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ェ
イ
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・
ジ
ョ
イ
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の
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け
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マ
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事
後
性
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史 
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一
．
本
論
文
の
目
的
と
方
法 

 

本
論
文
『
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス
の
作
品
に
お
け
る
亡
霊
表
象
の
研
究
―
―
ト
ラ
ウ
マ
、
事
後
性
、
歴

史
』
の
目
的
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ
ス(Jam

es Joyce, 1882-1941)

の
主
要
三
作
品
（『
ダ
ブ
リ
ナ

ー
ズ
』(1914)

、『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』(1916)

、『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』(1922)

）
に
お
い
て
登
場
人
物

が
出
会
う
亡
霊
と
、
そ
の
表
象
の
意
義
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
方
法
と
し
て
は
、
テ
ク
ス
ト
を
徹
底
的

に
精
読
す
る
こ
と
に
基
礎
を
置
き
つ
つ
、
三
つ
の
文
学
理
論
（
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
理
論
、
ト
ラ
ウ
マ
・
ス

タ
デ
ィ
ー
ズ
、
ゴ
ー
ス
ト
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
）
を
参
照
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ジ
ョ
イ
ス
が
自
身
と
植
民

地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
双
方
の
「
ト
ラ
ウ
マ
の
歴
史
」
を
作
品
に
書
き
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
死
者
／
亡
霊
に
対

し
て
倫
理
的
な
応
答
を
試
み
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

亡
霊
と
い
う
主
題
は
、
ジ
ョ
イ
ス
の
第
一
作
「
姉
妹
た
ち
」
の
卒
中
／
麻
痺
で
死
ん
だ
神
父
か
ら
始
ま
り
、

自
伝
的
教
養
小
説
『
肖
像
』
の
背
景
に
常
に
仄
見
え
る
非
業
の
死
を
遂
げ
た
政
治
的
英
雄
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス

チ
ュ
ワ
ー
ト
・
パ
ー
ネ
ル
の
亡
霊
、『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
男
性
主
人
公
ふ
た
り
が
出
会
う
亡
霊
―
―
病
死
の

母
、
自
殺
し
た
父
、
生
後
十
一
日
で
突
然
死
ん
だ
息
子
―
―
に
至
る
ま
で
、
各
作
品
に
通
底
す
る
モ
チ
ー
フ

で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
亡
霊
た
ち
は
い
ず
れ
も
単
な
る
比
喩
形
象
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

ら
は
一
方
で
は
ジ
ョ
イ
ス
の
実
人
生
を
反
映
し
、
一
方
で
は
世
紀
転
換
期
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
文
化
と
歴
史

を
反
映
し
て
い
る
。
と
り
わ
け
後
者
は
、
作
者
の
分
身
で
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン･

デ
ダ
ラ
ス
が
『
ユ
リ
シ
ー

ズ
』
で
言
う
と
こ
ろ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
「
ふ
た
り
の
主
人
」
、
教
会
権
力
に
よ
る
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
大
英

帝
国
に
よ
る
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
に
因
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
ジ
ョ
イ
ス
は
、
亡
霊
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て

主
人
公
た
ち
が
他
者
を
発
見
し
他
者
に
開
か
れ
て
ゆ
く
、
「
歓
待
」
の
契
機
と
も
言
う
べ
き
瞬
間
（
エ
ピ
フ

ァ
ニ
ー
）
も
書
き
込
ん
で
い
る
。
先
行
研
究
は
、
ジ
ョ
イ
ス
作
品
の
個
別
具
体
的
な
亡
霊
が
、
作
家
の
人
生

に
由
来
す
る
と
共
に
、
教
会
と
帝
国
に
支
配
さ
れ
た
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ト
ラ
ウ
マ
的
な
歴
史
を
反
映
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
精
神
分
析
お
よ
び
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
理
論
に
基
づ

く
読
解
の
成
果
で
あ
る
。
本
研
究
の
特
色
は
、
こ
こ
に
ジ
ャ
ッ
ク･

デ
リ
ダ
の
「
歓
待
論
」
及
び
「
憑
在
論
」

を
援
用
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
発
見
や
他
者
へ
の
倫
理
的
応
答
と
い
う
問
題
を
取
り
込
ん
だ
点
に
あ
る
。 

 

こ
こ
ま
で
を
ま
と
め
て
お
く
と
、
ジ
ョ
イ
ス
作
品
の
亡
霊
表
象
は
以
下
の
三
つ
の
側
面
に
区
分
で
き
る
。 

 

A 

ジ
ョ
イ
ス
の
個
人
史(personal history)

の
反
映 

B 

「
植
民
地
」
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
民
族
史(national history)

の
反
映  

C 

亡
霊
と
の
遭
遇
に
よ
る
他
者
の
発
見 
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本
研
究
が
論
じ
る
亡
霊
表
象
に
お
い
て
常
に
A
B
C
す
べ
て
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。

A
に
つ
い
て
は
ジ
ョ
イ
ス
の
伝
記
及
び
弟
や
友
人
の
証
言
を
読
み
直
し
、
従
来
「
芸
術
主
義
者
」
と
見
做
さ

れ
て
き
た
作
家
を
、
ト
ラ
ウ
マ
的
経
験
を
持
つ
一
個
人
と
し
て
捉
え
直
す
。
例
え
ば
、
二
二
歳
で
故
郷
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
か
ら
自
発
的
亡
命
を
果
た
し
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
イ
ス
の
芸
術
家
と
し
て
の
確
た
る
自
我
と
個
人

主
義
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
だ
が
同
時
に
、
彼
の
芸
術
至
上
主
義
の
背
景
に
は
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
宗
教
支
配
と
政
治
支
配
に
対
す
る
強
い
嫌
悪
と
失
望
、
す
な
わ
ち
ト
ラ
ウ
マ
が
存
在

す
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
B
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
民
族
史
の
問
題
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
大

英
帝
国
の
権
力
と
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
前
景
化
す
る
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
人
々
が
文
化
的
な
あ
る
い
は

社
会
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
作
品
の
登
場
人
物
が
出
会
う
亡
霊
に
も
反
映

さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
ジ
ョ
イ
ス
作
品
の
登
場
人
物
た
ち
は
、
亡
霊
に
取
り
憑
か
れ
、
囚
わ
れ
て
い
る
だ
け

の
受
動
的
で
無
力
な
存
在
で
は
な
い
。
亡
霊
と
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
彼
ら
は
「
他
者
」
を
発
見
し
、
そ
し

て
他
者
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
（
C
）。
死
者
が
安
ら
か
な
死
を
得
ら
れ
ず
亡
霊
と
な
っ
て
生
者
に
取
り
憑
く

こ
と
の
意
義
は
、
死
者
が
生
者
に
、
自
分
た
ち
亡
霊
の
声
に
耳
を
澄
ま
せ
、
な
ぜ
自
分
た
ち
が
不
遇
な
死
を

遂
げ
た
の
か
を
考
え
る
よ
う
求
め
て
い
る
点
に
あ
る
と
解
釈
し
た
。 

 
  

二
．
本
論
文
の
内
容 

 

本
論
文
の
全
体
の
構
成
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。 

 

序
章 

 
 

第
一
節 

本
研
究
の
目
的
と
問
題
の
所
在 

 
 

第
二
節 

課
題
と
視
座 

 
 

第
三
節 

ト
ラ
ウ
マ
と
事
後
性 

 
 

第
四
節 

本
研
究
の
構
成 

  

第
一
章 

「
否
定
的
自
画
像(N

egative Portrait)

」
と
し
て
の
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』 

 
 

は
じ
め
に 

 
 

第
一
節 

死
ん
だ
神
父
の
灰
色
の
顔
は
何
を
語
る
か 

 

―
―
「
姉
妹
た
ち
」
に
お
け
る
亡
霊
と
「
不
気
味
な
笑
い
」 

 
 

第
二
節 

亡
霊
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
―
―
「
痛
ま
し
い
事
件
」
の
憑
在
論
的
読
解 

 
 

第
三
節 

亡
霊
は
二
度
窓
を
叩
く―

―

「
亡
霊
譚
」
と
し
て
の
「
死
者
た
ち
」 

 
 

小
括 

 

第
二
章 

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
支
配
と
植
民
地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
英
雄 

―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
の
亡
霊
た
ち 

 
 

は
じ
め
に 

 
 

第
一
節 

失
わ
れ
た
起
源
を
求
め
て
―
―
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
お
め
め
を
く
り
ぬ
く
」
の
は
誰
か 

 
 

第
二
節 

〈
我
仕
え
ず
〉、
ゆ
え
に
我
あ
り 
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―
―
「
地
獄
の
説
教
」
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
／
ジ
ョ
イ
ス
の
狡
智 

 
 

第
三
節 

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
歴
史
観
の
変
遷―

―

悪
夢
と
し
て
の
歴
史
（
一
） 

 
 

第
四
節 

H
aunted Castle

と
し
て
のClongow

es W
ood College 

─
─

『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
に
お
け
る
歴
史
的
英
雄
の
亡
霊
表
象
に
つ
い
て 

 
 

小
括 

 

第
三
章 

母
の
亡
霊
、
二
匹
の
犬
、
ふ
た
り
の
主
人
に
仕
え
る
召
使
い 

―
―
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
亡
霊
た
ち 

 
 

は
じ
め
に 

 
 

第
一
節 

「
テ
レ
マ
キ
ア
」
に
お
け
る
動
物
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
と
母
の
亡
霊―

―

食
屍
鬼
、
獣
、
亡
霊 

 
 

第
二
節 

「
キ
ル
ケ
」
に
お
け
る
犬
と
狐
の
表
象
―
―W

ho is beastly dead?  
 

 
 

第
三
節 

ふ
た
り
の
主
人
に
仕
え
る
召
使
い
と
し
て
の
自
己
意
識
―
―
悪
夢
と
し
て
の
歴
史
（
二
） 

 
 

小
括 

 

結
論 

 

引
用
文
献 

  

序
論
で
は
、
本
論
文
全
体
の
理
論
的
枠
組
み
と
な
る
議
論
や
問
題
点
を
整
理
し
た
。
本
研
究
の
分
析
対
象

と
な
る
亡
霊
を
理
論
的
に
位
置
付
け
る
た
め
に
、「
ト
ラ
ウ
マ
」
と
「
事
後
性
」
と
い
う
ふ
た
つ
の
精
神
分

析
の
概
念
を
考
察
し
た
。
い
ず
れ
も
精
神
分
析
の
創
始
者
で
あ
る
ジ
ー
ク
ム
ン
ト
・
フ
ロ
イ
ト
が
生
涯
に
亘

っ
て
追
求
し
た
問
題
で
あ
る
が
、
彼
は
著
作
に
お
い
て
明
確
な
定
義
を
残
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、

ジ
ャ
ン
・
ラ
プ
ラ
ン
シ
ュ
と
キ
ャ
シ
ー
・
カ
ル
ー
ス
の
知
見
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ト
ラ
ウ
マ
の
概

念
を
「
繰
り
返
し
想
起
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
過
去
の
痛
ま
し
い
出
来
事
へ
の
反
応
」
と
い
う
意
に
拡
張
し

た
。
主
体
は
自
ら
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
事
後
的
に
認
識
・
解
釈
し
よ
う
と
す
る
過
程
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で

よ
り
も
鳥
瞰
的
な
視
座
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
時
に
ト
ラ
ウ
マ
的
経
験
は
、
そ
れ
が
過
ぎ
去
っ
た
過
去

の
出
来
事
と
し
て
理
解
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
忘
却
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
亡
霊
的
で
あ
る
。
亡
霊
に
遭
遇

す
る
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ
的
経
験
、
そ
し
て
、
そ
の
経
験
は
そ
の
出
来
事
が
起
こ
っ
た
と
き
で
は
な
く
事
後
的

に
主
体
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
―
―
こ
れ
は
ジ
ョ
イ
ス
が
歴
史
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た

か
、
と
い
う
問
題
に
接
続
さ
れ
得
る
こ
と
を
検
証
し
た
。 

 
 第

一
章
「
否
定
的
自
画
像(N
egative Portrait)

」
と
し
て
の
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』 

第
一
章
で
は
、
ジ
ョ
イ
ス
唯
一
の
短
篇
集
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
か
ら
「
姉
妹
た
ち
」「
痛
ま
し
い
事
件
」

「
死
者
た
ち
」
の
三
作
品
を
採
り
上
げ
、
い
ず
れ
の
作
品
に
も
亡
霊
（
的
存
在
）
が
登
場
す
る
こ
と
、
そ
し

て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
主
人
公
が
作
者
の
否
定
的
分
身
で
あ
る
こ
と
の
意
義
を
検
討
し
た
。 

第
一
節
「
死
ん
だ
神
父
の
灰
色
の
顔
は
何
を
語
る
か
―
―
「
姉
妹
た
ち
」
に
お
け
る
亡
霊
と
「
不
気
味
な

笑
い
」」
は
、「
姉
妹
た
ち
」
を
分
析
し
た
。
懇
意
に
な
っ
て
い
た
神
父
の
死
の
予
感
か
ら
始
ま
る
「
姉
妹
た

ち
」
だ
が
、
「
麻
痺
」
と
い
う
言
葉
は
、
ジ
ョ
イ
ス
が
書
簡
の
中
で
短
篇
集
全
体
の
意
図
を
語
る
際
に
、
ダ
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ブ
リ
ン
を
「
麻
痺
の
中
心
」
で
あ
る
と
述
べ
た
た
め
に
、
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
の
み
な
ら
ず
ジ
ョ
イ
ス
作
品

全
体
を
総
括
す
る
言
葉
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
主
人
公
の
少
年
は
、
神
父
の
死
を
知
ら
さ

れ
、
そ
の
夜
夢
の
中
で
「
麻
痺
し
た
人
間
の
灰
色
の
顔
」
に
遭
遇
す
る
。
「
そ
れ
」
は
亡
霊
の
よ
う
に
彼
を

待
ち
伏
せ
、
何
か
を
ぶ
つ
ぶ
つ
呟
い
て
「
告
白
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
来
信
者
の
告
解
を
聞
く
側
で
あ

る
は
ず
の
神
父
が
語
ろ
う
と
す
る
そ
の
罪
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
問
い
の
答
え
は
弔
問
に
訪
れ
た

際
、
神
父
の
姉
妹
た
ち
に
よ
っ
て
明
か
さ
れ
る
―
―
神
父
は
あ
る
と
き
誤
っ
て
聖
杯
を
壊
し
て
し
ま
い
、
そ

の
頃
か
ら
「
ど
こ
か
お
か
し
く
」
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
本
論
が
注
目
し
た
の
は
、
少
年

が
見
る
「
灰
色
の
顔
」
の
夢
か
ら
、
彼
が
神
父
の
亡
骸
に
死
し
て
な
お
異
様
な
力
強
さ
を
感
じ
る
と
い
う
一

連
の
経
験
を
ト
ラ
ウ
マ
的
体
験
と
み
な
す
と
き
、
少
年
は
こ
の
経
験
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
宗
教
的
な
麻
痺

を
被
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
物
語
が
大
人
に
な
っ
た
語
り
手
に
よ
っ
て
「
事
後
的
に
」

語
ら
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
彼
は
自
身
の
ト
ラ
ウ
マ
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い

う
こ
と
だ
。
語
る
こ
と
を
通
じ
た
自
己
治
癒
の
試
み
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
作
者
と
作
品
の
関
係
に
横
滑
り

す
る
。
ジ
ョ
イ
ス
が
初
稿
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
灰
色
の
顔
」
と
い
う
亡
霊
的
モ
チ
ー
フ
を
登
場
さ
せ
た

こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
短
篇
集
の
冒
頭
に
お
い
た
こ
と
の
意
義
は
、
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
と
い
う
亡
霊
に
取
り
憑

か
れ
た
自
己
を
救
い
出
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
カ
ト
リ
ッ
ク
支
配
を
批
判
す

る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
か
ら
い
か
に
逃
れ
う
る
の
か
の
探
求
の
物
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
た
。 

第
二
節
「
亡
霊
の
声
に
耳
を
澄
ま
す
こ
と
―
―
「
痛
ま
し
い
事
件
」
の
憑
在
論
的
読
解
」
で
は
「
痛
ま
し

い
事
件
」
を
採
り
上
げ
た
。
主
人
公
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ダ
フ
ィ
ー
は
、
弟
を
モ
デ
ル
に
彼
が
中
年
に
な
っ
た

と
き
を
想
像
し
て
造
型
し
た
と
作
者
は
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
ジ
ョ
イ
ス
自
身
の
分
身
で
も
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
始
め
に
、
デ
リ
ダ
の
「
憑
在
論
」
に
お
け
る
「
取
り
憑
き(haunting)

」
の
問
題
を
、「
痛
ま
し

い
事
件
」
に
先
行
す
る
文
学
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
か
ら
考
察
し
た
。
次
に
、
ダ
フ
ィ
ー
に
そ
の
想
い
を
受
け

止
め
て
も
ら
え
ず
、
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
う
シ
ニ
コ
ウ
夫
人
が
、
「
ふ
た
つ
の
イ
メ
ー
ジ
」
と
し
て
主
人

公
の
脳
裏
に
取
り
憑
い
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
分
析
し
た
。
事
実
、
夫
人
に
は
直
接
亡
霊
と
い
う
形
象
は
与

え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
多
く
の
先
行
研
究
は
こ
こ
に
亡
霊
と
い
う
主
題
を
見
出
し
て
き
た
。
本
論
が
多
く
の

先
行
研
究
と
異
な
る
の
は
、
ダ
フ
ィ
ー
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
権
化
で
は
な
く
、
夫
人
の
亡
霊
に
触
れ
る
こ
と
で

彼
に
も
幽
か
な
が
ら
「
歓
待
」
の
兆
し
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
点
に
あ
る
。
同
時
に
こ
れ
は
、
祖
国
か

ら
自
発
的
に
亡
命
し
た
ジ
ョ
イ
ス
が
記
憶
の
中
で
想
い
を
め
ぐ
ら
せ
た
ダ
ブ
リ
ン
の
「
街
の
明
か
り
」
に
も

含
意
さ
れ
て
い
た
。
ジ
ョ
イ
ス
は
も
し
ダ
ブ
リ
ン
に
留
ま
っ
て
い
た
な
ら
ば
あ
り
得
た
は
ず
の
自
己
を
想

像
し
て
、
あ
え
て
否
定
的
な
自
画
像
と
し
て
ダ
フ
ィ
ー
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
祖
国
と
の
和
解

を
試
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
結
論
付
け
た
。 

第
三
節
「
亡
霊
は
二
度
窓
を
叩
く
―
―
「
亡
霊
譚
」
と
し
て
の
「
死
者
た
ち
」」
で
は
、『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』

十
五
篇
の
最
後
に
置
か
れ
た
中
編
「
死
者
た
ち
」
を
分
析
し
た
。
先
行
研
究
に
お
い
て
は
本
作
こ
そ
「
歓
待
」

が
主
題
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
三
十
代
の
大
学
教
師
で
あ
る
主
人
公
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
・
コ
ン
ロ
イ
は
、
顕

現
日
の
こ
の
日
、
お
ば
た
ち
が
住
む
モ
ー
カ
ン
邸
に
妻
の
グ
レ
タ
と
訪
れ
て
い
た
。
作
品
の
三
分
の
二
は
、

華
や
か
な
パ
ー
テ
ィ
の
場
面
が
描
か
れ
る
が
、
宴
の
あ
と
で
宿
泊
し
た
ホ
テ
ル
で
物
語
は
急
転
す
る
。
グ
レ

タ
は
帰
り
が
け
に
耳
に
し
た
「
オ
ー
ク
リ
ム
の
乙
女
」
と
い
う
唄
に
喚
起
さ
れ
、
よ
く
そ
の
唄
を
歌
っ
て
い
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た
昔
の
恋
人
、
マ
イ
ケ
ル
・
フ
ュ
ア
リ
ー
を
思
い
出
す
。
彼
女
は
涙
な
が
ら
に
彼
が
十
七
歳
で
死
ん
だ
こ
と

を
初
め
て
夫
に
告
げ
、
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
は
自
分
が
そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
妻
の
過
去
を
知
り
、
自

我
が
崩
壊
し
て
ゆ
く
よ
う
な
衝
撃
を
受
け
る
。
本
論
は
こ
こ
に
ふ
た
つ
の
「
ト
ラ
ウ
マ
的
体
験
」
を
見
出
し

た
。
す
な
わ
ち
、
故
郷
の
ゴ
ー
ル
ウ
ェ
イ
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
西
部
）
で
グ
レ
タ
が
体
験
し
た
恋
人
の
死
と
、

妻
の
告
白
に
よ
っ
て
夫
と
し
て
の
自
己
の
欺
瞞
性
を
痛
感
す
る
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
の
体
験
で
あ
る
。
こ
こ
で

着
目
す
べ
き
は
、
唄
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
呼
び
出
さ
れ
た
フ
ュ
ア
リ
ー
の
亡
霊
が
、
ガ
ス
灯
の
光
に
よ
っ
て

「
亡
霊
の
よ
う
な
青
白
い
光
」
と
し
て
、
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
と
グ
レ
タ
の
ふ
た
り
を
照
ら
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
だ
。
先
行
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、gas

の
語
源
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
「
亡
霊
」
で
あ
り
、
亡
霊

(ghost)

は
主
人
・
客
人
の
両
者
を
意
味
す
る(host)

と
語
源
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
ク
リ
ス
マ
ス
・
パ
ー
テ

ィ
の
「
客
人
」
の
一
人
で
あ
っ
た
ゲ
イ
ブ
リ
エ
ル
が
、
こ
の
痛
ま
し
い
体
験
を
経
て
、
他
者
を
歓
待
す
る
「
主

人
」
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
は
、
物
語
が
終
わ
っ
た
あ
と
に
想
像
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
契
機
は
主

人
公
が
自
ら
も
気
が
つ
か
な
い
形
で
「
歓
待
」
を
言
祝
い
だ
パ
ー
テ
ィ
・
ス
ピ
ー
チ
の
中
に
見
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
本
論
の
結
論
で
あ
る
。 

  

第
二
章 

カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
支
配
と
植
民
地
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
的
英
雄 

―
―
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
の
亡
霊
た
ち 

第
二
章
で
は
、
ジ
ョ
イ
ス
の
自
伝
的
教
養
小
説
『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
を
扱
っ
た
。
作
者
の
分
身

で
あ
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
デ
ダ
ラ
ス
の
幼
少
期
か
ら
大
学
時
代
ま
で
を
描
い
た
こ
の
作
品
は
、
確
か
に
作
者

の
芸
術
家
宣
言
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
。
し
か
し
同
時
に
、
ジ
ョ
イ
ス
は
若
気
の
至
り
と
も
言
う
べ
き
空
想

や
妄
想
に
囚
わ
れ
理
想
主
義
に
燃
え
て
い
た
過
去
の
自
分
を
、
ア
イ
ロ
ニ
ー
を
交
え
て
描
き
出
す
こ
と
で

相
対
化
し
よ
う
と
す
る
部
分
も
本
作
に
は
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
さ
に
『
肖
像
』
と
は
家
鴨
と
兎
の
だ
ま
し
絵

の
よ
う
な
、
視
点
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
姿
を
変
え
る
作
品
で
あ
る
。
本
章
で
は
こ
の
自
伝
的
小
説
に
見
ら
れ

る
亡
霊
表
象
を
分
析
し
た
。
大
き
く
分
け
る
と
第
一
節
と
第
二
節
で
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
宗
教
の
問
題
に
、

第
三
節
と
第
四
節
で
は
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
。 

第
一
節
「
失
わ
れ
た
起
源
を
求
め
て
―
―
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
「
お
め
め
を
く
り
ぬ
く
」
の
は
誰
か
」
は
、

『
肖
像
』
の
第
一
章
第
一
節
で
あ
る
「
序
」
を
分
析
し
た
。「
む
か
し
む
か
し
」
と
お
と
ぎ
話
を
語
る
父
か

ら
始
ま
る
第
一
節
は
、
主
人
公
の
人
生
最
初
の
記
憶
が
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
を
伴
っ
て
断
片
的
に
語
ら
れ
て

い
る
が
、
ジ
ョ
イ
ス
は
そ
こ
に
幼
児
の
発
達
過
程
を
巧
み
に
描
き
出
し
た
。
ま
だ
言
葉
を
覚
え
た
ば
か
り
の

幼
い
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
家
族
が
歌
う
「
野
ば
ら
の
唄
」
を
自
分
な
り
に
反
復
し
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
に
は

言
語
習
得
と
芸
術
に
お
け
る
模
倣
と
反
復
の
問
題
が
巧
み
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
が
、
歌
詞
の
内
容
を
見

た
と
き
に
、
こ
れ
が
幼
く
し
て
死
ん
だ
少
女
の
墓
に
つ
い
て
の
唄
だ
と
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
幼
少
期
の
幸
福

な
思
い
出
の
中
に
も
、
死
の
モ
チ
ー
フ
が
密
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
、
「
序
」
の
最

後
を
締
め
括
る
「
あ
や
ま
れ
／
お
め
め
を
く
り
ぬ
く
よ
」
と
い
う
リ
フ
レ
イ
ン
の
意
義
を
考
察
し
た
。
先
行

研
究
で
は
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
を
毛
嫌
い
す
る
家
庭
教
師
の
ダ
ン
テ
が
、
言
う
な
れ
ば
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
を
代

弁
す
る
去
勢
恐
怖
的
な
声
と
し
て
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
脅
か
す
彼
の
最
初
の
「
ト
ラ
ウ
マ
的
体
験
」
で
あ
る
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と
読
解
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
読
解
は
基
本
的
に
説
得
的
で
正
し
い
と
し
つ
つ
も
、
本
論
は
ジ
ョ
イ
ス
の
伝
記

的
事
実
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
、
作
者
の
実
体
験
と
の
ず
れ
を
考
察
し
た
。
作
者
は
実
際
に
体
験
し
た
実
人

生
の
出
来
事
を
書
き
換
え
る
こ
と
で
、
偽
り
の
起
源
を
創
り
出
し
、
己
の
分
身
の
自
由
を
縛
り
つ
け
る
否
定

的
モ
チ
ー
フ
を
「
序
」
の
最
後
に
置
い
た
。
こ
の
「
あ
や
ま
れ
」
と
い
う
声
に
反
抗
す
る
の
が
『
肖
像
』
の

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
今
後
辿
る
運
命
で
あ
り
、
彼
は
事
後
的
に
そ
の
事
実
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
た
。 

第
二
節
「
〈
我
仕
え
ず
〉
、
ゆ
え
に
我
あ
り
―
―
「
地
獄
の
説
教
」
に
対
す
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
／
ジ
ョ
イ
ス

の
狡
智
」
は
、『
肖
像
』
第
三
章
の
ベ
ル
ヴ
ェ
デ
ィ
ア
校
に
お
け
る
静
修
で
の
「
地
獄
の
説
教
」
を
分
析
し

た
。
第
二
章
の
末
尾
で
娼
婦
と
関
係
を
持
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
罪
の
意
識
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
そ
れ

に
対
し
て
誇
り
を
も
抱
い
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
こ
の
説
教
を
聞
く
こ
と
で
、
吐
き
気
を
催
す
ほ
ど
の
強

い
衝
撃
を
受
け
る
。
説
教
が
描
き
出
し
た
地
獄
絵
図
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
に
と
っ
て
ま
さ
し
く
ト
ラ
ウ
マ
的

経
験
で
あ
っ
た
。
先
行
研
究
は
ア
ー
ノ
ル
神
父
の
説
教
が
一
七
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
イ
エ
ズ
ス
会
士
ピ
ナ
モ

ン
テ
ィ
の
著
作
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
こ
と
を
突
き
止
め
、
ま
た
、
神
父
の
説
教
に
は
い
く
つ
も
の
事
実
誤

認
や
誇
張
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
神
父
の
間
違
い
が
ジ
ョ
イ
ス
に
よ
る
意
図
的
な

も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
作
者
は
わ
ざ
と
神
父
に
間
違
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
人
公
を
恐
怖
に
陥
れ

た
説
教
、
延
い
て
は
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
の
正
統
性
を
切
り
崩
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
ピ
ナ
モ
ン
テ

ィ
の
『
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
開
か
れ
た
地
獄
』
の
原
書
（
イ
タ
リ
ア
語
）
と
英
訳
を
比
較
す
る
と
、
神
父
は
本

来
参
照
す
べ
き
ド
ゥ
エ
ー
聖
書
で
は
な
く
、
ピ
ナ
モ
ン
テ
ィ
の
英
訳
を
そ
の
ま
ま
説
教
に
用
い
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
神
父
は
言
わ
ば
「
信
頼
で
き
な
い
」
説
教
者
な
の
で
あ
る
。 

ま
た
、
大
学
生
と
な
っ
た
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
第
五
章
で
友
人
に
向
か
っ
て
言
い
放
つ
「
僕
は
仕
え
な
い(I 

w
ill not serve)

」
と
い
う
言
葉
が
、
神
父
の
説
教
に
お
け
る
ル
シ
フ
ァ
ー
の
反
抗
の
言
葉
、
「
我
仕
え
ず

(non servium
)

」
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ
こ
で
、
ス
テ

ィ
ー
ヴ
ン
が
芸
術
家
と
し
て
生
き
る
た
め
に
選
ん
だ
三
つ
の
武
器
で
あ
る
「
沈
黙
、
流
浪
、
そ
し
て
狡
智
」

と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
長
い
伝
統
で
同
一
視
さ
れ
て
き
た
サ
タ
ン
と
蛇
の
関
係
を
考
え
合
わ
せ
る
と
き
、
ス
テ

ィ
ー
ヴ
ン
が
自
身
の
性
器
を
蛇
に
擬
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
彼
は
ル
シ
フ
ァ
ー
と
蛇
の
「
狡
智
」
に
学
ぼ
う

し
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
「
地
獄
の
説
教
」
と
い
う
ト
ラ
ウ
マ

的
体
験
か
ら
事
後
的
に
自
ら
の
芸
術
信
条
を
我
有
化
し
た
わ
け
で
あ
り
、
こ
の
時
間
差
は
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

と
ジ
ョ
イ
ス
の
差
異
で
も
あ
る
。
ジ
ョ
イ
ス
は
「
地
獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
苦
し
ん
だ
か
つ
て
の
自
分
と
、

そ
れ
を
乗
り
越
え
つ
つ
あ
る
現
在
の
自
分
の
両
方
を
『
肖
像
』
に
描
き
込
ん
だ
の
だ
。 

第
三
節
「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
歴
史
観
の
変
遷
―
―
悪
夢
と
し
て
の
歴
史
（
一
）
」
は
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
政
治
的
指
導
者
が
『
肖
像
』
に
い
か
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
が
成
長
す
る
と
共
に
彼
の
歴
史
観
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
て
い
る
か
を
分
析
し
た
。
ジ
ョ
イ
ス
の
政

治
性
に
つ
い
て
は
、
一
九
世
紀
後
半
の
自
治
運
動
の
旗
手
で
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
パ
ー
ネ

ル
と
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
ジ
ョ
イ
ス
は
ト
リ
エ
ス
テ
で
の
講
演
で

「
近
代
の
政
治
運
動
に
お
け
る
英
雄
」
を
列
挙
す
る
中
で
、
最
初
に
ウ
ル
フ
・
ト
ー
ン
の
名
を
挙
げ
て
い
た
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
影
響
を
受
け
英
国
か
ら
の
独
立
を
試
み
た
ト
ー
ン
の
一
七
九
八
年
の
反
乱
は
、
フ
ラ
ン
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ス
か
ら
の
援
軍
が
嵐
の
影
響
で
予
定
通
り
到
着
し
な
か
っ
た
ば
か
り
か
、
何
よ
り
も
自
国
民
か
ら
の
支
援

が
得
ら
れ
ず
、
あ
っ
け
な
く
鎮
圧
さ
れ
て
し
ま
う
。
『
肖
像
』
第
五
章
で
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
の
友
人
に
向
か
っ
て
「
ト
ー
ン
の
時
代
か
ら
パ
ー
ネ
ル
の
時
代
に
至
る
ま
で
」
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
歴
史

は
「
裏
切
り
」
の
連
続
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
本
節
で
は
、『
肖
像
』
に
見
ら
れ
る
歴
史
と
い
う
言
葉

に
着
目
し
、
主
人
公
の
歴
史
意
識
が
物
語
（
お
話
）
と
し
て
の
歴
史
か
ら
、
亡
霊
た
ち
の
歴
史
へ
と
移
り
変

わ
っ
て
い
く
様
子
を
考
察
し
た
。
自
国
の
歴
史
が
亡
霊
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
こ
と
を
悟
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
は
近
代
史
に
目
覚
め
る
。
そ
れ
は
同
時
に
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
け
る
「
悪
夢
」
と
し
て
の
歴
史
が

始
ま
っ
た
瞬
間
で
も
あ
っ
た
。
一
七
九
八
年
の
反
乱
の
百
周
年
を
祝
う
式
典
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
参
加
し

た
と
き
の
描
写
は
、
一
見
す
る
と
何
の
変
哲
も
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
彼
の
自
国
の
歴
史
に
対
す

る
忸
怩
た
る
想
い
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。
パ
ー
ネ
ル
と
異
な
り
、
ト
ー
ン
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
表
層
に
現
れ

て
い
な
い
が
故
に
、
一
層
亡
霊
的
で
あ
る
と
言
え
る
。
本
節
は
テ
ク
ス
ト
に
埋
め
込
ま
れ
た
ト
ー
ン
の
亡
霊

を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
歴
史
の
問
題
が
物
語
の
背
後
に

潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

 

第
四
節
「H

aunted Castle

と
し
て
のClongow

es W
ood College

─
─

『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖

像
』
に
お
け
る
歴
史
的
英
雄
の
亡
霊
表
象
に
つ
い
て
」
で
は
、
第
一
章
の
ク
ロ
ン
ゴ
ウ
ズ
に
お
け
る
「
人
殺

し
の
亡
霊
」
が
、
ワ
イ
ル
ド
・
ギ
ー
ス
の
マ
ク
シ
ミ
リ
ア
ン
・
ユ
リ
シ
ー
ズ
だ
け
を
指
す
の
で
は
な
く
、
同

校
が
中
世
に
お
け
る
対
英
組
織
の
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
一
七
八
九
年
に
結
成
さ
れ
た
ユ
ナ
イ
テ
ッ
ド
・

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
メ
ン
の
創
設
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
あ
る
ハ
ミ
ル
ト
ン
・
ロ
ウ
ア
ン
の
「
逸
話
」、
さ
ら
に

は
一
七
九
八
年
の
反
乱
に
お
け
る
指
導
者
ウ
ル
フ
・
ト
ー
ン
の
悲
劇
的
死
な
ど
と
重
層
化
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
検
証
し
た
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
『
肖
像
』
第
一
章
第
二
節
の
最
後
で
パ
ー
ネ
ル
の
亡
骸
を
幻
視
す
る
以

前
に
、
作
者
は
少
年
の
空
想
の
中
に
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
近
代
史
の
痕
跡
を
埋
め
込
ん
で
い
た
。
そ
れ
は
同
時

に
人
々
が
い
か
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
「
呼
び
か
け
」
ら
れ
る
か
を
描
い
た
瞬
間
で

も
あ
っ
た
。
第
五
章
の
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
既
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
史
が
悪
夢
で
あ
る
こ
と
に
気
付
き
つ
つ
あ

る
こ
と
を
分
析
し
た
。 

  

第
三
章 

母
の
亡
霊
、
二
匹
の
犬
、
ふ
た
り
の
主
人
に
仕
え
る
召
使
い 

―
―
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
亡
霊
た
ち 

第
三
章
で
は
、『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
に
お
け
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
母
の
亡
霊
表
象
を
検
討
し
た
。
母
の
命
日

が
近
づ
き
、
ま
す
ま
す
悲
嘆
に
暮
れ
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
、
マ
リ
ガ
ン
の
無
神
経
な
言
動
に
よ
っ
て
、
夢
で

見
た
母
の
亡
霊
の
記
憶
が
歪
め
ら
れ
て
し
ま
う
。
第
一
節
と
第
二
節
で
は
「
ひ
ど
い
死
に
方(beastly dead)

」

と
い
う
マ
リ
ガ
ン
の
台
詞
が
、
動
物
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
と
関
わ
り
合
い
な
が
ら
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
脳
裡
に

取
り
憑
く
様
子
を
分
析
し
た
。
ま
た
第
三
節
で
は
、
「
ふ
た
り
の
主
人
」
に
仕
え
る
「
召
使
い
」
と
し
て
の

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
自
己
意
識
を
分
析
し
、
召
使
い
で
も
教
師
で
も
な
く
、
生
か
ら
学
び
続
け
る
者
で
あ
ろ
う

と
す
る
彼
の
決
意
と
、
そ
れ
が
悪
夢
と
し
て
の
歴
史
を
「
可
能
態
」
と
し
て
書
き
換
え
る
こ
と
に
繋
が
る
こ

と
を
論
じ
た
。 
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第
一
節
「
「
テ
レ
マ
キ
ア
」
に
お
け
る
動
物
の
イ
メ
ジ
ャ
リ
ー
と
母
の
亡
霊
―
―
食
屍
鬼
、
獣
、
亡
霊
」

で
は
、
動
物
の
比
喩
を
手
が
か
り
に
、
「
母
の
亡
霊
」
の
表
象
を
分
析
し
た
。
第
一
挿
話
に
お
い
て
、
マ
ー

テ
ロ
塔
に
同
居
す
る
バ
ッ
ク
・
マ
リ
ガ
ン
は
、
あ
る
と
き
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
母
を
「
ひ
ど
い
死
に
方(beastly 

dead)

」
を
し
た
と
評
す
る
。
尤
も
彼
は
あ
く
ま
で
も
強
調
の
副
詞
と
し
てbeastly

と
い
う
単
語
を
使
う

の
だ
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
こ
の
言
葉
を
文
字
通
り
の
「
獣
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
に
捉
え
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
繰
り
返
し
夢
に
現
れ
た
母
の
亡
霊
は
、
極
め
て
お
ぞ
ま
し
い
「
食
屍
鬼(ghoul)

」
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
彼
が
母
の
臨
終
の
願
い
を

無
視
し
て
、
祈
ら
な
か
っ
た
が
故
に
起
こ
る
「
内
心
の
呵
責
」
が
関
わ
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
は
第
二
挿
話
で
自
ら
を
「（
祖
）
母
を
埋
め
て
い
る
狐
」
、
し
か
も
「
毛
に
強
奪
し
た
獲
物
の
血
の
臭
い
を

さ
せ
た
」
狐
に
自
ら
を
擬
え
る
。
つ
ま
り
、
第
一
挿
話
の
夢
の
中
で
は
母
が
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
食
ら
お
う
と

す
る
が
、
こ
こ
で
は
イ
メ
ー
ジ
が
反
転
し
て
お
り
、
臨
終
の
際
に
祈
り
を
拒
否
し
た
が
た
め
に
彼
は
母
に
安

ら
か
な
死
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
言
う
な
れ
ば
母
を
殺
し
た
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
を

抱
え
た
ま
ま
、
第
三
挿
話
「
プ
ロ
テ
ウ
ス
」
で
彼
は
海
岸
を
歩
き
な
が
ら
思
索
を
重
ね
る
わ
け
だ
が
、
こ
の

挿
話
で
彼
が
目
撃
す
る
二
匹
の
犬
に
着
目
し
た
。
溺
死
し
た
犬
に
駆
け
寄
っ
て
は
、
砂
浜
を
掘
る
生
き
た
犬

を
見
て
、
彼
は
「
こ
の
犬
も
ま
た
祖
母
を
埋
め
た
の
か
な
？
」
と
考
え
る
。
つ
ま
り
母
を
殺
め
た
狐
と
し
て

の
意
識
か
ら
、
溺
死
し
た
犬
の
方
に
彼
は
自
ら
の
運
命
を
見
出
す
。
こ
こ
で
彼
は “poor dogsbody’s body”

と
考
え
て
お
り
、
マ
リ
ガ
ン
が
戯
れ
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
呼
ん
だ“dogsbody”
（「
使
い
走
り
」）
に
お
い
て
、

死
体(body)

の
意
が
前
景
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

第
二
節
「「
キ
ル
ケ
」
に
お
け
る
犬
と
狐
の
表
象
―
―W

ho is beastly dead?

」
で
は
、
こ
の
日
葬
儀
が

行
わ
れ
た
パ
デ
ィ
・
デ
ィ
グ
ナ
ム
が
亡
霊
と
し
て
現
れ
る
第
十
五
挿
話
「
キ
ル
ケ
」
に
お
い
て
、
犬
が
亡
霊

に
転
生
す
る
こ
と
の
意
義
を
考
察
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
母
の
死
と
い
う
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
ト
ラ
ウ
マ
的

体
験
は
、
母
の
亡
霊
と
デ
ィ
グ
ナ
ム
の
亡
霊
の
両
者
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
不
遇
を
被
っ
て
き
た
ア
イ
ル
ラ
ン

ド
人
全
体
へ
と
象
徴
的
に
結
び
付
け
ら
れ
得
る
こ
と
を
論
証
し
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
個
人
史

と
コ
ロ
ニ
ア
ル
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
社
会
史
は
亡
霊
を
通
じ
て
架
橋
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

以
上
の
議
論
を
踏
ま
え
、
本
節
後
半
で
は
「
キ
ル
ケ
」
挿
話
で
犬
が
様
々
な
犬
種
を
経
て
、
最
終
的
に
デ

ィ
グ
ナ
ム
の
亡
霊
に
転
生
し
て
い
る
こ
と
を
考
察
し
た
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
亡
霊
の
手
足
が
食
屍
鬼
に

よ
っ
て
食
い
ち
ぎ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り(“ghouleaten”)

、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
母
も
ま
た
屍
体
の
腐
敗

が
進
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
母
の
亡
霊
に
向
か
っ
て
、「
食
屍
鬼
め
！ 

ハ
イ
エ
ナ
！
」

と
叫
ぶ
。
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
雌
豚
」
の
語
源
を
持
つ
ハ
イ
エ
ナ
は
、
外
見
的
に
も
犬
や
狐
と
似
て
お
り
、
ま

さ
に
屍
肉
を
食
ら
うghoul

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
亡
霊
に
は
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
幾
重
に

も
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
論
は“beastly dead”

の
重
層
的
な
意
味
と
は
、
溺
死
で
あ
れ
、
病
死

で
あ
れ
、「
終
油
の
秘
蹟
」
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
突
然
死
、
す
な
わ
ち
人
間
と
し
て
「
正
し
く
」

死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
た
ち
の
総
合
的
な
象
徴
と
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
全
体
の
歴
史
的
不
遇

を
暗
示
す
る
の
で
は
な
い
か
と
結
論
づ
け
た
。 

第
三
節
「
ふ
た
り
の
主
人
に
仕
え
る
召
使
い
と
し
て
の
自
己
意
識
―
―
悪
夢
と
し
て
の
歴
史
（
二
）」
で

は
、
前
章
第
三
節
で
検
討
し
た
「
悪
夢
と
し
て
の
歴
史
」
と
い
う
問
題
を
引
き
続
き
考
察
し
た
。
多
く
の
先
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行
研
究
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
一
挿
話
に
登
場
す
る
三
人
の
若
者
は
、
当
時
の
英
国
に
よ
る
帝
国
主
義
的

歴
史
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
ヘ
イ
ン
ズ
は
イ
ギ
リ
ス
人
の
支
配
者
、
マ
リ
ガ
ン
は
英
国
に
阿
る
こ
と
で
他

の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
を
抑
圧
す
る
「
簒
奪
者
」、
そ
し
て
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
そ
の
ど
ち
ら
の
権
力
に
も
属
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
カ
ト
リ
ッ
ク
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
と
し
て
象
徴
化
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
は
ヘ
イ
ン
ズ
に
向
か
っ
て
、「
僕
は
ふ
た
り
の
主
人
の
召
使
い
な
の
さ
」
と
言
い
放
つ
。
こ
の
ふ
た
り
の

主
人
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
英
帝
国
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
を
指
す
が
、
会
話
の
間
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ

ン
の
意
識
の
流
れ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。「
狂
気
の
女
王
、
年

老
い
て
い
て
嫉
妬
深
い
。
我
の
前
に
跪
け
」
―
―
こ
こ
に
は
当
時
の
言
説
に
お
け
る
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
の

形
容
と
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
母
の
亡
霊
の
描
写
が
混
交
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
一
人
の

女
王
に
ふ
た
り
の
主
人
の
属
性
を
混
ぜ
合
わ
せ
た
わ
け
だ
。 

一
方
、
第
二
挿
話
で
親
英
派
の
ア
ン
グ
ロ
・
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
の
校
長
、
デ
ィ
ー
ジ
ー
と
の
会
話
に
は
ふ
た

つ
の
歴
史
観
の
対
立
が
見
ら
れ
る
。
デ
ィ
ー
ジ
ー
は
歴
史
が
「
神
の
顕
現
」
に
向
か
っ
て
い
る
と
断
言
す
る

が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
は
「
歴
史
と
は
…
…
僕
が
目
覚
め
よ
う
と
し
て
い
る
悪
夢
な
の
で
す
」
と
異
論
を
唱
え

る
。
そ
の
後
、
神
を
「
通
り
の
叫
び
声
」
と
「
子
ど
も
た
ち
の
勝
利
の
雄
叫
び
」
に
擬
え
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン

は
、
歴
史
と
は
あ
く
ま
で
も
勝
者
に
よ
る
記
述
で
あ
っ
て
、
敗
者
は
沈
黙
し
続
け
る
し
か
な
い
と
い
う
勝
者

決
定
の
論
理
を
遠
回
し
に
言
い
当
て
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
歴
史

の
、
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
複
数
の
「
可
能
態
」
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
に
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
だ
。
こ

れ
は
同
時
に
彼
が
「
教
師
」
で
は
な
く
「
学
ぶ
者
」
と
し
て
の
自
己
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と
通
底
す
る
。

つ
ま
り
、
ホ
メ
ロ
ス
と
の
対
応
関
係
で
は
賢
者
ネ
ス
ト
ル
で
あ
る
は
ず
の
デ
ィ
ー
ジ
ー
校
長
か
ら
、
彼
が
歴

史
観
を
学
ば
な
い
と
い
う
こ
と
の
意
義
は
、
彼
が
も
う
一
人
の
別
の
賢
者
か
ら
歴
史
を
学
び
、
や
が
て
は
自

身
が
歴
史
の
書
き
手
に
な
る
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
。
も
う
一
人
の
賢
者
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
ブ

ル
ー
ム
で
あ
り
、
ブ
ル
ー
ム
の
ユ
ダ
ヤ
性
は
、
デ
ィ
ア
ス
ポ
ラ
の
歴
史
と
い
う
点
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
も

結
び
つ
い
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
こ
の
時
点
で
ま
だ
確
固
た
る
歴
史
観
を
抱
く
こ
と
が
で
き
な
い
で

い
る
こ
と
は
、「
大
き
な
物
語
」
と
し
て
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
祖
国
の
コ
ロ
ニ
ア
ル
状
況
を
暗

示
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
来
た
る
べ
き
未
来
の
歴
史
へ
と
開
か
れ
て
い
る
。
ス
テ

ィ
ー
ヴ
ン
の
存
在
そ
れ
自
体
が
、
歴
史
の
可
能
態
で
あ
り
、
や
が
て
実
現
態
へ
と
至
る
可
能
性
を
含
む
も
の

で
あ
る
。 

 

後
に
芸
術
家
と
な
る
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
、
未
だ
形
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
複
数
の
可
能
態
か
ら
作
り
出

し
た
実
現
態
―
―
そ
れ
こ
そ
、
ま
さ
し
く
ジ
ョ
イ
ス
の
作
品
で
あ
る
。『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
一
日
で
あ
る
一

九
〇
四
年
六
月
十
六
日
か
ら
百
年
以
上
の
時
間
が
経
過
し
た
今
日
、
我
々
研
究
者
も
含
め
て
多
く
の
人
々

は
、
当
時
の
ダ
ブ
リ
ン
を
ジ
ョ
イ
ス
の
作
品
を
通
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
『
ダ
ブ
リ
ナ
ー
ズ
』
が

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
社
会
の
精
神
的
麻
痺
と
い
う
当
時
の
歴
史
的
状
況
を
、『
若
き
日
の
芸
術
家
の
肖
像
』
が
そ

こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
若
者
の
苦
悩
を
、
そ
し
て
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
が
一
九
〇
四
年
六
月
十
六
日
と
い

う
あ
り
し
日
の
ダ
ブ
リ
ン
の
姿
を
映
し
出
す
と
き
、
ジ
ョ
イ
ス
が
掲
げ
た
作
品
と
い
う
「
鏡
」
は
ひ
と
つ
の

歴
史
を
映
し
出
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
か
ら
事
後
的
に
見
れ
ば
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
が
志
向
し
て
い
た
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可
能
態
は
、
物
語
＝
芸
術
作
品
と
い
う
形
で
後
世
に
生
き
残
る
こ
と
で
実
現
態
＝
「
ひ
と
つ
の
歴
史
」
と
し

て
機
能
し
た
の
で
あ
り
、
今
尚
機
能
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
う
な
れ
ば
、
可
能
態
と
し
て
の
歴
史
が
、

作
品
と
い
う
形
相
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
実
現
態
と
し
て
の
力
を
発
揮
す
る
と
き
、
ひ
と
つ
の
歴
史
＝
現

実
が
構
築
的
か
つ
事
後
的
に
産
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
実
証
主
義
的
に
歴
史
家
が
記

述
す
る
ど
ん
な
正
確
な
歴
史
（
学
）
よ
り
も
、
ジ
ョ
イ
ス
の
作
品
は
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い

〈
歴
史
〉
で
あ
り
、
そ
れ
は
政
治
的
支
配
が
終
わ
っ
た
今
日
に
お
い
て
も
尚
続
く
文
化
的
支
配
に
対
す
る
抵

抗
の
拠
り
所
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
一
人
の
無
知
な
人
間
が
知
識
を
獲
得
し
て
理
性
（
思
考
能
力
）

を
働
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
ま
た
、
可
能
態
と
実
現
態
と
い
う
用
語
で
説
明
し
て
い

る
。
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
と
い
う
未
だ
何
も
の
で
も
な
い
若
者
が
、
後
に
作
家
ジ
ョ
イ
ス
と
な
っ
た
と
い
う
事
実

に
着
目
す
る
と
き
、
可
能
態
か
ら
実
現
態
へ
と
至
る
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
読
者
は
眺
め
て
い
る
と
も
言
え
る
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
が
定
義
す
る
「
亡
命
者
に
し
て
周
縁
に
位
置
す
る
」
知
識

人
が
誕
生
す
る
ま
で
の
物
語
を
本
論
は
提
示
し
た
の
で
あ
る
。 


