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に

　

愛
は
人
類
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
と
く
に
近
代
は
、
愛
を
語
る
こ
と
ば
に
あ
ふ
れ
て
き
た
。
愛
の
過
剰
を
語
る
に

せ
よ
、
欠
如
を
語
る
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
愛
と
は
逆
の
憎
悪
を
語
る
に
せ
よ
、
何
ら
か
の
形
で
愛
に
つ
い
て
触
れ
ず
に

は
、
お
そ
ら
く
近
代
の
歴
史
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

愛
と
言
っ
て
も
、
性
愛
と
は
限
ら
な
い
。
よ
り
広
く
、
他
者
や
世
界
に
対
す
る
ほ
の
か
な
好
感
、
興
味
、
と
き
に
は

ふ
と
し
た
視
線
や
気
安
い
ち
ょ
っ
か
い

0

0

0

0

0

な
ど
を
含
め
た
心
の
矢
印
の
よ
う
な
も
の
。
こ
れ
ら
は
み
な
、「
愛
」
と
い
う

言
葉
の
周
辺
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
心
的
傾
向
は
し
ば
し
ば
明
確
な
形
を
持
た
な
い
気
分
や
き
ざ
し

0

0

0

と
し
て

終
わ
る
こ
と
も
多
い
。
相
手
や
状
況
が
よ
き
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
楽
し
い
、
心
地
よ
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
と
願
う

心
情
で
あ
る
点
で
こ
れ
ら
は
共
通
す
る
が
、
そ
れ
を
名
指
す
言
葉
は
、
愛
、
愛
情
、
思
い
や
り
、
気
持
ち
、
親
切
…
…

な
ど
と
そ
の
深
さ
や
強
度
に
応
じ
、
ま
た
文
脈
に
合
わ
せ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
き
た
。

　

本
書
で
は
、
こ
の
よ
う
な
態
度
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
か
つ
包
括
的
に
実
際
の
行
為
と
か
ら
め
て
と
ら
え
る
の
に
、「
善

意
」
と
い
う
語
を
中
心
に
立
て
る
。
人
々
は
し
ば
し
ば
善
意
を
共
有
す
る
こ
と
で
事
を
起
こ
し
て
き
た
。
近
代
の
歴
史

を
振
り
返
れ
ば
、
奴
隷
解
放
に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
ア
メ
リ
カ
独
立
戦
争
に
し
て
も
、
女
性
解
放
運
動
に
し
て

も
、
動
物
愛
護
運
動
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
近
年
の
環
境
保
護
運
動
に
し
て
も
、
少
な
く
と
も
表
向
き
は
、
何
ら
か
の
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形
で
「
善
意
の
論
理
」
が
看
板
と
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
多
く
の
法
や
団
体
や
シ
ス
テ
ム
が
「
よ
か
れ
…
…
」
と
の

願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
作
ら
れ
て
き
た
。

　

だ
か
ら
、
ほ
ん
と
う
は
も
っ
と
う
ま
く
い
く
は
ず
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
善
意
ほ
ど
そ
の
運
用
が
難
し
い
も
の
は
な
い
。
そ
も
そ
も
善
意
と
は
ど
こ
か
ら
始
ま
り
、
ど
こ
で
終
わ
る

の
だ
ろ
う
。
幸
あ
れ
、
と
願
う
気
持
ち
そ
の
も
の
を
指
す
の
が
本
来
の
意
味
だ
と
し
て
も
、
実
際
に
は
善
意
は

─
あ

る
い
は
気
持
ち
に
し
て
も
、
思
い
や
り
に
し
て
も
、
愛
に
し
て
も

─
は
っ
き
り
し
た
形
を
与
え
ら
れ
、
物
質
や
制
度

と
な
り
、
富
や
身
分
や
国
家
と
か
か
わ
り
な
が
ら
何
ら
か
の
結
果
を
生
ん
で
は
じ
め
て
認
知
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
心
の

奥
底
に
あ
る
だ
け
で
は
不
十
分
。
何
ら
か
の
表
現
を
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
善
意
は
善
意
と
な
る
。

　

た
だ
、
こ
こ
に
は
微
妙
に
矛
盾
が
あ
る
。
善
を
願
う
気
持
ち
は
、
心
の
奥
に
秘
匿
さ
れ
て
保
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ

と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
穏
や
か
に
、
静
か
に
、
で
も
、
し
っ
か
り
と
隠
し
持
た
れ
る
の
が
正
し
い
善
意
だ
と
い
う
見

方
で
あ
る
。
私
た
ち
は
そ
う
し
た
善
意
に
安
心
す
る
し
、
そ
れ
が
適
切
な
姿
だ
と
信
じ
て
い
る
。
こ
と
さ
ら
に
掲
げ
ら

れ
た
善
意
は
ど
う
も
信
用
で
き
な
い
。
い
か
が
わ
し
い
。
何
か
裏
が
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
。
大
音
量
で
熱
弁
を
奮
う

政
治
家
の
言
葉
は
た
し
か
に
善
意
を
表
明
し
て
い
る
が
、
そ
の
や
り
方
が
あ
ま
り
に
宣
伝
的
か
つ
要
求
的
で
（「
あ
な

た
の
一
票
を
！
」）、
ほ
ん
と
う
は
こ
ち
ら

0

0

0

の
利
益
よ
り
も
あ
ち
ら

0

0

0

の
利
益
が
優
先
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

せ
る
。
激
し
い
押
し
つ
け
が
ま
し
い
口
調
の
せ
い
で
、
ま
る
で
初
め
か
ら
信
用
さ
れ
る
こ
と
な
ど
期
待
し
て
い
な
い
か

の
よ
う
で
も
あ
る
。

　

困
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
隠
し
持
た
れ
た
だ
け
の
善
意
で
は
意
味
が
な
い
と
私
た
ち
は
わ
か
っ
て
い
る
。
何

ら
か
の
形
で
そ
の
在
処
を
知
ら
さ
れ
た
い
。
恩
恵
に
浴
し
た
い
。
実
益
が
欲
し
い
。
と
こ
ろ
が
厄
介
な
こ
と
に
、
あ
ま

り
に
明
瞭
に
示
さ
れ
た
善
意
に
は
鼻
白
む
。
何
だ
か
胡
散
臭
い
。
あ
や
し
い
。
嘘
じ
ゃ
な
い
か
、
と
思
う
。
人
の
心
は
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実
に
や
や
こ
し
い
。

＊

　

善
意
を
め
ぐ
る
こ
う
し
た
機
微
に
も
っ
と
も
敏
感
だ
っ
た
の
が
、
近
代
の
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
た
。
一
七
世
紀
か
ら
一
九

世
紀
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
善
意
が
デ
リ
ケ
ー
ト
な
貨
幣
の
よ
う
に
や
り
取
り
さ
れ
た
。
善
意
を
い
か
に
示
す

か
で
人
の
「
品
性
」
が
露
わ
に
な
り
、
と
き
に
は
善
意
の
授
受
が
政
治
的
な
権
力
と
も
結
び
つ
い
た
。
だ
か
ら
新
興
中

産
階
級
は
、
封
建
的
な
制
度
の
中
で
成
り
上
が
る
た
め
に
必
死
に
善
意
の
扱
い
方
を
勉
強
し
た
の
で
あ
る
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
こ
の
時
代
、
言
葉
も
ま
た
貨
幣
の
よ
う
に
流
通
し
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
英
語
は

一
五
世
紀
か
ら
一
六
世
紀
に
か
け
て
多
く
の
外
来
語
を
取
り
入
れ
、
語
彙
を
豊
か
に
し
た
が
、
ま
だ
ま
だ
文
法
な
ど
の

規
範
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
よ
う
や
く
落
ち
着
い
た
の
が
一
八
世
紀
の
半
ば
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
『
英
語
辞

書
』（
一
七
五
五
）
が
出
版
さ
れ
た
頃
で
あ
る
。
ス
ペ
リ
ン
グ
と
意
味
と
の
関
係
は
格
段
に
安
定
し
た
。
人
々
は
言
葉

の
「
字
義
」
と
い
う
も
の
を
信
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
貨
幣
の
額
面
を
信
用
す
る
の
と
同
じ

よ
う
に
。

　

こ
の
よ
う
な
英
語
の
安
定
化
と
、
善
意
の
や
り
取
り
を
め
ぐ
る
規
範
の
確
立
と
は
時
期
を
同
じ
く
し
て
起
き
た
。

「
よ
か
れ
…
…
」
と
い
う
気
持
ち
の
表
明
は
、
当
然
な
が
ら
、
言
語
表
現
と
密
接
な
つ
な
が
り
を
持
つ
。
人
々
は
相
手

を
心
地
よ
く
さ
せ
る
よ
う
な
言
葉
を
ど
う
す
れ
ば
使
い
こ
な
せ
る
か
あ
れ
こ
れ
考
え
、
意
見
を
表
明
し
、「
洗
練
さ
れ

た
英
語
」（polite English

）
と
い
う
理
念
も
生
ま
れ
た
。
そ
こ
で
拠
り
所
と
な
っ
た
の
は
、
ど
の
よ
う
に
言
葉
を
使

う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
か
を
判
断
す
る
た
め
の
「
適
切
さ
」（propriety

）
の
尺
度
だ
っ
た
。

　

立
ち
振
る
居
舞
い
に
お
い
て
は
、
場
と
状
況
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
が
大
事
に
な
る
。
ど
の
よ
う
に
言
葉
を
使
う
か
、
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状
況
を
読
む

0

0

こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
適
切
な
振
る
舞
い
を
指
し
示
す
の
に
頻
繁
に
使
わ
れ
た
の
が
、「
丁
寧
な
」

「
上
品
な
」（polite

）
と
い
う
語
だ
っ
た
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
と
い
う
概
念
は
、
日
本
的
な
丁

寧
や
作
法
の
伝
統
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
地
位
の
高
い
人
を
立
て
る
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
は
表
に

出
さ
な
い
と
い
っ
た
人
間
関
係
上
の
ル
ー
ル
は
、
日
本
的
な
視
点
か
ら
も
理
解
し
や
す
い
部
分
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
は
軋
み
も
生
ま
れ
て
い
た
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
善
意
に
は
元
々
あ
い
ま
い
で
扱
い
の
難
し

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
表
に
出
さ
れ
す
ぎ
て
も
い
け
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
隠
さ
れ
て
い
て
は
意
味
が
な
い
。
塩
梅
が
大

事
と
な
る
。
よ
り
よ
く
あ
れ
、
幸
あ
れ
、
と
願
う
の
だ
か
ら
、
い
い
こ
と
ば
か
り
と
思
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
現
実
は

む
し
ろ
逆
で
、
善
意
が
盛
ん
に
や
り
取
り
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
謀
略
や
悪
意
も
ま
た
蔓
延
し
、
幸
福
ど
こ
ろ
か
イ

ラ
イ
ラ
や
嫌
悪
感
、
さ
ら
に
は
怨
恨
、
憎
悪
、
裏
切
り
な
ど
が
頻
繁
に
発
生
す
る
。

　

善
意
は
き
わ
め
て
言
葉
的
に
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
い
ざ
こ
ざ
も
言
葉
の
細
部
を
め
ぐ
っ
て
起
き
る
こ
と
が

多
い
。
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
誤
解
を
生
ん
だ
り
、
恨
み
を
買
っ
た
り
、
そ
れ
に
対
し
て
言
葉
に
よ
る

反
撃
、
攻
撃
が
続
い
た
り
。
ま
さ
に
言
葉
の
戦
争
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
言
葉
を
超
え
た
身
体
的
な
暴
力
や
、
ほ

ん
も
の
の
戦
争
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
。
危
険
き
わ
ま
り
な
い
。
だ
か
ら
、
善
意
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
か
を
め
ぐ
っ

て
さ
ま
ざ
ま
な
見
解
も
表
明
さ
れ
た
。
近
代
の
文
学
で
、
善
意
の
表
出
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
悲
劇
や
喜
劇
が
描
き
出

さ
れ
た
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
近
代
以
前
も
善
意
は
表
出
さ
れ
て
き
た
。
友
好
や
服
従
の
意
思
が
、
善
意
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
で
相
手

に
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
武
力
や
領
土
、
農
作
物
の
寄
贈
な
ど
財
の
や
り
取
り
を
通
し
て
相
手
に
心
地
良
さ
を

生
み
出
す
と
い
う
こ
と
も
よ
く
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
は
財
の
指
標
が
変
化
し
た
。
か
つ
て

の
よ
う
な
重
厚
長
大
な
財
よ
り
も
、
よ
り
微
妙
で
心
理
的
な
心
地
良
さ
に
重
き
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
文
学
作
品
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に
も
そ
う
し
た
変
化
は
反
映
さ
れ
た
。
怒
濤
の
よ
う
な
言
葉
の
横
溢
よ
り
も
、
微
妙
な
語
り
の
温
度
、
些
細
な
言
い
回

し
な
ど
に
よ
っ
て
善
意
が
伝
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

お
も
し
ろ
い
の
は
、
さ
ら
に
時
代
が
進
む
と
、
善
意
よ
り
も
悪
意
に
近
い
と
さ
え
思
え
る
よ
う
な
表
現
が
語
り
の
中

で
威
力
を
発
揮
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鋭
利
に
切
り
裂
く
否
定
。
逆
説
。
冷
た
い
沈
黙
。
一
見
、
と

て
も
善
意
と
は
結
び
つ
か
な
い
よ
う
な
表
現
が
、
回
り
道
し
た
形
で
善
意
の
流
通
に
寄
与
す
る
。
善
意
を
め
ぐ
り
、

「
意
味
」
と
「
形
」
の
乖
離
が
起
き
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
近
代
文
化
の
あ
り
方
を
考
え
る
上
で
も
誠
に
興
味
深
い

こ
と
だ
。
む
ろ
ん
、
そ
う
し
た
乖
離
は
、
言
葉
の
意
味
と
形
と
が
必
ず
し
も
一
対
一
で
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
問
題
と
も
深
い
と
こ
ろ
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。

＊

　

本
書
で
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
の
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
い
っ
た
英
語
圏
の
国
々
で
、

善
意
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
流
通
し
て
き
た
か
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
代
表
す
る
文
学
作
品
を
読
む
こ
と
を
通
し

て
考
察
す
る
。
善
意
に
注
目
し
、
そ
の
表
象
を
追
う
こ
と
で
一
種
の
「
文
学
史
」
が
立
ち
現
れ
れ
ば
と
願
っ
て
い
る
。

第
1
章
で
は
「
英
会
話
の
起
源
」
と
題
し
て
、
英
語
の
歴
史
、
作
法
の
洗
練
、
小
説
の
隆
盛
な
ど
が
同
時
に
進
行
す
る

中
、
当
時
流
行
し
た
作
法
書
な
る
も
の
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
の
か
を
具
体
的
に

確
認
す
る
。
第
2
章
で
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
英
国
的
作
法
の
転
換
期
に
著
さ
れ
、
一
種
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
よ
ん
だ

『
チ
ェ
ス
タ
ー
フ
ィ
ー
ル
ド
卿
の
手
紙
』
を
と
り
あ
げ
る
。
た
し
か
に
読
む
と
居
心
地
に
悪
く
な
る
本
で
あ
る
。
善
意

の
表
現
が
な
か
な
か
簡
単
に
は
い
か
な
い
こ
と
、
と
き
に
は
悪
意
の
混
淆
さ
え
必
要
と
な
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
し

か
し
、
女ミ

ソ
ジ
ニ
ー

性
嫌
い
の
傾
向
が
見
え
る
著
者
の
繊
細
さ
に
は
、
あ
る
意
味
で
彼
の
忌
み
嫌
っ
た
「
女
性
性
」
が
ほ
の
見
え
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る
し
、
彼
の
体
現
し
た
「
善
意
の
政ポ

リ
テ
ィ
ツ
ク
ス

治
性
」
が
そ
の
後
い
よ
い
よ
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

　

こ
う
し
て
作
法
は
一
八
世
紀
に
転
換
期
を
迎
え
た
。
そ
れ
以
降
、
と
く
に
文
学
作
品
の
中
で
は
善
意
の
扱
い
は
つ
ね

に
微
妙
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
も
っ
と
も
痛
烈
な
表
現
を
果
た
し
た
作
家
の
一
人
が
、
第
3
章
で
扱
う

ジ
ェ
ー
ン
・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
で
あ
る
。
一
見
、
取
り
澄
ま
し
て
品
の
良
い
人
ば
か
り
の
い
る
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
小
説
の
世

界
も
、
一
皮
め
く
れ
ば
悪
意
や
謀
略
が
横
行
す
る
。
と
り
わ
け
行
間
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
作
家
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
自
身

の
イ
ラ
イ
ラ
で
あ
る
。
社
会
に
依
然
し
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
社
会
に
強
烈

な
悪
意
を
抱
い
て
も
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
が
、
言
葉
を
通
し
て
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
攻
撃
を
仕
掛

け
、
そ
の
攻
撃
の
中
に
愛
を
も
潜
ま
せ
た
の
か
、
大
い
に
興
味
が
湧
く
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
イ
ラ
イ
ラ
は
一
見
、
児
童
文
学
的
な
無
菌
世
界
を
描
い
た
か
の
よ
う
な
『
不
思
議
の
国
の
ア
リ
ス
』
に
も

読
み
取
れ
る
。
著
者
の
ル
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
が
変
わ
り
者
だ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
自
身
の
「
作

法
」
に
対
す
る
執
着
的
な
こ
だ
わ
り
を
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
ア
リ
ス
の
冒
険
を
単
に
珍
奇
な
も
の
と
の
出
会
い
と
し

て
読
む
だ
け
で
は
収
ま
ら
な
く
な
っ
て
く
る
。
第
4
章
で
は
そ
の
あ
た
り
を
、
作
法
に
よ
る
束
縛
と
、
作
法
に
よ
る
解

放
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
視
点
を
ま
じ
え
な
が
ら
考
え
て
い
く
。

　

第
5
章
か
ら
第
7
章
で
は
相
手
に
対
す
る
「
愛
の
表
明
」
に
焦
点
を
あ
て
る
。
俎
上
に
載
せ
る
の
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』、
ナ
サ
ニ
エ
ル
・
ホ
ー
ソ
ー
ン
の
『
七
破
風
の
屋
敷
』、
ジ
ョ
ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
の
『
サ
イ

ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
』
で
あ
る
。『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
特
定
の
相
手
に
「
愛
」
を
表
明
し
、
徹
底
的
に
相
手
を
褒
め
、
説

得
し
、
い
わ
ば
口
説
こ
う
と
す
る
。
ホ
ー
ソ
ー
ン
や
エ
リ
オ
ッ
ト
で
も
、
語
り
手
と
登
場
人
物
と
の
間
に
は
や
や
湿
潤

と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
感
情
的
な
接
近
が
読
み
取
れ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
「
愛
の
語
り
」
が
決
し
て
共
同

体
的
な
約
束
事
と
無
関
係
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。
愛
の
表
明
が
濃
厚
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
制
度
に
よ
る
拘
束
の
果
た
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す
役
割
も
大
き
く
な
る
。
ホ
ー
ソ
ー
ン
や
エ
リ
オ
ッ
ト
の
よ
う
に
時
代
が
下
っ
て
も
、
礼
節
の
伝
統
は
語
り
の
中
に
生

き
、
そ
れ
が
『
七
破
風
の
屋
敷
』
の
よ
う
に
語
り
手
が
登
場
人
物
に
遠
慮
し
た
り
、
そ
の
前
で
失
語
症
的
に
な
る
と
い

う
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、『
サ
イ
ラ
ス
・
マ
ー
ナ
ー
』
の
よ
う
に
語
り
手
が
急
に
厳
し
く
断
罪
的
に
な
る

こ
と
で
示
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
登
場
人
物
に
対
す
る
語
り
手
の
妙
に
愛
情
に
満
ち
た
、
し
か
し
、

あ
く
ま
で
作
法
に
忠
実
に
も
な
ろ
う
と
す
る
よ
う
な
振
る
舞
い
が
、
作
品
世
界
に
複
雑
な
奥
行
き
を
与
え
る
の
で
あ
る
。

　

二
〇
世
紀
に
な
る
と
、
文
学
作
品
の
語
り
と
礼
節
の
関
係
は
さ
ら
な
る
転
換
点
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
。
第
8
章
か

ら
第
11
章
で
扱
う
作
家
や
詩
人
た
ち
に
共
通
し
て
言
え
る
の
は
、
一
九
世
紀
以
前
と
は
善
意
や
愛
の
表
明
が
か
な
り
異

な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
は
イ
ラ
イ
ラ
や
不
機
嫌
に
犯
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
少
な
く
と
も
表

向
き
は
善
意
の
構
え
を
と
る
こ
と
が
あ
る
程
度
約
束
と
し
て
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
時
期
か
ら
文
学
作
品
の
語
り
手

た
ち
は
、
読
者
に
対
し
て
積
極
的
に
不
作
法
に
な
っ
た
り
無
愛
想
に
な
っ
た
り
、
と
き
に
は
「
読
む
な
」
と
言
わ
ん
ば

か
り
の
態
度
を
と
る
こ
と
が
増
え
て
き
た
。
Ｄ
・
Ｈ
・
ロ
レ
ン
ス
の
『
チ
ャ
タ
レ
ー
夫
人
の
恋
人
』
に
し
て
も
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
『
ア
ブ
サ
ロ
ム
、
ア
ブ
サ
ロ
ム
！
』
に
し
て
も
、
読
者
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な

姿
勢
が
読
み
取
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
が
果
た
し
て
「
愛
の
語
り
」
と
無
縁
か
と
い
う
と
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ
、
爛
熟
し
た
善

意
の
文
化
の
中
で
、
愛
の
表
現
は
洗
練
の
度
を
高
め
て
い
っ
た
。
す
で
に
一
八
世
紀
か
ら
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、

善
意
や
愛
の
表
現
に
は
悪
意
や
と
き
に
は
憎
悪
が
混
入
す
る
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
世
紀
の
語
り
が
自
覚
的
に
挑
戦
し
た

の
は
、
む
し
ろ
愛
と
は
正
反
対
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
か
の
よ
う
な
嫌
悪
や
距
離
感
を
通
し
て
こ
そ
の
、
よ
り
奥
行
き
の

あ
る
愛
の
語
り
の
成
就
だ
っ
た
。
ロ
レ
ン
ス
に
し
て
も
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
に
し
て
も
、
土
地
の
匂
い
の
漂
う
中
で
人
間
の

濃
密
な
絡
み
合
い
に
表
現
を
与
え
よ
う
と
試
み
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
き
わ
め
て
新
し
い
語
り
手
・
読
者
関
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係
が
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

第
10
章
で
扱
う
の
は
、
フ
ラ
ン
ク
・
オ
コ
ナ
ー
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ト
レ
ヴ
ァ
ー
の
〝
冠
婚
葬
祭
小
説
〟
で
あ
る
。
こ

の
章
で
は
二
人
の
語
り
手
が
一
人
の
対
象
を
語
る
と
き
に
、
そ
の
三
角
関
係
の
中
で
ど
の
よ
う
な
作
法
が
働
く
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
冠
婚
葬
祭
の
場
で
は
作
法
の
縛
り
が
き
つ
い
が
、
そ
の
縛
り
を
逆
に
生
か
し
た
語

り
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
冠
婚
葬
祭
的
拘
束
は
、
あ
ら
ゆ
る
語
り
の
原
点
に
あ
る
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

最
終
章
の
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
は
私
生
活
で
も
不
機
嫌
と
不
作
法
で
知
ら
れ
た
人
だ
っ
た
。
保
険
会
社
の

副
社
長
で
あ
り
な
が
ら
、
社
交
は
下
手
で
人
と
も
ほ
と
ん
ど
交
わ
ら
な
い
。
奥
さ
ん
と
も
う
ま
く
い
っ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
の
詩
は
、
案
の
定
、
に
こ
や
か
に
社
交
的
な
も
の
で
は
な
い
。
読
者
を
よ
せ
つ
け
な
い
そ
の
詩

の
中
に
は
、
与
え
、
増
や
し
、
豊
か
に
す
る
と
い
う
伝
統
的
な
詩
学
と
は
正
反
対
の
原
理
が
読
み
取
れ
る
。
与
え
る
の

で
は
な
く
、
奪
う
。
増
や
す
の
で
は
な
く
減
ら
す
。
豊
か
に
す
る
の
で
は
な
く
、
貧
し
く
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
原
理
を
確
認
し
た
上
で
あ
ら
た
め
て
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
の
作
品
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
奪
わ
れ
、
減
ら
さ
れ
、

貧
し
く
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
不
思
議
な
詩
的
邂
逅
の
瞬
間
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
え
て
く
る
。

　

ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
の
詩
で
も
っ
と
も
印
象
的
な
の
は
、
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
た
は
ず
の
言
葉
と
ま
っ
た
く
新
し
い
出

会
い
方
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
文
化
の
最
大
の
急
所
で
あ
り
、
従
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
作
品
が
も
っ

と
も
力
を
注
い
で
き
た
の
も
、
新
し
い
も
の
、
見
知
ら
ぬ
も
の
と
い
か
に
出
遭
う
か
、
い
か
に
そ
こ
に
愛
を
注
ぐ
か
と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
の
作
品
は
、
ま
さ
に
そ
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。

　

な
お
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
な
ど
英
語
圏
の
作
品
を
中
心
に
本
書
で
は
見
て
い
く
が
、「
イ
ン

タ
ー
ル
ー
ド
1
」
と
「
イ
ン
タ
ー
ル
ー
ド
2
」
で
は
そ
れ
ぞ
れ
江
戸
川
乱
歩
と
宮
沢
賢
治
を
と
り
あ
げ
、
日
本
語
に
お
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け
る
礼
節
や
丁
寧
と
愛
の
表
現
の
問
題
を
考
え
る
。
と
く
に
注
目
す
る
の
は
で
す
ま
す
調
の
使
い
方
で
あ
る
。
た
と
え

ば
江
戸
川
乱
歩
の
『
怪
人
二
十
面
相
』
中
に
み
ら
れ
る
語
り
手
や
怪
人
二
十
面
相
、
明
智
探
偵
ら
の
過
剰
に
丁
寧
な
で

す
ま
す
調
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
。
読
み
手
と
し
て
の
児
童
を
意
識
し
た
や
わ
ら
か
さ
や
安

心
感
だ
け
で
は
な
く
、
語
り
一
般
に
も
共
通
す
る
、
愛
す
る
者
と
し
て
の
語
り
手
の
姿
勢
が
そ
こ
に
は
見
え
る
の
で
あ

る
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
宮
沢
賢
治
の
、
宗
教
性
す
ら
感
じ
さ
せ
る
で
す
ま
す
調
に
も
言
え
る
。
同
じ
く
児
童
を
読
み

手
と
し
て
想
定
し
て
い
る
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
の
文
体
に
は
、
不
明
な
も
の
、
わ
か
ら
な
い
も
の
を
語
る
こ
と
を
通
し

て
、
畏
怖
の
念
の
よ
う
な
も
の
を
醸
成
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
て
と
れ
る
。
た
だ
、
そ
こ
に
宗
教
に
し
ば
し
ば
つ
き

ま
と
う
「
裏
切
り
」
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
乱
歩
や
賢
治
の
で
す
ま
す
調
に
注
目
す
る
こ
と
で

そ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
端
緒
が
つ
か
め
れ
ば
と
思
う
。

　

礼
節
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
近
年
興
味
深
い
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
ブ
ラ
ウ
ン
と
レ
ヴ
ィ
ン
ソ
ン
に
よ
っ

て
提
示
さ
れ
た
「
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
」
概
念
に
触
発
さ
れ
た
考
察
は
本
書
の
テ
ー
マ
と
も
つ
な
が
る
の
で
、「
あ
と
が
き
」

で
触
れ
る
。
興
味
の
あ
る
方
は
あ
ら
か
じ
め
そ
ち
ら
に
も
目
を
通
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
う
。


