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は
じ
め
に

『
宿
命
と
い
う
名
の
女
』
―
―
ミ
レ
イ
ユ
・
ド
ッ
タ
ン
＝
オ
ル
ジ
ー
ニ
は
、
文
学
的
表
象
に
お
け
る
世
紀
末
の

女
性
像
に
つ
い
て
論
じ
た
総
括
的
な
本）

1
（

に
こ
の
よ
う
に
興
味
深
い
タ
イ
ト
ル
を
付
け
た
。
こ
れ
こ
そ
、
十
九
世

紀
後
半
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て
出
現
し
た
サ
ロ
メ
神
話
と
、
そ
の
数
限
り
な
い
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

と
っ
て
最
も
正
統
な
入
門
書
と
な
る
だ
ろ
う
。
絵
画
の
分
野
で
は
、
ア
ン
リ
・
ル
ニ
ョ
ー
、
ピ
ュ
ヴ
ィ
ス
・
ド

ゥ
・
シ
ャ
ヴ
ァ
ン
ヌ
、
ア
ン
リ
・
レ
ヴ
ィ
、
ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
モ
ロ
ー
、
オ
デ
ィ
ロ
ン
・
ル
ド
ン
、
ア
ル
ノ
ル

ト
・
ベ
ッ
ク
リ
ン
、
オ
ー
ブ
リ
ー
・
ビ
ア
ズ
リ
ー
、
エ
ド
ヴ
ァ
ル
ド
・
ム
ン
ク
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
オ
ー
、
グ

ス
タ
フ
・
ク
リ
ム
ト
、
そ
し
て
若
き
ピ
カ
ソ
が
い
る
。
音
楽
の
分
野
で
は
、
ジ
ュ
ー
ル
・
マ
ス
ネ
、
ガ
ブ
リ
エ

ル
・
ピ
エ
ル
ネ
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
フ
ロ
ラ
ン
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
で
あ
る
。
と
り
わ
け
文
学
の
分

野
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
混
淆
し
て
作
品
が
出
現
し
て
い
る
。
バ
ン
ヴ
ィ
ル
を
経
て
、
ハ
イ
ネ
か
ら
ア

ポ
リ
ネ
ー
ル
へ
、
そ
し
て
マ
ラ
ル
メ
、
ゴ
ン
ク
ー
ル
兄
弟
、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
、
ダ
ヌ
ン
ツ
ィ
オ
、
ユ
イ
ス
マ
ン

ス
、
ジ
ャ
ン
・
ロ
ラ
ン
、
ラ
フ
ォ
ル
グ
、
ピ
エ
ー
ル
・
ル
イ
ス
、
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル
ド
、
マ
ル
セ
ル
・
シ
ュ

オ
ブ
、
Ｏ
・
Ｗ
・
ミ
ロ
シ
ュ
、
そ
れ
に
周
辺
に
は
高
踏
派
や
象
徴
主
義
、
デ
カ
ダ
ン
派
な
ど
無
数
の
群
小
作
家

た
ち
が
い
る）

2
（

。
同
時
代
の
詩
人
や
小
説
家
、
画
家
や
彫
刻
家
、
音
楽
家
や
振
付
け
師
に
ま
で
す
ば
ら
し
い
常
套
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句
を
与
え
た
こ
の
神
話
は
、
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
、
あ
り
余
る
文
芸
批
評
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
先
駆
的
著
作
で
あ
る
マ
リ
オ
・
プ
ラ
ー
ツ
の
『
肉
体
と
死
と
悪
魔
―
―
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
ア
ゴ
ニ
ー）

3
（

』

は
、
一
九
三
〇
年
代
か
ら
こ
の
国
際
的
な
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ス
ム
の
案
内
書
と
な
り
、
サ
ド
と
黒
い
ロ
マ
ン
主
義
の

庇
護
の
も
と
、
古
び
た
「
つ
れ
な
き
美
女
」
の
テ
ー
マ
を
刷
新
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
く
つ
か
の
著
名

な
例
外
を
除
い
て）

4
（

、
サ
ロ
メ
と
同
宗
派
の
背
徳
的
な
女
性
た
ち
の
神
話
は
、
世
紀
末
的
想
像
力
に
関
す
る
比
較

研
究
に
お
い
て
、
専
門
分
野
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
特
権
的
な
位
置
を
占
め
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
採
ら
れ
る
観
点
は
、
主
と
し
て
テ
ー
マ
批
評
（
マ
リ
オ
・
プ
ラ
ー
ツ
の
著
作
の
仏
語
タ
イ
ト
ル
を
拝
借

す
れ
ば
、
肉
体
・
死
・
悪
魔
と
な
る
）
や
神
話
批
評
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
っ
た
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
最
良

の
場
合
、
歴
史
的
言
説
（
精
神
史
）
や
精
神
分
析
的
言
説
に
引
き
継
が
れ
た
り
し
た
。

こ
の
本
の
目
的
は
、
ま
っ
た
く
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
論
じ
た
短
い
序
文
の
後
に
、
マ
ラ

ル
メ
の
『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
』、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
『
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
』、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
『
さ
か
し
ま
』

と
い
う
三
つ
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
れ
ら
の
草
稿
を
巡
り
歩
く
が
、
問
題
は
、「
マ
ラ
ル
メ
の
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
が
、

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
サ
ラ
ム
ボ
ー
に
似
て
、
な
に
や
ら
教
主
め
い
た
厳
か
な
懶
惰
の
境
地
に
と
っ
ぷ
り
と
使
っ
て

い
る
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
女）

5
（

」
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
も
な
く
、
ヨ
カ
ナ
ン
＝
聖
ヨ
ハ
ネ
に
お
け
る
マ
ゾ
ヒ
ズ

ム
を
考
慮
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
こ
れ
ら
三
つ
の
特
権
的
な
作
品
を
通
し
て
示
し
た
い
の
は
、
福
音
書
が
名
づ

け
て
さ
え
も
い
な
い
こ
の
女
に
つ
い
て）

6
（

―
―
彼
女
は
単
に
ヘ
ロ
デ
王
が
気
に
入
る
ダ
ン
ス
を
踊
っ
た
エ
ロ
デ
ィ

ア
ー
ド
の
娘
と
い
う
だ
け
で
あ
る
―
― 

永
遠
の
フ
ァ
ム
・
フ
ァ
タ
ル
（
宿
命
の
女
）
が
、
あ
る
い
は
詩
人
や

小
説
家
た
ち
の
去
勢
恐
怖
を
示
す
永
遠
の
女ミ
ゾ
ジ
ニ
ー

性
蔑
視
が
、
世
紀
末
に
―
―
名
前
は
ど
う
で
あ
れ
―
―
サ
ロ
メ
と

し
て
転
生
し
た
姿
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
は
、
サ
ロ
メ
は
単
に
歴
史
的
前
兆
や
、
精

神
医
学
的
な
症
候
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
形
式
や
表
象
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
本
質
的
に
文
学
的
・
美
学
的
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な
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
サ
ロ
メ
を
作
品
に
描
く
と
い
う
選
択
は
、
著
者
が
そ
の
想
像

力
、
そ
の
深
層
の
プ
シ
ケ
か
ら
生
み
出
す
あ
ら
ゆ
る
人
物
像
に
対
す
る
よ
う
に
、
彼
女
に
何
を
付
与
し
よ
う
と
、

ま
ず
は
文
学
的
戦
略
に
属
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
遠
い
と
同
時
に
近
い
対
象
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
聖
史
に
属
す
る
の
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
形
で
文
学
作
品
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
こ

う
し
た
存
在
に
対
し
て
、
無
邪
気
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
二
次
的
な
立
場
に
意
識

的
に
身
を
置
い
て
、
よ
り
よ
い
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
と
別
の
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

ラ
フ
ォ
ル
グ
ほ
ど
あ
か
ら
さ
ま
に
パ
ロ
デ
ィ
ー
化
す
る
の
で
な
く
と
も
、
リ
ラ
イ
ト
の
戯
れ
で
あ
る
。
そ
れ
は

ま
ず
は
福
音
書
と
い
う
正
典
の
リ
ラ
イ
ト
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
絶
え
ず
書
き
直
さ
れ
て
き
た
神
話
な
の
で
あ

り
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
数
々
の
リ
ラ
イ
ト
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
分
析
す
る
三
つ

の
作
品
に
つ
い
て
言
え
ば
、
一
方
で
聖
典
に
対
し
て
、
他
方
で
こ
う
し
た
数
々
の
神
話
に
対
し
て
、
文
学
の
立

ち
位
置
を
問
い
な
お
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

サ
ロ
メ
を
書
く
こ
と
、
そ
れ
は
い
ず
れ
に
せ
よ
、
間
テ
ク
ス
ト
的
な
問
題
で
あ
り
、
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
、
異

な
る
美
学
に
越
境
す
る
と
い
う
問
題
を
明
る
み
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
か
ら
、
エ
ク

リ
チ
ュ
ー
ル
の
批
評
的
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
サ
ロ
メ
の
時
代
と
は
、
文
学
と
い
う
概
念
そ
の

も
の
が
土
台
か
ら
変
容
を
き
た
し
た
時
代
で
あ
る
。
古
典
主
義
時
代
の
「
レ
ス
・
リ
テ
ラ
リ
アres litteraria

」

と
い
う
、
宗
教
や
習
俗
、
哲
学
、
法
、
科
学
、
そ
し
て
文
芸
と
い
っ
た
、
言
説
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ

る
知
を
包
含
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
「
文
学
」
は
、
す
で
に
終
わ
り
を
告
げ
て
お
り
、
純
粋
あ
る
い
は
自
律
し

た
文
学
と
も
い
う
べ
き
、
そ
れ
自
体
が
自
己
目
的
と
化
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
自
ら
の
本
質
を
問
う
よ
う
な
、
現
代

的
で
限
定
的
な
「
文
学
」
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る）

7
（

。
こ
れ
は
詩
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
詩
」
と
い
う
言
葉
は
存
続
し
て
い
て
も
、
そ
れ
が
指
示
す
る
対
象
が
根
本
的
に
変
わ
っ
た
こ
と
は
隠
し
き
れ
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な
い
の
で
あ
る）

8
（

。
十
九
世
紀
前
半
に
お
い
て
も
な
お
、
韻
文
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
、
文
芸
と
同
一
視
さ
れ
て
い

た
詩
の
分
野
に
お
い
て
は
、
古
典
主
義
的
な
ジ
ャ
ン
ル
の
区
分
が
、
す
な
わ
ち
叙
事
詩
、
劇
詩
、
抒
情
詩
と
い

う
区
分
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
三
分
割
は
、
十
九
世
紀
半
ば
に
文
学
の
領
域
に
侵
入
し
た
散
文
の
抗
し
が
た

い
隆
盛
に
よ
っ
て
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
る
。
叙
事
詩
あ
る
い
は
物
語
詩
は
、
ル
コ
ン
ト
・
ド
・
リ
ー
ル
の
『
古

代
詩
篇
』
や
ユ
ゴ
ー
の
『
諸
世
紀
の
伝
説
』
と
い
っ
た
美
し
き
廃
墟
が
い
く
つ
か
残
る
だ
け
で
、
叙
事
詩
の
遺

産
を
あ
る
意
味
受
け
継
い
で
い
る
「
小
説
」
と
い
う
物
語
の
散
文
と
競
い
合
い
、
徐
々
に
廃
れ
て
し
ま
っ
た
。

と
は
い
え
、
そ
れ
は
留
保
付
き
の
遺
産
〔
長
編
の
物
語
と
い
う
側
面
は
受
け
継
が
れ
た
が
、
韻
文
形
式

や
神
々
や
英
雄
と
い
っ
た
主
人
公
は
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
〕
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
化
や
今

日
で
は
個
人
的
な
も
の
と
な
っ
た
英
雄
的
精
神
と
い
う
通
俗
化
と
引
き
換
え
で
あ
っ
た
。
劇
詩
も
ま
た
同
じ
運

命
を
辿
っ
た
。
散
文
が
取
っ
て
代
わ
り
、
舞
台
を
全
面
的
に
支
配
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、

こ
こ
で
確
立
し
た
現
代
に
お
け
る
区
分
（
小
説
・
演
劇
・
詩
）
に
よ
っ
て
、
詩
に
お
い
て
は
古
い
抒
情
詩
の
遺

産
し
か
残
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
時
代
に
、
詩
は
、
散
文
詩
の
「
発
明
」
と
と
も
に

自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
韻
文
と
す
る
の
を
止
め
、
そ
の
詩
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
再
検
討
さ
れ
た
。

ま
た
そ
れ
と
同
時
に
、
語
る
主
体
の
危
機
に
よ
っ
て
決
定
的
に
影
響
を
う
け
た
「
抒
情
」
と
い
う
概
念
も
、
問

題
視
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
詩
は
満
ち
足
り
た
盛
り
の
時
期
を
失
く
し
た
孤
児
の
よ
う
に
さ
ま
よ
い
、

別
の
道
を
た
ど
る
こ
と
で
充
溢
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
が
、
も
は
や
明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
た
ジ

ャ
ン
ル
で
は
な
く
、
た
だ
自
分
自
身
を
際
限
な
く
探
す
場
と
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
十
九
世
紀
後
半
の
文
学
と
詩
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危
機
の
文
脈
に
お
い
て
、『
サ
ロ

メ
』
と
い
う
作
品
を
書
く
、
あ
る
い
は
リ
ラ
イ
ト
す
る
と
い
う
選
択
（
こ
の
当
時
で
は
ま
だ
必
ず
書
く
義
務
は

な
か
っ
た
し
、
紋
切
り
型
に
堕
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
）
は
、
同
時
代
に
お
け
る
数
々
の
妄
想
か
ら
成
る
想

像
的
宇
宙
か
ら
溢
れ
出
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
マ
ン
主
義
が
生
ん
だ
「
諸
世
紀
の
伝
説
」
と
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い
う
不
動
の
顕
揚
を
越
え
出
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り）

9
（

、
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
の
よ
う
に
、
歴
史
的
・
考
古
学
的
ア
リ

バ
イ
の
た
め
に
サ
ロ
メ
と
い
う
主
題
を
取
り
上
げ
る
場
合
で
も
、
結
果
的
に
は
既
存
の
神
話
か
ら
逸
脱
す
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
モ
デ
ル
が
現
実
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
想
像
上
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
書
物
か
ら

得
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
絵
画
か
ら
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
韻
文
で
あ
ろ
う
と
、
散
文
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る
い

は
ま
た
こ
う
し
た
分
割
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
夢
想
さ
れ
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
マ
ラ
ル
メ
や
フ
ロ
ー
ベ
ー

ル
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
に
と
っ
て
、
サ
ロ
メ
と
い
う
形
象
は
、
文
人
の
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
の
戦
略
を
超
え
て
、
文

学
あ
る
い
は
詩
を
も
う
一
度
作
り
直
す
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
、
再
検
討
す
る
意
志
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

こ
の
研
究
書
が
、
マ
ラ
ル
メ
と
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
お
よ
び
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
三
つ
の
サ
ロ
メ
だ
け
に
限
定
さ
れ

て
お
り
、
聖
書
に
出
て
く
る
こ
の
踊
り
子
の
神
話
に
関
す
る
多
く
の
研
究
書
の
よ
う
に
、
ラ
フ
ォ
ル
グ
や
ワ
イ

ル
ド
に
ま
で
広
が
り
を
持
た
な
い
こ
と
に
戸
惑
わ
れ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
テ
キ
ス
ト
が
二
次

性
を
帯
び
、
そ
れ
ま
で
の
作
品
に
比
べ
て
そ
の
度
合
い
だ
け
で
な
く
、
性
質
を
も
変
え
て
し
ま
っ
た
の
は
、
年

代
的
に
は
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
の
『
サ
ロ
メ
』
の
直
後
に
続
い
た
ラ
フ
ォ
ル
グ
の
『
伝
説
的
教
訓
劇
』
の
『
サ
ロ

メ
』
に
お
い
て
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
サ
ロ
メ
が
文
学
上
不
可
避
の
、
さ
ら
に
は
紋
切
り
型
の
主
題
に
な
っ
た

一
八
八
〇
年
代
半
ば
か
ら
、
ミ
レ
イ
ユ
・
ド
ッ
タ
ン
＝
オ
ル
ジ
ー
ニ
が
記
す
よ
う
に
「
サ
ロ
メ
の
神
話
を
創
っ

た
原
典
は
、
も
は
や
福
音
書
で
は
な
く
、『
ヘ
ロ
デ
ィ
ア
ス
』
や
『
さ
か
し
ま
』
に
な
っ
た
」
の
で
あ
る
。『
ヘ

ロ
デ
ィ
ア
ス
』、『
さ
か
し
ま
』、
ま
た
こ
の
『
さ
か
し
ま
』
の
中
で
そ
の
い
く
つ
か
の
詩
句
が
引
用
さ
れ
て
い

る
、
当
時
ま
だ
世
に
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
マ
ラ
ル
メ
の
『
エ
ロ
デ
ィ
ア
ー
ド
』
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
こ
の
サ

ロ
メ
神
話
の
三
つ
の
起
源
的
な
文
学
作
品
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
決
定
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
象
徴
主
義
‐

デ
カ
ダ
ン
ス
の
熱
狂
的
興
奮
の
前
夜
に
、
単
に
詩
の
危
機
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
学
概
念
そ
の
も
の
の
危
機
を
示
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し
た
代
表
作
と
し
て
本
書
で
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
サ
ロ
メ
は
、
文
学
の
心
理
分
析
と
い
う
問
題
含
み
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
べ
き
徴
候
と
い
う
よ

り
も
、
何
よ
り
も
ま
ず
テ
キ
ス
ト
上
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
的
対
象
は
、
生

成
論
に
お
い
て
と
同
様
に
、
明
示
さ
れ
、
あ
る
い
は
隠
さ
れ
た
間
テ
ク
ス
ト
性
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
だ
歴
史
的
で
錬
金
術
的
な
、
そ
し
て
解
決
に
む
か
う
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能

に
す
る
の
で
な
い
限
り
、
こ
れ
ら
は
ど
ち
ら
も
意
味
を
な
さ
な
い
。
と
は
い
え
両
者
と
も
、
聖
書
の
歴
史
的
な

解
釈
学
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
ア
プ
ロ
ー
チ
や
、
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
の
み
を
目
指
す
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
刷
新

し
て
は
じ
め
て
意
味
を
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
く
さ
ん
の
先
行
テ
ク
ス
ト
（
読
書
ノ
ー
ト
、
粗
筋
、
覚
書
、

草
稿
）
が
召
喚
さ
れ
、
作
品
の
推
敲
作
業
を
証
明
す
る
た
め
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
同
時
に
、

多
か
れ
少
な
か
れ
作
品
の
隠
さ
れ
た
真
実
の
い
く
ば
く
か
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
だ
ろ
う
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
品
の
意
味
を
絶
対
的
に
決
定
す
る
よ
う
に
、
何
で
も
作
者
の
意

図
に
還
元
し
て
考
え
る
悪
い
習
慣
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
、
テ
ク
ス
ト
内
で
た
え
ず
意
味
を
生
み
出
し
て
い
る
機
能
に
お
い
て
、
あ
る
種
の
作
動
中
の

論
理
形
態
を
示
す
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
文
学
の
自
律
的
な
部
分
が
露
わ
と
な
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
相
対
的
な
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
今
回
、
故
意
に
心
理
学

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
ら
な
か
っ
た
が
、
先
行
テ
ク
ス
ト
が
作
品
の
隠
れ
た
面
、
あ
る
い
は
そ
の
裏
面
で
あ
る

か
ら
に
は
、
先
行
テ
ク
ス
ト
こ
そ
が
本
研
究
で
も
っ
ぱ
ら
探
索
を
試
み
た
、
た
だ
一
つ
の
「
無
意
識
」
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
作
品
と
い
う
も
の
が
総
じ
て
、
行
為
と
同
時
に
言
葉
、
対
象
と
同
時
に
言
説
と
い
う
、

分
か
ち
が
た
い
二
つ
の
も
の
を
包
含
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
作
品
が
そ
れ
自
体
、
ま
た

そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
あ
る
な
ら
ば
、
テ
ク
ス
ト
（
先
行
テ
ク
ス
ト
や
間
テ
ク
ス
ト
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も
含
む
、
こ
こ
で
定
義
す
る
よ
う
な
、
最
も
広
義
の
意
味
で
の
テ
ク
ス
ト
）
の
細
心
の
分
析
、
欠
か
す
こ
と
の

で
き
な
い
文
学
史
的
な
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
、
裏
打
ち
さ
れ
た
分
析
に
よ
っ
て
、
マ
ラ
ル
メ
、
フ
ロ
ー

ベ
ー
ル
、
ユ
イ
ス
マ
ン
ス
に
よ
る
三
人
の
サ
ロ
メ
は
、
凡
百
の
芸
術
家
た
ち
に
う
っ
て
つ
け
の
フ
ァ
ム
・
フ
ァ

タ
ル
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
神
話
を
横
目
に
、
現
代
性
と
い
う
文
学
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
全
貌
を
示
す
も
の
と
な

る
だ
ろ
う
。


