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蓮
實
重
彥
と
中
村
三
春

─
「
映
画
と
文
学
」は
、
退
屈
な
無
駄
話
な
の
か
?!
─

　

か
つ
て
蓮
實
重
彥
は
、
映
画
と
文
学
は
「
絶
対
的
な
差
異
と
し

て
共
存
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絶
対
的
な
差
異
を
正
当

化
す
る
も
の
は
何
ひ
と
つ
な
い
」
と
喝
破
し
た
。
四
〇
年
前
に
刊

行
さ
れ
た
『
新
映
画
事
典
』（
一
九
八
〇
、
美
術
出
版
社
）
の
中

の
一
項
目
「
映
画
と
文
学
」
に
記
さ
れ
た
こ
の
言
葉
の
意
味
を
、

ま
ず
は
確
認
し
て
み
た
い
。
引
用
箇
所
を
読
み
、「
映
画
」
と

「
文
学
」
は
別
々
の
表
現
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
相
互
に
独
立
し
た
も

の
な
の
で
映
画
と
文
学
と
を
そ
れ
ぞ
れ
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
意
味
合
い
で
受
け
取
っ
た
と
し
た
ら
、
蓮
實
は
そ
れ

を
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。
映
画
と
文
学
の
「
絶
対
的
な
差
異
」
を
宣

言
し
た
上
で
、
す
ぐ
に
そ
れ
を
「
正
当
化
す
る
も
の
は
何
ひ
と
つ

な
い
」
と
付
加
し
て
い
る
の
は
、
両
者
の
共
通
点
や
相
違
点
を
挙

げ
る
と
い
う
多
く
の
研
究
者
や
評
論
家
が
行
っ
て
き
た
考
証
の
手

続
き
と
そ
の
意
義
を
完
全
否
定
し
、
比
較
考
察
を
通
し
て
相
互
の

特
徴
を
見
出
す
相
対
化
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
の
無
効
性
を
強
調

し
、
差
異
の
絶
対
性
を
大
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
だ
。
双
方
の
愛

好
者
に
と
っ
て
は
「
絶
対
的
」
と
「
相
対
的
」
の
差
異
な
ど
ど
う

で
も
い
い
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
見
方
に
よ
っ
て
は
決

し
て
小
さ
い
問
題
で
は
な
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
議
論
が
起
こ
る

の
か
、
と
い
う
点
か
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

　

こ
こ
で
蓮
實
は
、
人
文
科
学
に
お
け
る
「
比
較
」
と
い
う
手
法

の
有
効
性
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
疑
義
を
唱
え
て
い
る
。
そ
も

そ
も
、「「
映
画
と
文
学
」
と
い
っ
た
問
題
を
論
ず
る
こ
と
ほ
ど
退
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屈
な
試
み
も
ま
た
と
あ
る
ま
い
」
と
い
う
事
典
の
項
目
執
筆
と
し

て
は
些
か
異
例
な
書
き
出
し
は
、
仲
間
内
で
も
あ
る
は
ず
の
項
目

を
設
定
し
た
編
者
（
浅
沼
圭
司
、
岡
田
晋
、
佐
藤
忠
男
、
波
多
野

哲
朗
、
松
本
敏
夫
）
を
批
判
す
る
か
の
よ
う
な
身
振
り
で
あ
る
。

蓮
實
に
と
っ
て
「
退
屈
」
な
の
は
、「
○
○
と
◇
◇
」
と
い
う
時

の
「
と
」
と
い
う
接
続
詞
で
つ
な
ぐ
問
題
設
定
が
「
思
考
を
比
較

へ
と
か
り
た
て
ず
に
は
お
か
な
い
」
か
ら
で
あ
り
、「
求
め
ら
れ

た
わ
け
で
も
な
い
の
に
比
較
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
思
考
は
、
絶
対
的

な
差
異
と
し
て
同
時
に
共
存
し
あ
っ
て
い
る
も
の
を
、
相
対
的
な

差
異
に
置
き
換
え
て
し
ま
う
か
ら
だ
」
と
し
て
い
る
。
映
画
と
文

学
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
思
考
の
罪
悪
を
認
め
て
い
る
か

ら
こ
そ
の
批
評
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
比
較
と
は
、「
知
」
の
歴
史

を
蝕
む
永
遠
の
宿
弊
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
も
続
け
て
い
る
こ
と

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
特
に
文
学
文
化
研
究
に
お
い
て
横
行
す
る

「
比
較
」
と
い
う
手
法
と
比
較
考
察
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
差
異
の

相
対
性
と
正
当
性
に
我
慢
が
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

映
画
と
文
学
の
「
絶
対
的
な
差
異
」
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る

こ
う
し
た
批
評
行
為
に
は
、
映
画
に
先
行
し
て
在
る
こ
と
で
無
前

提
に
発
生
す
る
文
学
の
優
位
性
を
退
け
、
映
画
そ
の
も
の
の
前
で

感
動
し
圧
倒
さ
れ
没
入
す
る
と
い
う
営
み
を
純
粋
に
保
守
す
る
と

い
う
姿
勢
が
見
え
る
。
ま
た
、
異
な
る
も
の
同
士
を
比
較
し
て
共

通
点
、
相
違
点
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
い
う
方
法
は
、
蓮
實
が
指

摘
す
る
よ
う
に
差
異
を
相
対
化
し
て
し
ま
い
、
さ
ら
に
は
、
特
定

分
野
や
特
定
地
域
、
カ
ノ
ン
（
正
典
）
と
言
わ
れ
る
特
定
作
家
や

特
定
作
品
の
優
位
性
を
前
提
に
し
て
影
響
関
係
を
論
じ
る
偏
向
を

招
き
寄
せ
る
。
例
え
ば
、
英
語
圏
文
学
の
中
心
は
イ
ギ
リ
ス
（
大

英
帝
国
）
に
こ
そ
あ
り
、
イ
ン
ド
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
は
英
文
学
の

本
場
で
は
な
い
、
と
す
る
思
考
の
怠
慢
の
温
存
が
、
あ
り
得
る
懸

念
の
典
型
と
し
て
考
え
ら
れ
、「
絶
対
的
な
差
異
」
理
論
は
、
先

入
観
や
偏
見
に
左
右
さ
れ
な
い
作
品
鑑
賞
と
い
う
基
本
中
の
基
本

を
導
き
出
し
て
く
れ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
絶
対
的
な
差
異
」
理
論
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
の

四
〇
年
の
間
に
は
、「
比
較
」
を
め
ぐ
る
情
勢
も
大
き
く
変
わ
っ

た
。
ま
ず
第
一
に
、
外
国
文
学
（
文
化
）
と
日
本
文
学
（
文
化
）

と
を
単
純
に
比
較
考
察
す
る
よ
う
な
文
化
本
質
主
義
（
文
化
保
守

主
義
）
に
基
づ
く
論
考
が
説
得
力
を
失
い
、
学
際
的
で
量
的
な
言

説
分
析
が
有
力
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
構
造
主
義
以
降
、
ポ

ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
を
経



て
、
大
学
に
は
、
表
象
文
化
論
や
映
像
文
化
論
と
い
っ
た
名
前
の

科
目
や
専
攻
が
誕
生
し
た
。
伝
統
文
化
や
国
民
文
化
と
さ
れ
て
い

る
も
の
の
由
来
と
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
そ
の
政
治
性
と
作
為
性

を
告
発
す
る
類
の
論
調
が
E
・
サ
イ
ー
ド
や
G
・
ス
ピ
ヴ
ァ
ッ

ク
ら
比
較
文
学
者
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
、
一
定
の
影
響
力
を

持
っ
た
こ
と
も
大
き
い
だ
ろ
う
。
文
学
研
究
に
基
づ
く
（
文
学
研

究
か
ら
移
行
し
た
）
映
画
研
究
で
は
な
く
、
映
画
の
た
め
の
映
画

研
究
や
映
画
批
評
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
映
画
を
教
え
る

講
師
の
た
め
の
専
任
教
員
の
ポ
ス
ト
も
生
ま
れ
、
日
本
の
大
学
生

も
映
画
を
学
問
と
し
て
学
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
蓮
實
た
ち
の
一

連
の
運
動
は
一
定
の
成
果
を
お
さ
め
た
と
言
え
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
こ
こ
で
話
を
「
映
画
と
文
学
」
に
戻

し
て
議
論
を
続
け
て
み
た
い
。『
劇
場
版
「
鬼
滅
の
刃
」
無
限
列

車
編
』（
東
宝
／
ア
ニ
プ
レ
ッ
ク
ス
、
二
〇
二
〇
）、『
千
と
千
尋

の
神
隠
し
』（
東
宝
、
二
〇
〇
一
）、『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』（
F
O
X
、

一
九
九
七
）、『
ア
ナ
と
雪
の
女
王
』（
デ
ィ
ズ
ニ
ー
、
二
〇
一

四
）、『
君
の
名
は
。』（
東
宝
、
二
〇
一
六
）、『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ

タ
ー
と
賢
者
の
石
』（
ワ
ー
ナ
ー
、
二
〇
〇
一
）、『
も
の
の
け
姫
』

（
東
宝
、
一
九
九
七
）
…
。
試
み
に
歴
代
の
興
行
収
入
ラ
ン
キ
ン

グ
（
二
〇
二
一
年
一
月
時
点
）
の
上
位
（
作
品
（
興
行
通
信
社
調

べ
）
を
列
挙
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
か
ら
わ
か
る
の
は
、『
君
の
名

は
。』『
も
の
の
け
姫
』
以
外
に
は
自
他
と
も
に
認
め
る
原
作
が
存

在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
鬼
滅
の
刃
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

の
漫
画
を
原
作
と
し
て
い
る
し
、『
タ
イ
タ
ニ
ッ
ク
』
は
実
話
を

「
原
作
」
と
し
て
生
ま
れ
た
数
多
く
の
類
話
の
う
ち
の
一
作
で
あ

る
。『
ア
ナ
と
雪
の
女
王
』
は
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
童
話
が
原
作
で

あ
り
、『
ハ
リ
ー
ポ
ッ
タ
ー
と
賢
者
の
石
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小

説
を
原
作
と
し
て
い
る
。『
千
と
千
尋
の
神
隠
し
』
に
も
原
作
と

言
え
る
童
話
が
存
在
す
る
。『
君
の
名
は
。』
と
『
も
の
の
け
姫
』

だ
け
が
、
監
督
に
よ
る
書
き
下
ろ
し
脚
本
が
あ
り
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

作
品
と
呼
ば
れ
る
側
面
を
持
つ
。
た
だ
し
、『
も
の
の
け
姫
』
に

は
、
監
督
を
作
者
と
す
る
同
名
の
絵
本
が
先
行
す
る
の
で
原
作
が

あ
る
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。『
君
の
名
は
。』
に
も
書
籍
が
あ

る
が
そ
れ
は
、
監
督
自
身
に
よ
る
ノ
ベ
ラ
イ
ズ
（
映
画
の
後
か
ら

小
説
化
さ
れ
た
も
の
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
と

し
て
は
明
ら
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
先
行
作
品
が
あ
る
。
そ
も
そ

も
、
あ
ら
ゆ
る
作
品
を
引
用
の
織
物
で
あ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
と
呼

ん
だ
時
点
で
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
議
論
は
幻
と
な
る
。
新
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（（

海
監
督
が
自
ら
証
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
典
文
学
を
学
ん
で
映

画
を
製
作
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。『
君
の
名
は
。』

も
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
神
話
、『
源
氏
物
語
』
や

『
と
り
か
へ
ば
や
物
語
』
を
「
元
ネ
タ
」
に
し
て
い
る
と
考
え
れ

ば
、
原
作
は
無
数
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　

文
字
で
書
か
れ
た
原
作
と
映
画
と
の
こ
う
し
た
関
係
を
〈
原
作

現
象
〉
と
呼
び
、（
お
そ
ら
く
は
蓮
實
と
そ
の
追
随
者
た
ち
を
仮

想
敵
と
し
て
）〈
原
作
現
象
〉
を
無
視
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
主

張
し
た
の
が
中
村
三
春
で
あ
る
。
中
村
は
、『〈
原
作
〉
の
記
号
学

─
日
本
文
芸
の
映
画
的
次
元
』（
二
〇
一
八
、
七
月
社
）
に
お

い
て
、「
映
画
人
が
実
際
に
文
芸
か
ら
映
画
を
作
り
出
し
、
観
客

は
映
画
に
文
芸
を
見
て
取
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
テ
ク
ス
ト
が
テ

ク
ス
ト
を
生
み
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
テ
ク
ス
ト
が
解
釈
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
文
芸
も
映
画
も
新
た
な
次
元
を
切
り
開
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
受
容
が
創
造
の
次
元
を
獲
得
し
、
解
釈
が
創
作
の
要

素
を
ふ
ん
だ
ん
に
帯
び
る
と
い
う
独
特
の
仕
方
に
よ
っ
て
で
は
あ

る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
は
日
常
の
読
者
や
鑑
賞
、
さ
ら
に
は
そ
れ

に
続
く
批
評
や
研
究
の
行
為
と
全
く
の
別
物
で
は
な
い
。」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
し
て
、『
雪
国
』『
羅
生
門
』『
浮
雲
』『
夫
婦
善

哉
』『
雨
月
物
語
』『
楢
山
節
考
』
な
ど
の
原
作
と
映
画
と
を
俎
上

に
載
せ
て
具
体
的
に
〈
原
作
現
象
〉
を
分
析
し
た
上
で
、
蓮
實
重

彥
が
提
示
し
た
「「
絶
対
的
差
異
」
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
操
作
の
結
論
と
し
て
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
前
提
と

す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
を
前
提
と
す
る
こ
と
は
、
操
作
に
不
自

由
な
枷
を
嵌
め
る
こ
と
に
な
る
。〈
原
作
現
象
〉
は
、
現
象
と
し

て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
ま
ず
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と

し
た
。
映
画
と
文
学
と
の
間
に
は
「
絶
対
的
差
異
」
が
あ
る
、
と

唱
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
結
論
で
あ
り
前
提
で

は
な
い
。
結
論
の
正
し
さ
に
寄
り
か
か
っ
て
現
実
に
在
る
「
現

象
」
を
封
印
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
一
種
の
抑
圧
と

な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
中
村
の
蓮
實
批
判
の
要
諦
が
あ
る
。

　

中
村
三
春
の
『〈
原
作
〉
の
記
号
学
』
は
、「
日
本
文
芸
の
映
画

的
次
元
」
に
領
域
を
限
定
し
て
、
蓮
實
が
封
じ
込
め
て
し
ま
っ
た

か
も
し
れ
な
い
扉
を
こ
じ
開
け
よ
う
と
し
た
書
物
で
あ
る
。
で

は
、
扉
は
開
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
本
書
で
展
開
さ
れ

て
い
る
具
体
的
な
作
品
に
即
し
た
論
考
へ
の
論
評
を
避
け
て
、
本

書
が
総
論
と
し
て
提
示
し
て
い
る
「
原
作
現
象
」
を
認
め
る
こ
と

で
何
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
岩



井
俊
二
監
督
の
『
四
月
物
語
』（
一
九
九
八
年
公
開
・
6（
分
）
を

例
に
と
っ
て
検
討
し
て
み
た
い
。

岩
井
俊
二
『
四
月
物
語
』

─
意
識
に
お
け
る
地
続
き
を
表
象
す
る
風
景
と 

裂
け
目
と
し
て
の
劇
中
劇

　
『
四
月
物
語
』
は
、
日
常
に
潜
む
不
気
味
さ
を
描
い
た
映
画
で

あ
る
。
事
件
が
起
こ
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
人
が
死
ぬ
わ
け
で
も

な
い
の
に
不
気
味
さ
だ
け
が
残
る
の
だ
。

　

東
京
の
大
学
（
公
開
当
時
に
お
け
る
架
空
の
大
学
と
し
て
の

「
武
蔵
野
大
学
」）
に
入
学
す
る
た
め
に
引
っ
越
し
を
し
て
ひ
と
り

暮
ら
し
を
始
め
た
女
子
学
生
「
卯
月
」
に
新
し
い
日
常
が
訪
れ
る

と
こ
ろ
か
ら
映
画
は
は
じ
ま
る
。
し
か
し
、
同
じ
上
京
物
語
に
あ

る
よ
う
な
高
揚
感
や
東
京
の
刺
激
が
描
か
れ
る
こ
と
は
な
い
。
夏

目
漱
石
『
三
四
郎
』
の
「
三
四
郎
」
の
よ
う
に
、
人
生
の
転
機
と

な
る
よ
う
な
異
性
（
人
妻
）
と
の
出
逢
い
を
経
て
初
め
て
見
る
東

京
に
目
を
瞠
る
わ
け
で
も
な
い
し
、
村
上
春
樹
『
ノ
ル
ウ
ェ
イ
の

森
』
の
主
人
公
「
ワ
タ
ナ
ベ
」
の
よ
う
に
、
複
数
の
異
性
と
次
々

と
交
渉
す
る
場
面
が
喪
失
感
と
と
も
に
描
か
れ
る
わ
け
で
も
な

い
。
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
四
月
物
語
』
に
お
け
る
「
卯

月
」
の
身
に
は
、
気
味
の
悪
い
出
来
事
が
続
け
て
起
こ
る
。
そ
れ

は
、〝
マ
ウ
ン
ト
を
と
る
〟
か
の
よ
う
に
自
己
紹
介
を
し
合
う
新

入
生
の
群
れ
で
あ
っ
た
り
、
友
達
の
顔
を
し
て
近
づ
い
て
く
る
自

己
中
心
的
な
同
級
生
だ
っ
た
り
、
不
埒
な
目
的
を
隠
し
て
堂
々
と

釣
り
の
サ
ー
ク
ル
を
運
営
し
て
い
る
先
輩
た
ち
だ
っ
た
り
、
隣
室

に
住
む
奇
妙
な
女
性
だ
っ
た
り
、
彼
ら
彼
女
ら
と
の
月
並
み
な
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
生
じ
る
些
細
だ
が
不
気
味
な
出
来

事
の
数
々
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
映
画
館
で
映
画
を
観
る
シ
ー
ン
で

は
、
痴
漢
ら
し
き
人
物
に
遭
遇
し
、「
卯
月
」
の
違
和
感
が
観
る

者
を
い
よ
い
よ
巻
き
込
み
、
今
観
て
い
る
映
画
も
ま
た
「
映
画
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
。
彼
女
が
ひ
と
り
で
観
て
い

る
映
画
は
、『
四
月
物
語
』
と
は
無
関
係
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ

が
、『
四
月
物
語
』
に
挿
入
す
る
た
め
に
監
督
み
ず
か
ら
全
編
を

完
成
品
と
し
て
撮
っ
た
「
生
き
て
い
た
信
長
」
と
い
う
オ
リ
ジ
ナ

ル
作
品
で
あ
る
。「
本
能
寺
の
変
」
を
予
測
し
て
い
た
織
田
信
長

は
、
明
智
光
秀
に
攻
め
さ
せ
て
お
い
て
徳
川
家
康
を
身
代
わ
り
に

信
長
と
し
て
自
害
さ
せ
、
秀
吉
に
光
秀
を
攻
め
さ
せ
て
自
ら
は
家

康
に
な
り
か
わ
り
平
和
の
時
代
の
天
下
を
治
め
る
と
い
う
歴
史
の
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真
相
が
語
ら
れ
、
逃
げ
惑
う
光
秀
に
信
長
が
飛
び
掛
か
る
場
面
で

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
（
痴
漢
）
が
隣
席
に
移
動
し
、
向
か
っ
て
こ
よ
う

と
す
る
男
を
よ
け
て
「
卯
月
」
は
席
を
立
つ
。
観
客
に
と
っ
て
は

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
作
中
作
（
劇
中
劇
）
と
な
り
、
二
重
の

不
気
味
さ
を
与
え
る
。

　

岩
井
俊
二
監
督
の
フ
ィ
ル
モ
グ
ラ
フ
ィ
に
お
い
て
『
四
月
物

語
』（
一
九
九
八
）
を
捉
え
な
お
し
て
も
、
結
論
は
同
じ
で
あ
る
。

『
四
月
物
語
』
は
、『
ス
ワ
ロ
ウ
テ
イ
ル
』（
一
九
九
六
）
と
『
リ

リ
ィ
シ
ュ
シ
ュ
の
す
べ
て
』（
二
〇
〇
一
）
の
間
に
製
作
さ
れ
て

い
る
。
東
京
の
未
来
を
モ
デ
ル
に
し
た
架
空
の
場
所
「
円
都
」

（
イ
エ
ン
タ
ウ
ン
）
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
異
邦
人
と
先
住
民
を
描

い
た
『
ス
ワ
ロ
ウ
テ
イ
ル
』
は
、
プ
ラ
ザ
合
意
以
後
に
次
々
に
湧

出
し
た
〝「
在
日
外
国
人
」
の
物
語
〟
の
中
で
も
突
出
し
た
表
象

（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
あ
っ
た
。
宗
教
的
熱
狂
と
S
N
S
と
の
関

係
、
少
年
犯
罪
の
リ
ア
ル
を
描
い
た
『
リ
リ
ィ
シ
ュ
シ
ュ
の
す
べ

て
』
は
、
観
る
者
の
目
を
背
け
さ
せ
る
ほ
ど
に
14
歳
の
リ
ア
ル
に

迫
る
映
画
（
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
で
あ
っ
た
。『
四
月
物
語
』
で
と

り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
大
学
生
の
日
常
は
、
二
つ
の
映
画
に
描
か
れ

て
い
る
日
常
と
地
続
き
で
あ
り
、
そ
の
不
気
味
さ
に
お
い
て
通
底

し
て
い
る
と
言
え
る
。
の
っ
ぺ
り
と
し
た
平
和
で
退
屈
な
日
常
の

中
に
、
個
々
人
の
平
凡
だ
が
か
け
が
え
の
な
い
生
活
が
あ
り
、
し

か
し
そ
れ
ら
は
い
つ
転
覆
す
る
か
わ
か
ら
な
い
裂
け
目
と
地
殻
変

動
を
抱
え
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
『
リ
リ
ィ
シ
ュ
シ
ュ
の
す
べ

て
』
と
『
四
月
物
語
』
が
地
続
き
で
あ
り
、
そ
の
先
に
は
あ
る
未

来
像
の
一
つ
の
選
択
肢
と
し
て
『
ス
ワ
ロ
ウ
テ
イ
ル
』
が
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
か
つ
て
三
島
由
紀
夫
が
庄
野
潤
三

の
小
説
「
静
物
」
の
世
界
を
評
し
て
「
日
常
生
活
直
下
の
地
獄
」

と
呼
ん
だ
の
と
同
じ
世
界
（
庄
野
の
作
品
史
に
お
い
て
「
静
物
」

と
重
要
な
関
連
を
見
出
せ
る
「
舞
踏
」
や
「
プ
ー
ル
サ
イ
ド
小

景
」
を
並
記
す
る
と
よ
り
わ
か
り
や
す
く
な
る
だ
ろ
う
か
）
が
映

画
『
四
月
物
語
』
に
は
あ
る
。

　

地
続
き
と
い
う
テ
ー
マ
は
、『
四
月
物
語
』
に
も
内
包
さ
れ
て

い
る
。
東
京
の
「
こ
の
閑
散
と
し
た
環
境
は
、
卯
月
が
属
し
て
い

た
平
原
、
お
よ
び
そ
の
延
長
で
あ
っ
た
彼
女
の
空
想
の
な
か
の
武

蔵
野
と
通
底
し
て
い
る
の
だ
。」（
篠
儀
直
子
「
た
っ
た
ひ
と
り
の

四
月
」（
キ
ネ
旬
ム
ッ
ク
『
フ
ィ
ル
ム
メ
ー
カ
ー
ズ
［
1（
］
岩
井
俊

二
』
宮
台
真
司
責
任
編
集
、
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
二
〇
〇
一
）
と
い

う
指
摘
が
既
に
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
映
画
は
、
旭
川
と
東
京
と
の



風
景
が
武
蔵
野
と
い
う
記
号
を
媒
介
に
し
て
映
像
的
に
地
続
き
で

あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
映
画
的
な
構
成
と
し
て
は
、

桜
の
季
節
に
上
京
し
た
少
女
が
目
に
す
る
東
京
の
風
景
が
、
少
女

が
高
校
生
活
を
送
っ
た
北
海
道
の
風
景
と
映
像
的
な
繋
が
り
を
持

つ
よ
う
に
配
置
さ
れ
、
双
方
が
地
続
き
で
あ
る
か
の
よ
う
に
（
あ

る
い
は
少
女
の
認
識
が
ま
だ
故
郷
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
）
視
覚
的
に
表
現
し
て
見
せ
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
視
線
を

遮
る
も
の
が
な
い
〝
抜
け
〟
の
あ
る
奥
行
き
の
あ
る
映
像
が
使
わ

れ
、
上
京
し
た
若
者
が
慣
れ
な
い
都
会
の
生
活
に
適
応
し
よ
う
と

し
た
り
反
発
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
と
い
う
『
三
四
郎
』
以
来
の

上
京
物
語
の
テ
ン
プ
レ
ー
ト
を
逃
れ
て
一
地
方
と
し
て
の
東
京
が

映
し
出
さ
れ
る
。
北
海
道
の
「
旭
川
」
と
東
京
の
「
武
蔵
野
」
と

が
名
指
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
自
転
車
で
走
る
ヒ
ロ
イ
ン
の

姿
が
オ
ー
バ
ラ
ッ
プ
す
る
。
桜
の
季
節
に
お
け
る
入
学
式
、
通
過

儀
礼
と
し
て
の
サ
ー
ク
ル
勧
誘
、
自
己
紹
介
、
一
人
暮
ら
し
の
様

子
な
ど
、
象
徴
的
な
場
面
は
記
号
と
し
て
置
か
れ
る
が
、
す
べ
て

は
無
個
性
で
あ
り
、
そ
こ
は
か
と
な
く
不
穏
で
あ
る
。

　

地
続
き
な
の
は
空
間
だ
け
で
は
な
い
。
旭
川
の
女
子
高
生
「
卯

月
」
は
、
乗
客
の
い
な
い
列
車
内
で
時
代
を
感
じ
さ
せ
る
装
幀
の

国
木
田
独
歩
『
武
蔵
野
』
初
版
を
手
に
と
り
、
ま
だ
見
ぬ
「
武
蔵

野
」
に
想
い
を
馳
せ
る
。
北
海
道
を
思
わ
せ
る
大
自
然
が
武
蔵
野

と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
（
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
武
蔵
野
が
北
海

道
の
原
野
と
重
な
っ
て
見
え
る
よ
う
に
編
集
さ
れ
て
）、
そ
の
中

心
に
は
憧
れ
の
先
輩
が
微
笑
ん
で
い
る
。「
武
蔵
野
大
学
」
に
入

学
し
て
女
子
高
生
は
女
子
学
生
と
な
り
、
や
が
て
武
蔵
野
に
あ
る

「
武
蔵
野
堂
」
と
い
う
名
前
の
書
店
で
憧
れ
の
先
輩
と
出
逢
う
。

故
郷
で
思
い
描
い
た
故
郷
と
よ
く
似
た
そ
の
場
所
で
逢
い
た
か
っ

た
想
い
人
と
再
会
す
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
し
か
し
、
女
子
学
生
の
「
卯
月
」
は
先
輩
と
出
会
う
前
に

映
画
館
に
入
り
、
戦
国
時
代
を
描
い
た
映
画
「
生
き
て
い
た
信

長
」
を
ひ
と
り
で
観
て
痴
漢
に
遭
っ
て
い
る
。
同
じ
痴
漢
に
ス

ト
ー
カ
ー
行
為
に
も
遭
っ
て
い
る
。『
四
月
物
語
』
と
い
う
映
画

を
観
て
い
る
観
客
が
生
き
て
い
る
同
時
代
の
世
界
と
、
映
画
の
中

の
劇
中
劇
と
し
て
の
映
画
「
生
き
て
い
た
信
長
」
に
お
け
る
戦
国

時
代
の
世
界
と
も
ま
た
地
続
き
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
憧
れ
の
先

輩
に
彼
女
が
出
逢
え
た
場
面
に
は
恋
の
力
と
美
し
さ
が
表
現
さ
れ

て
い
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
ま
で
あ
っ
た
不
穏
さ
が
解
消

さ
れ
て
そ
の
拠
っ
て
立
つ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
転
換
さ
れ
て
い
る
わ

（（　　「映画と文学」とは何か─蓮實重彥・中村三春・岩井俊二─
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け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
彼
女
は
「
生
き
て
い
た
信
長
」

を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
場
違
い
と
も
見
え
る
時
代
劇
映
画

「
生
き
て
い
た
信
長
」
の
映
像
を
は
っ
き
り
明
示
し
て
い
る
の
は

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
あ
え
て
文
学
的
な
表
現
を
借
り
る
な
ら
、
自
由

意
志
に
よ
る
選
択
と
そ
の
結
果
の
表
象
に
よ
り
登
場
人
物
の
特
定

の
心
情
が
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
り
、
意
識
の
外
で
曖
昧
に
不
穏
を
感
知
す
る
心
象
風
景
の
映
像

化
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
卯
月
」
に
お
い
て
は
地
続
き
で
あ
る
と
漠
然
と
認
識
さ
れ
て

い
る
心
象
風
景
を
実
写
に
よ
る
風
景
映
像
が
表
象
し
、
平
穏
な
日

常
に
お
け
る
（
無
）
意
識
の
裂
け
目
を
劇
中
時
代
劇
が
表
象
す
る

の
が
映
画
『
四
月
物
語
』
な
の
で
あ
る
。

文
学
に
依
存
し
映
画
か
ら
遠
ざ
か
る
映
画
の
紹
介

　
『
四
月
物
語
』
の
公
式
フ
ォ
ト
ブ
ッ
ク
（
角
川
書
店
、
一
九
九

八
）
や
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
（
製
作
：
ロ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
ア
イ
ズ
、

一
九
九
八
）
に
は
、「
東
京
で
ひ
と
り
暮
ら
し
を
始
め
た
女
子
学

生
の
、
あ
る
〝
不
純
な
動
機
〟
と
小
さ
な
冒
険
の
日
々
。」
と
い

う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
で
作
品
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
東
京
で

ひ
と
り
暮
ら
し
を
始
め
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
確
か
に
物
語
の
構

造
と
し
て
は
繰
り
返
し
描
か
れ
て
き
た
大
学
生
の
上
京
物
語
と
い

う
範
疇
に
含
め
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
が
、
前
述
の
通

り
、
上
京
物
語
の
系
譜
か
ら
の
逸
脱
に
こ
そ
映
画
の
特
徴
が
あ
る

は
ず
だ
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
念
頭
に
は
置
か
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
「〝
不
純
な
動
機
〟」
は
ネ
タ
バ
レ
を
避
け
て
フ
ッ
ク
を
か
け

た
広
告
的
表
現
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
映
画
の
中
で
実
際
に
そ
の
内

容
を
説
明
す
る
の
は
言
葉
（
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
。
卯
月
の

声
で
語
ら
れ
る
「
武
蔵
野
の
原
野
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
あ
た
り

は
、
つ
い
に
先
輩
の
居
場
所
を
つ
き
と
め
た
。「
武
蔵
野
」
の

「
武
蔵
野
堂
」。
あ
た
し
は
残
り
半
年
の
高
校
生
活
の
す
べ
て
を

「
武
蔵
野
」
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
。」
と
い
う
セ
リ
フ
は
、「
武
蔵

野
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
た
文
学
的
レ
ト
リ
ッ
ク
の
所
産
で
あ

る
。
映
画
の
中
の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
焦
点
を
当
て
た
紹
介
の
仕
方

を
し
て
し
ま
う
と
、
広
告
的
表
現
と
し
て
も
小
説
の
紹
介
の
仕
方

と
同
じ
に
な
り
、
結
局
は
み
ず
か
ら
文
学
の
流
儀
に
倣
い
文
学
に

依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
も
そ
も
「〝
不
純
な
動
機
〟」
は
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
理
由
は

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
女
子
学
生
は
、
新
入
生
自
己
紹
介
の



際
に
「
な
ん
で
こ
の
大
学
を
受
け
た
ん
で
す
か
？
」
と
質
問
さ
れ

て
応
答
で
き
ず
、
自
身
の
受
験
動
機
に
自
覚
的
に
な
る
。（
文
科

省
の
用
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
）「
主
体
性
」
を
さ
さ
や
か
な
が
ら

も
獲
得
す
る
第
一
歩
と
な
る
か
の
よ
う
な
場
面
で
あ
る
。
そ
う
し

た
「
成
長
実
感
」
が
こ
の
映
画
の
核
心
が
あ
る
と
は
私
に
は
思
え

な
い
。「
動
機
」
が
「
不
純
」
だ
と
わ
ざ
わ
ざ
形
容
さ
れ
る
の
だ

が
、
タ
ネ
を
明
か
せ
ば
高
校
時
代
に
憧
れ
て
い
た
先
輩
を
追
い
か

け
て
受
験
し
た
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
純
粋
と
は
言
い
切
れ
な
い
も

の
の
「
不
純
」
と
呼
ぶ
の
が
ふ
さ
わ
し
い
の
か
は
疑
問
で
あ
る
。

彼
女
自
身
が
「
不
純
」
と
感
じ
て
い
る
の
か
も
疑
問
で
あ
る
。
思

わ
せ
ぶ
り
に
〝	

〟
を
付
し
て
「
不
純
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出

し
、「
女
子
学
生
」
と
い
う
記
号
と
掛
け
合
わ
せ
、
そ
こ
に
「
冒

険
」
と
い
う
記
号
を
重
ね
た
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
続
く
紹
介
文
に
は
、「
い
ま
だ
語
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
、
こ
ん
な
に
も
痺
れ
る
よ
う
な
甘
美
な
感
覚
と
い

う
も
の
が
存
在
し
た
の
だ
。」
と
も
記
さ
れ
て
い
る
。「
い
ま
だ
語

ら
れ
て
」
い
る
の
か
否
か
を
検
証
す
る
と
な
る
と
文
学
の
存
在
が

前
提
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
い
わ
ゆ
る
岩
井
俊
二
監
督

ら
し
い
「
感
覚
」
を
映
像
で
表
現
し
た
映
画
だ
と
受
け
と
め
る
こ

と
も
可
能
だ
。
し
か
し
、
そ
の
感
覚
は
本
当
に
単
な
る
「
甘
美
」

な
の
だ
ろ
う
か
。「
い
ま
だ
語
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
」
そ
の
「
感

覚
」
が
仮
に
「
甘
美
」
だ
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
、
文
学
の
土

俵
を
借
り
た
月
並
み
な
表
現
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

（「
映
画
」
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
）。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
に
続
く
紹
介
文
「
人
間
が
ひ
と
り
で
生
き
て
い

く
こ
と
の
自
由
と
誇
り
、
恋
す
る
こ
と
の
喜
び
の
、
と
て
つ
も
な

く
美
し
い
賛
歌
が
こ
の
「
四
月
物
語
」
な
の
だ
。」
と
い
う
文
言

に
至
っ
て
は
首
を
傾
げ
ざ
る
を
得
な
い
。
映
画
に
は
、「
人
間
が

ひ
と
り
で
生
き
て
い
く
こ
と
の
自
由
と
誇
り
」
も
「
恋
す
る
こ
と

の
喜
び
」
も
描
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
非
常
に
淡
い
も
の
で
あ

る
。
そ
の
淡
さ
を
特
筆
す
べ
き
も
の
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
が

「
と
て
つ
も
な
く
美
し
い
賛
歌
」
を
歌
い
あ
げ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
無
論
、
受
け
取
り
方
は
様
々
で
あ
る
。
紹
介
を
踏
み
越
え
た

解
釈
で
あ
る
点
は
認
め
て
も
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
映
画
を
じ
っ
く

り
観
た
者
に
と
っ
て
は
に
わ
か
に
首
肯
し
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　
「
卯
月
」
が
サ
ー
ク
ル
の
新
入
生
と
し
て
経
験
し
て
い
る
の
は
、

そ
の
場
所
に
な
ん
と
な
く
馴
染
め
ず
に
い
る
小
さ
な
違
和
感
で
あ

る
。
お
隣
さ
ん
と
の
や
り
と
り
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
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は
、
う
っ
す
ら
と
漂
う
コ
ニ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
全
の
感
覚
で
あ

る
。
ま
た
、
上
京
す
る
「
卯
月
」
を
送
り
出
す
彼
女
の
家
族
が
伝

え
る
の
は
、
経
済
的
に
自
立
し
て
自
活
す
る
大
学
生
が
「
ひ
と
り

で
生
き
て
い
く
こ
と
の
自
由
と
誇
り
」
で
は
な
い
。
松
た
か
子
演

じ
る
「
卯
月
」
の
家
族
を
演
じ
て
い
る
の
は
、
松
本
幸
四
郎
、
藤

間
紀
子
、
市
川
染
五
郎
、
松
本
紀
保
。
実
の
家
族
で
あ
る
。
映
像

的
に
豊
穣
さ
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
学
費
や
家
賃
や
生
活

費
を
自
己
負
担
す
る
タ
イ
プ
の
大
学
生
に
は
見
え
な
い
。
だ
か
ら

こ
そ
作
中
の
女
子
学
生
の
感
覚
を
通
し
た
「
甘
美
」
さ
の
リ
ア
リ

テ
ィ
も
成
立
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
地
獄
と
隣
り
合
わ
せ
の
「
甘

美
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
映
画
全
体
の
中
で
さ
り
げ
な
く
描
か

れ
る
違
和
感
や
不
全
感
の
行
き
ど
こ
ろ
に
対
し
て
は
、
一
切
の
映

像
的
な
説
明
は
な
い
。
そ
こ
に
こ
の
映
画
の
さ
ら
な
る
不
穏
さ
や

不
気
味
さ
が
あ
る
。

　

岩
井
俊
二
監
督
の
発
言
を
探
し
て
み
て
も
結
論
は
同
じ
で
あ

る
。
監
督
は
、
自
作
に
対
す
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
答
え
る
形
で
、

「『
四
月
物
語
』
は
『
リ
リ
イ
』
を
作
る
途
中
で
生
ま
れ
た
ん
で

す
。『
リ
リ
イ
』
の
ラ
ス
ト
に
登
場
す
る
誰
も
立
ち
入
れ
な
い
閉

塞
的
真
空
状
況
に
あ
る
少
年
の
話
を
や
ろ
う
と
し
て
い
た
。
酒
鬼

薔
薇
事
件
も
象
徴
的
で
す
が
、
な
ぜ
あ
あ
い
う
事
件
を
起
こ
し
た

の
か
、
何
に
追
い
立
て
ら
れ
た
の
か
。
ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
を
殺
し

た
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
も
同
じ
よ
う
な
真
空
状
態
で
、
フ
ァ
ン
と
一
緒

に
ダ
コ
タ
ハ
ウ
ス
の
前
に
い
る
ん
だ
け
ど
、
自
分
は
皆
と
違
う
。

ジ
ョ
ン
・
レ
ノ
ン
を
裁
き
に
来
て
い
る
と
。
そ
れ
を
生
臭
く
な
い

方
向
で
描
く
に
は
と
考
え
て
見
渡
し
て
み
る
と
、
大
学
に
入
っ
た

ば
か
り
の
学
生
が
目
に
つ
い
た
。
周
囲
に
誰
も
知
り
合
い
が
い
な

い
か
ら
、
ど
う
振
る
舞
っ
て
も
誰
に
も
分
か
ら
な
い
。
そ
の
延
長

で
『
四
月
物
語
』
を
作
っ
た
後
も
、
ま
だ
一
線
を
越
え
て
し
ま
っ

た
人
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
生
き
て
い
る
の
か
と
い
う
素
朴
な
疑
問

が
残
っ
た
。
そ
れ
が
『
リ
リ
イ
』
を
作
る
原
動
力
と
な
っ
た
わ
け

で
す
。『
四
月
物
語
』
を
作
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
た
ぶ
ん
『
リ
リ

イ
』
は
犯
罪
を
犯
し
た
後
の
真
空
状
態
を
描
い
た
映
画
に
な
っ
て

い
た
と
思
い
ま
す
。」（「
特
集
《
リ
リ
イ
・
シ
ュ
シ
ュ
の
す
べ

て
》：
岩
井
俊
二
（
監
督
）
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
」『
キ
ネ
マ
旬
報
』
二

〇
〇
一
・
九
、
一
三
三

−

一
三
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

そ
の
発
言
の
直
後
に
は
、
次
の
よ
う
に
も
書
い
て
い
る
。

「
ち
ょ
う
ど
『
ラ
ブ
レ
タ
ー
』（
一
九
九
五
年
）
の
撮
影
を
終
え
た

と
き
に
、
い
い
こ
と
ば
か
り
の
思
い
出
を
振
り
返
る
中
学
時
代
の



反
対
側
に
あ
る
、
思
い
出
し
た
く
な
い
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
な
中
学
時

代
を
全
部
置
き
去
り
に
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で

ち
ゃ
ん
と
決
着
し
て
お
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
大

河
内
清
輝
君
の
事
件
（
同
級
生
か
ら
暴
行
を
受
け
、
金
を
脅
し
取

ら
れ
続
け
た
こ
と
を
苦
に
し
て
自
殺
。
当
時
十
四
歳
）
が
あ
っ

た
。」（
岩
井
俊
二
「
岩
井
俊
二
─
葛
藤
し
な
が
ら
生
き
て
い
る

十
代
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
表
現
し
た
か
っ
た
」（『
東
京
人
』
二
〇
〇

一
・
一
〇
、
一
八

−

二
二
頁
）。

　

こ
こ
ま
で
映
画
か
ら
読
み
解
い
て
き
た
こ
と
を
監
督
自
身
の
言

葉
を
用
い
て
言
い
換
え
る
な
ら
、「
い
い
こ
と
ば
か
り
の
思
い
出
」

に
生
き
る
自
由
を
獲
得
し
な
が
ら
も
「
ダ
ー
ク
サ
イ
ド
」
に
潜
ん

で
い
る
現
実
と
向
き
合
う
日
が
訪
れ
る
可
能
性
の
中
で
送
ら
ざ
る

を
得
な
い
大
学
生
活
の
一
コ
マ
が
『
四
月
物
語
』
だ
と
言
え
る
だ

ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
映
画
と
文
学
の
「
絶
対
的
差
異
」

と
い
う
角
度
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
映
画
の
制
作
と
配
給
の
双
方
が

そ
の
「
絶
対
的
差
異
」
を
前
提
と
せ
ず
、
思
い
切
り
文
学
に
依
存

し
、
映
画
か
ら
遠
ざ
か
り
、
映
画
を
語
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
〈
原
作
現
象
〉
と
い
う
角
度
か
ら
み
る
な
ら
ば
、『
四

月
物
語
』
の
原
作
は
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
で
は
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
原
文
を
全
文
掲
載
す
る
な
ど
、
原

作
並
み
の
扱
い
を
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
関
係
の
絶
対
性
を
表
層

的
に
強
調
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
映
画
の
中
で
は
、
モ
ノ
と
し
て

の
書
物
が
丁
寧
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
独
歩
の
「
武
蔵

野
」
と
は
内
容
も
形
式
も
関
係
し
て
い
な
い
。「
卯
月
」
は
読
了

す
る
も
の
の
「
難
し
く
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
」
と
呟
い
て
お

り
、
文
学
的
な
影
響
も
認
め
ら
れ
な
い
。
他
方
で
監
督
自
身
は
読

み
込
ん
で
い
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
。『
四
月
物
語
』
が
独
歩

の
「
武
蔵
野
」
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー
ジ
と
そ
の
受
容
圏
の
広
さ
を
根

拠
に
し
て
製
作
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
本
質
的
に
は
、

あ
ら
ゆ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
は
そ
の
よ
う
に
相
互
に
関
連
し
て
い
る

も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
は
派
生
的
な
〈
原
作
現
象
〉

に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
文
学
上
の
根
拠
と
い
う
意
味
で
は
む
し
ろ
『
三
四

郎
』
が
切
り
拓
い
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
上
に
成
立
し
て
い
る
の

で
、
文
学
に
依
拠
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
れ
だ
け
の
大
部
の
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
（
デ
ザ
イ
ン
も
含
め
て
と
て
も
魅
力
的
な
力
作
で

す
！
）
を
制
作
す
る
の
で
あ
れ
ば
、『
三
四
郎
』
な
ど
も
紹
介
し
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た
方
が
よ
り
充
実
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
も
し
も
蓮
實
が
周

到
に
警
戒
し
て
い
た
よ
う
に
「
説
話
論
的
な
類
似
を
論
じ
る
こ

と
」
は
作
品
自
身
が
伝
え
て
い
る
こ
と
と
無
縁
で
あ
る
と
い
う
立

場
に
立
つ
な
ら
ば
、
文
学
な
ど
に
頼
る
こ
と
な
く
、
説
明
の
な
い

映
像
が
表
現
す
る
不
気
味
さ
と
そ
れ
を
可
能
に
す
る
映
画
に
つ
い

て
こ
そ
言
語
化
す
べ
き
で
あ
り
、
映
画
に
し
か
で
き
な
い
こ
と
を

こ
そ
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
落
と
し
込
む
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

結
論

　

論
旨
の
都
合
で
批
判
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、『
四
月
物
語
』

の
劇
場
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
批
判
す
る
こ
と
は
本
意
で
は
な
い
。
む

し
ろ
好
き
な
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
一
つ
で
あ
る
。
映
画
が
文
学
に
依

拠
す
る
こ
と
を
罪
悪
だ
と
言
い
た
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、

今
日
、
蓮
實
の
挑
発
的
か
つ
戦
略
的
な
言
辞
に
乗
る
こ
と
は
、
中

村
の
言
う
よ
う
に
「
不
自
由
な
枷
を
嵌
め
る
こ
と
に
な
る
」
だ
ろ

う
。
広
く
〈
原
作
現
象
〉
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

中
村
三
春
に
と
っ
て
の
〈
原
作
現
象
〉
は
「
日
本
文
芸
」
に
限

定
さ
れ
て
い
た
が
、
現
代
で
は
映
画
が
文
学
の
原
作
と
な
る
現
象

も
同
時
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
確
か
に

近
代
の
あ
る
時
期
ま
で
は
文
学
が
映
画
に
先
行
し
て
い
た
が
、
現

代
に
お
い
て
は
、
文
学
が
映
画
の
影
響
を
受
け
て
展
開
し
て
い
る

側
面
も
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
映
画
に
文
学
の
原
作
を
認
め
る
指

摘
も
多
く
な
る
だ
ろ
う
。『
新
映
画
事
典
』
に
お
け
る
「
映
画
と

文
学
」
の
項
目
が
建
設
的
か
つ
全
面
的
に
改
稿
さ
れ
る
日
を
待
ち

た
い
。


