関
的
な
色
彩
で
塗
り
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
、
共
通
の
基
盤
の
上
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
鴎
外
は
そ
う
し
た
自
覚
の

先
駆
者
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
舞
姫
」
を
創
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
自
覚
を
封
じ
て
、

日
本
の
現
実
に
生
き
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。

i主
f「

長
谷
川
泉
「
森
鴎
外
の
『
舞
姫
』
の
材
源
」
、
安
田
保
雄
「
『
舞
姫
』
の
比
較
文
学
的
一
考
察
｜
l
鴎
外
と
ツ
ル
ゲ
ニ
エ
ブ
」
等
、
い
ず
れ

も
朝
日
出
版
社
『
比
較
文
学
研
究
森
鴎
外
』
に
所
収
。

講
談
社
『
日
本
近
代
文
学
大
事
典
』
等
。

田
中
邦
夫
「
『
浮
雲
』
と
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
『
罪
と
罰
』
」
（
一
九
八
九
年
日
本
近
代
文
学
会
秋
季
大
会
）

（

2
）
 

（

3
〉



（

4
）
 

（

5
）
 

（

6
）
 

ハ
7
）

（

8
〉

「
鴎
外
と
ド
ス
ト
エ
ア
ス
キ
ー
」
（
学
燈
社
「
森
鴎
外
必
携
」
所
収
〉

（
4
）
に
向
じ
。

〈
1
〉
の
安
田
論
文

「
結
末
か
ら
の
物
語
！
i
『
舞
姫
』
に
お
け
る
一
人
称

l
l」
（
筑
摩
書
房
『
文
体
と
し
て
の
物
語
』
所
収
〉

拙
稿
「
近
代
文
学
と
『
東
京
』

l
a鴎
外
の
場
合
」
〈
『
日
本
近
代
文
学
』
却
集
）

〔
付
記
〕「

罪
と
罰
」
の
引
用
は
旧
新
潮
文
庫
の
米
川
正
夫
訳
に
よ
る
。
現
行
同
文
庫
の
工
藤
精
一
郎
訳
も
参
照
し
た
。
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文
学
部
助
教
授
〉


