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一
問
題
の
所
在

『
豊
饒
の
海
』
第
四
巻
『
天
人
五
衰
』
の
結
末
部
、
な
ぜ
聡
子
は
再
び

( )1

物
語
に
そ
の
姿
を
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
『

』
（

）
「

」
筆
者
は
拙
稿

豊
饒
の
海
試
論
２

物
語
ら
れ
る
転
生

―

を
め
ぐ
っ
て

に
お
い
て
、
先
の
論

―
」
（
九
大
日
文
」
二
〇
〇
八
年
十
月
）

「

考
で
提
示
し
た
物
語
の
内
と
外
と
い
う
二
項
対
立
の
ゆ
ら
ぎ
に
つ
い
て

( )2

の
考
察
を
行
っ
た
。
具
体
的
に
は
『
春
の
雪
』
後
半
部
以
降
、
物
語
か
ら

姿
を
消
し
た
聡
子
が
本
多
の
回
想
、
あ
る
い
は
会
話
中
に
そ
の
名
が
挙
げ

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
姿
を
現
わ
さ
な
い
な
が
ら
も
そ
の
よ
う
に
語
ら

れ
る
聡
子
が
、
本
多
の
物
語
に
お
い
て
い
か
な
る
機
能
を
持
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
問
い
を
設
定
し
、
論
を
進
め
た
。
本
多
は
「
法
」
に
拠
る
人
間

で
あ
り
、
テ
ク
ス
ト
中
に
は
四
有
輪
転
や
唯
識
論
が
転
生
を
支
え
る
法
と

し
て
提
示
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
法
は
、
本
多
が
一
連
の
「
転
生
」

。
、

を
転
生
と
認
識
す
る
た
め
の
法
と
し
て
は
機
能
し
て
い
な
い
前
稿
で
は

語
ら
れ
な
い
こ
と
で
本
多
の
認
識
下
に
生
み
出
さ
れ
た
聡
子
の
「
像
」
が

そ
の
「
法
」
の
役
割
を
負
っ
て
い
る
と
論
じ
、
こ
れ
に
よ
り
物
語
の
外
に

あ
る
聡
子
が
あ
た
か
も
物
語
内
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
、
そ
の
二

『
豊
饒
の
海
』
試
論
（
３
）

―
―

物
語
の

終
焉
、
そ

し
て
聡
子

は
「
ど
こ
」
に
い
る
？

稲
田

大
貴

I
N

A
D

A
D

a
i

k
i

項
に
ゆ
ら
ぎ
が
生
じ
て
い
る
と
論
じ
た
。
し
か
し
こ
れ
で
は
冒
頭
に
提
示

し
た
問
い
に
は
答
え
て
は
い
な
い
。
そ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
『
天

人
五
衰
』
の
分
析
を
経
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
本
多
は
七
十
六
歳
と
い
う
老
齢
に
達
し
て
い

る
。
妻
の
梨
枝
も
既
に
こ
の
世
を
去
り
、
本
多
は
老
友
で
あ
る
慶
子
と
付

き
合
い
つ
つ
、
余
生
を
送
っ
て
い
た
。
あ
る
と
き
、
本
多
は
慶
子
と
三
保

の
松
原
へ
の
旅
行
中
、
三
つ
の
黒
子
を
持
っ
た
少
年
、
透
と
出
会
う
。
本

多
は
三
つ
の
黒
子
を
見
、
透
を
転
生
者
で
は
な
い
か
と
思
い
、
自
分
の
養

子
に
す
る
。
初
め
の
内
は
順
調
で
あ
っ
た
二
人
の
生
活
も
透
が
二
十
歳
に

な
り
、
そ
の
内
に
秘
め
た
悪
意
を
顕
し
、
本
多
を
虐
待
す
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
一
変
す
る
。
し
か
し
透
は
、
慶
子
か
ら
転
生
の
秘
密
を
聞
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
服
毒
し
、
自
殺
を
試
み
る
。
結
果
、
透
は
一
命
を
取
り
留

め
る
が
失
明
し
、
狂
女
の
絹
江
以
外
と
の
誰
と
も
口
を
き
か
な
い
生
活
を

送
る
。
絹
江
は
そ
の
後
、
妊
娠
し
、
一
方
で
本
多
は
良
性
腫
瘍
の
膵
臓
嚢

腫
を
患
う
。
本
多
が
聡
子
の
下
を
訪
れ
る
こ
と
を
決
意
す
る
の
は
、
こ
の

後
の
こ
と
で
あ
る
。

本
多
の
認
識
下
に
生
み
出
さ
れ
た
聡
子
の
「
像
」
が
、
本
多
の
認
識
に

お
い
て
一
連
の
「
転
生
」
を
転
生
た
ら
し
め
て
い
る
「
法
」
で
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
れ
ば
『
天
人
五
衰
』
で
聡
子
の
存
在
が
本
多
の
物
語
に
要
請

、

さ
れ
る
理
由
と
し
て
、
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成
さ
れ
る
転
生
を
見
る

物
語
で
あ
る
本
多
の
物
語
に
何
ら
か
の
変
調
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
変
調
が
大
き
く
振
幅
し
、
も
は
や
元
の
位
置
に
ま
で
戻

、
、

、
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
が
透
の
失
明
絹
江
の
妊
娠
で
あ
り

。
、

『
』

本
多
の
病
で
あ
る
こ
の
よ
う
に
本
多
の
物
語
の
変
調
は
天
人
五
衰



後
半
部
か
ら
顕
在
化
し
て
い
る
が
、
そ
の
変
調
自
体
は
、
透
と
い
う
存
在

が
本
多
の
物
語
の
内
部
に
入
り
込
ん
だ
時
点
か
ら
既
に
始
ま
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
。

よ
っ
て
本
稿
で
は
透
が
『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
い
か
な
る
存
在
と
し

て
扱
わ
れ
て
い
る
か
を
分
析
し
、
そ
の
存
在
に
よ
っ
て
本
多
の
物
語
が
ど

の
よ
う
に
変
調
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。
そ
の
上
で
透
の
失
明
を
始
め
と

し
た
、
絹
江
の
妊
娠
、
本
多
の
病
と
い
っ
た
事
象
が
ど
の
よ
う
に
本
多
の

物
語
に
作
用
し
、
聡
子
の
存
在
を
要
請
さ
せ
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
で
、

な
ぜ
聡
子
が
物
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す

る
。
以
上
の
論
考
を
踏
ま
え
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
領
域
に
お
い
て
聡
子
は

「
ど
こ
」
に
い
る
の
か
を
考
え
た
い
。

二
透
と
い
う
存
在

『
豊
饒
の
海
』
四
部
作
を
概
観
す
る
と
、
清
顕
→
勲
→
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン

と
い
う
一
連
の
「
転
生
」
に
連
な
る
人
物
と
し
て
、
透
は
位
置
づ
け
ら
れ

る
。
ま
た
『
天
人
五
衰
』
に
お
い
て
、
透
は
美
し
い
、
才
能
あ
る
少
年
と

し
て
描
写
さ
れ
る
と
共
に
「
選
ば
れ
た
」
者
の
意
識
を
持
っ
た
少
年
と

、

。
、

、
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
そ
の
意
識
を
支
え
て
い
る
も
の
は
透
の
認
識

つ
ま
り
「
見
る
」
こ
と
で
あ
る
。

彼
は
凍
つ
た
や
う
に
青
白
い
美
し
い
顔
を
し
て
ゐ
た
。
心
は
冷
た

く
、
愛
も
な
く
、
涙
も
な
か
つ
た
。

し
か
し
眺
め
る
こ
と
の
幸
福
は
知
つ
て
ゐ
た
。
天
賦
の
目
が
そ
れ

を
教
へ
た

見
て
見
て
見
抜
く
明
晰
さ
の
極
限
に
、
何
も
現

。
（
中
略
）

は
れ
な
い
こ
と
の
確
実
な
領
域
、
そ
こ
は
確
実
に
濃
藍
で
、
物
象
も

と
も
ど
も
に
、
酢
酸
に
涵
さ
れ
酸
化
鉛
の
や
う
に
溶
解
し
て
、
も
は

や
見
る
こ
と
が
認
識
の
足
枷
を
脱
し
て
、
そ
れ
自
体
で
透
明
に
な
る

領
域
が
き
つ
と
あ
る
筈
だ
。

（
中
略
）

こ
の
十
六
歳
の
少
年
は
自
分
が
ま
る
ご
と
こ
の
世
界
に
は
属
し
て

ゐ
な
い
こ
と
を
確
信
し
て
ゐ
た
。
こ
の
世
に
は
半
身
し
か
属
し
て
ゐ

な
い
。
あ
と
の
半
身
は
、
あ
の
幽
暗
な
、
濃
藍
の
領
域
に
属
し
て
ゐ

た
。
従
つ
て
こ
の
世
で
自
分
を
規
制
し
う
る
ど
ん
な
法
律
も
規
則
も

な
い
。
た
だ
自
分
は
こ
の
世
の
法
律
に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
ふ
り
を
し
て

ゐ
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
だ
。
天
使
を
縛
る
法
律
が
ど
こ
の
国
に
あ
る

（
天
人
五
衰
』
三
章
）

だ
ら
う
。
『

こ
の
透
の
「
見
る
」
こ
と
に
よ
る
認
識
の
あ
り
方
は
本
多
の
そ
れ
と
全
く

同
質
の
も
の
で
あ
る
。
慶
子
と
共
に
、
三
保
の
松
原
を
訪
れ
た
本
多
は
、

透
の
働
く
帝
国
信
号
通
信
所
を
訪
ね
る
。
こ
こ
で
本
多
と
透
は
初
め
て
顔

、
、

。
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
本
多
は
そ
の
と
き
透
を
一
目
で
見
抜
く

本
多
と
少
年
の
目
が
会
つ
た
。
そ
の
と
き
本
多
は
少
年
の
裡
に
、

、
、

自
分
と
全
く
同
じ
機
構
の
歯
車
が
同
じ
冷
や
や
か
な
微
動
を
以
て

正
確
無
比
に
同
じ
速
度
で
廻
つ
て
ゐ
る
の
を
直
感
し
た
。
ど
ん
な
小

さ
な
部
品
に
い
た
る
ま
で
本
多
と
相
似
形
で
、
雲
一
つ
な
い
虚
空
へ

向
つ
て
放
た
れ
た
や
う
に
、
そ
の
機
構
の
完
全
な
目
的
の
欠
如
ま
で



同
じ
で
あ
つ
た

…
…
し
か
し
少
年
が
同
じ
機
構
を
持
ち
な

。
（
中
略
）

が
ら
、
本
多
と
は
ち
が
つ
て
、
そ
れ
を
完
全
に
誤
解
し
て
ゐ
る
こ
と

。
。

は
あ
り
う
る
こ
と
だ
つ
た
多
分
そ
れ
が
年
齢
と
い
ふ
も
の
だ
ら
う

本
多
の
工
場
は
人
間
の
完
全
な
欠
如
に
よ
つ
て
人
間
的
だ
つ
た
が
、

少
年
が
ど
う
し
て
も
そ
れ
を
人
間
的
と
考
へ
な
い
の
な
ら
そ
れ
で
も

（
天
人
五
衰
』
十
章
）

よ
か
つ
た
。
『

こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
機
構
」
と
は
認
識
者
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
。
本
多

が
そ
れ
を
「
人
間
の
完
全
な
欠
如
に
よ
つ
て
人
間
的
」
な
機
構
と
し
て
捉

え
て
い
る
の
に
対
し
、
透
は
「
人
間
的
契
機
」
か
ら
免
れ
た
「
選
ば
れ

、

た
」
者
の
機
構
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
差
異
は
あ
る
が
、
透
は
本
多

と
相
似
形
の
認
識
者
と
し
て
語
ら
れ
る
。

、
『

』
「

」
し
か
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
透
は
天
人
五
衰
に
お
け
る
転
生

者
と
し
て
も
扱
わ
れ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
証
跡
は
透
の
脇
腹
に
見
ら
れ

る
三
つ
の
黒
子
で
あ
る
。
四
有
輪
転
に
よ
る
年
齢
の
一
致
に
関
し
て
は
、

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
の
死
亡
日
が
「
春
」
と
の
み
語
ら
れ
、
本
多
の
調
査
で
も

不
明
な
ま
ま
で
曖
昧
な
こ
と
、
ま
た
透
の
誕
生
日
も
出
生
日
よ
り
後
と
述

べ
ら
れ
て
お
り
、
正
確
で
な
い
こ
と
か
ら
証
拠
と
し
て
は
取
り
上
げ
づ
ら

。
、

、
い
ま
た
夢
日
記
の
記
述
も
透
に
関
す
る
も
の
は
提
示
さ
れ
て
お
ら
ず

本
多
は
疑
い
を
持
ち
な
が
ら
も
、
三
つ
の
黒
子
だ
け
で
透
を
転
生
者
と
見

做
し
て
い
る
。
透
が
清
顕
に
連
な
る
転
生
で
あ
る
か
否
か
は
、
先
に
述
べ

た
よ
う
に
、
転
生
を
決
定
づ
け
る
普
遍
的
法
が
不
在
で
あ
る
以
上
は
決
定

不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
決
定
不
可
能
で
は
あ
る
も
の
の
、
転
生
者
か
否

か
、
と
い
う
疑
問
の
対
象
と
な
る
に
は
転
生
者
ら
し
い
条
件
を
有
し
て
い

る
必
要
が
あ
る
。
転
生
の
証
拠
と
し
て
三
つ
の
黒
子
の
他
に
、
透
が
こ
れ

ま
で
の
「
転
生
」
者
の
過
去
世
を
見
て
い
る
と
読
ま
れ
る
箇
所
が
あ
る
。

こ
の
山
脈
の
上
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
仄
青
い
間
隙
の
あ
る
薔
薇
い

ろ
の
横
雲
が
一
面
に
流
れ
、
こ
の
山
脈
の
下
に
は
薄
鼠
い
ろ
の
雲
が

海
の
や
う
に
堆
積
し
て
ゐ
る
。
そ
し
て
山
脈
の
浮
彫
は
、
薔
薇
い
ろ

の
雲
の
反
映
を
山
裾
に
ま
で
受
け
て
、
匂
う
て
ゐ
る
。
そ
の
山
裾
に

は
人
家
の
点
在
ま
で
想
ひ
見
ら
れ
、
そ
こ
に
薔
薇
い
ろ
に
花
ひ
ら
い

た
幻
の
国
土
の
出
現
を
透
は
見
た
。

あ
そ
こ
か
ら
自
分
は
来
た
の
だ
、
と
透
は
思
つ
た
。
幻
の
国
土
か

（
天
人

ら
。
夜
明
け
の
空
が
た
ま
た
ま
垣
間
見
せ
る
あ
の
国
か
ら
。
『

五
衰
』
五
章
）

そ
の
と
き
透
の
望
遠
鏡
は
、
見
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
を
見
た
。

顎
を
ひ
ら
い
て
苦
し
む
波
の
大
き
な
口
腔
の
裡
に
、
ふ
と
別
の
世

界
が
揺
曳
し
た
や
う
な
気
が
し
た
の
で
あ
る
。
透
の
目
が
幻
影
を
見中

る
筈
は
な
い
か
ら
見
た
も
の
は
実
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
。
（

暗
い
奥
処
に
ひ
ら
め
い
た
光
彩
が
、
別
な
世
界
を
開
顕
し
た
の

略
）

だ
が
、
た
し
か
に
一
度
見
た
場
所
だ
と
い
ふ
お
ぼ
え
が
あ
る
の
は
、

測
り
知
ら
れ
ぬ
ほ
ど
遠
い
記
憶
と
関
は
り
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

（
）

い
過
去
世
と
い
ふ
も
の
が
あ
れ
ば
そ
れ
か
も
し
れ
な
い

。
、

。
中
略

が
、
そ
こ
に
光
明
が
あ
り
、
閃
光
が
走
つ
た
の
は
、
稲
妻
に
貫
か
れ

た
海
中
の
光
景
だ
つ
た
の
だ
ら
う
か
。
そ
ん
な
も
の
が
、
こ
の
お
だ

や
か
な
西
日
の
汀
に
見
ら
れ
や
う
筈
は
な
い
。
第
一
、
そ
の
世
界
と



こ
の
世
界
が
共
在
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
法
は
な
い
。
そ

こ
に
仄
見
え
た
の
は
、
別
の
時
間
な
の
で
あ
ら
う
か
。
今
透
の
腕
時

計
が
刻
ん
で
ゐ
る
も
の
と
は
、
別
の
時
間
の
下
に
あ
る
何
か
な
の
で

（
天
人
五
衰
』
十
三
章
）

あ
ら
う
か
。
『

何
の
鳥
だ
つ
た
ら
う
。
あ
ま
り
永
く
見
詰
め
て
ゐ
る
う
ち
に
、
そ

の
黒
い
羽
根
の
固
ま
り
は
、
鳥
で
は
な
く
て
、
女
の
鬘
の
や
う
に
も

（
天
人
五
衰
』
二
十
四
章
）

思
は
れ
だ
し
た
。
『

こ
れ
ら
は
對
馬
勝
淑
、
太
田
雅
子
ら
が
既
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、

( )3

( )4

透
が
過
去
世
の
記
憶
と
し
て
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
、
勲
、
清
顕
の
記
憶
を
見

て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
透
は
語
り
手
の
レ
ベ
ル
か

「
」

。
、

、
ら
見
た
場
合
は
転
生
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
し
か
し
一
番
目

二
番
目
の
引
用
は
透
に
内
的
焦
点
化
し
た
描
写
で
あ
り
、
三
番
目
は
透
の

手
記
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
本
多
に
示
さ
れ
る
こ
と
は
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
の
透
の
見
た
過
去
世
の
記
憶
は
本
多
に
軸
を
お
い
て
考

え
た
場
合
、
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
語
り
手
の
レ
ベ
ル
か
ら
考
え
た

場
合
の
み
、
透
が
転
生
で
あ
る
と
い
う
証
拠
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
三
つ
の
黒
子
に
つ
い
て
考
え
直
し
て
お
き
た
い
。
本
多
は
透
に

三
つ
の
黒
子
を
見
、
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
転
生
で
あ
る
と
認
め
た
。
し

か
し
そ
れ
が
本
多
、
つ
ま
り
は
認
識
者
に
の
み
見
る
こ
と
の
で
き
る
、
自

身
の
参
入
で
き
な
い
「
不
可
能
」
の
表
徴
で
あ
る
可
能
性
を
前
稿
で
提
示

し
た
。
本
多
に
と
っ
て
は
、
自
身
の
参
入
の
「
不
可
能
」
と
転
生
の
証

( )5

拠
と
は
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
し
か
し
透
も
ま
た
、
自
身
の
三
つ
の
黒
子
を

確
認
し
て
い
る
。
先
の
論
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
『
豊
饒
の
海
』
全
体

、

を
見
渡
し
て
も
、
三
つ
の
黒
子
を
見
た
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
の
は
本

多
と
透
の
み
で
あ
る
。 ( )6

さ
う
し
て
上
げ
た
自
分
の
腕
を
、
窓
の
光
り
が
蒼
々
と
辷
り
下
り

て
来
て
、
石
鹸
の
泡
に
見
え
が
く
れ
し
て
ゐ
る
脇
腹
の
、
左
の
乳
の

す
ぐ
か
た
は
ら
を
明
る
ま
せ
て
ゐ
る
の
を
、
透
は
ち
ら
と
見
て
微
笑

し
た
。
生
ま
れ
な
が
ら
に
、
そ
こ
に
、
三
つ
の
黒
子
が
昴
の
星
の
や

う
に
象
嵌
さ
れ
て
ゐ
る
。
い
つ
か
ら
と
も
な
く
、
透
は
そ
れ
を
自
分

が
あ
ら
ゆ
る
人
間
的
契
機
か
ら
自
由
な
恩
寵
を
受
け
て
ゐ
る
こ
と

（
天
人
五
衰
』
六

の
、
肉
体
的
な
証
し
だ
と
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
『

章
）

透
は
三
つ
の
黒
子
を
「
人
間
的
契
機
か
ら
自
由
な
恩
寵
を
受
け
て
ゐ
る
こ

と
」
の
証
し
、
つ
ま
り
透
徹
し
た
認
識
者
と
し
て
「
選
ば
れ
た
」
者
の
肉

体
的
表
徴
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
三
つ
の

黒
子
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
認
識
者
た
る
証
し
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
見
る
と
い
う
行
為
に
は
、
必
然
的
に
「
距
離
」
が
必
要
で
あ

る
。
よ
っ
て
見
な
が
ら
参
入
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
透
は

自
身
に
三
つ
の
黒
子
を
見
て
い
る
。
つ
ま
り
透
は
「
転
生
」
者
で
あ
り
な

が
ら
、
認
識
者
で
も
あ
る
、
矛
盾
し
た
存
在
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
は
本

多
に
よ
っ
て
「
知
つ
て
い
な
が
ら
な
お
か
つ
美
し
い
」
存
在
と
し
て
語

、

ら
れ
る
。
し
か
し
本
多
は
そ
れ
を
「
あ
り
え
な
い
」
と
考
え
、
透
を
転
生

者
の
「
精
巧
な
贋
物
」
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で



は
、
透
が
「
転
生
」
者
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
認
識
者
で
も
あ
る
と
い

う
矛
盾
を
内
包
し
て
い
る
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
理
解
に
留

め
て
お
き
た
い
。

三
透
の
手
記

透
が
「
転
生
」
者
で
あ
る
と
考
え
た
場
合
、
そ
の
「
転
生
」
者
と
し
て

の
運
命
と
い
う
も
の
が
問
題
と
な
る
。
慶
子
は
透
を
呼
び
出
し
、
転
生
の

秘
密
を
語
っ
た
際
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
そ
こ
か
ら
喜
ん
で
出
て
来
た
の
は
、
そ
も
そ
も
あ
な
た
が
、
自
分

は
人
と
は
ち
が
ふ
と
思
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
せ
う
。

松
枝
清
顕
は
、
思
ひ
も
か
け
な
か
つ
た
恋
の
感
情
に
つ
か
ま
れ
、

、
。

飯
沼
勲
は
使
命
に
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
は
肉
に
つ
か
ま
れ
て
ゐ
ま
し
た

あ
な
た
は
一
体
、
何
に
つ
か
ま
れ
て
ゐ
た
の
？

自
分
は
人
と
は
ち

が
ふ
と
い
ふ
、
何
の
根
拠
も
な
い
認
識
だ
け
に
で
せ
う
？

外
か
ら
人
を
つ
か
ん
で
、
む
り
や
り
人
を
引
き
ず
り
廻
す
も
の
が

運
命
だ
と
す
れ
ば
、
清
顕
さ
ん
も
勲
さ
ん
も
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
も
運

命
を
持
つ
て
ゐ
た
わ
。
で
は
、
あ
な
た
を
外
か
ら
つ
か
ん
だ
も
の
は

（
天
人
五
衰
』
第
二
十
七
章
）

何
？

そ
れ
は
私
た
ち
だ
つ
た
の
よ
」
『

「
」

、
。

転
生
者
は
運
命
に
つ
か
ま
れ
そ
れ
に
よ
っ
て
行
為
へ
と
導
か
れ
る

清
顕
は
恋
の
感
情
に
つ
か
ま
れ
、
月
修
寺
に
入
り
、
会
う
こ
と
が
不
可
能

と
な
っ
た
聡
子
に
死
を
賭
し
て
会
い
に
行
き
、
勲
は
不
可
能
の
表
徴
と
し

て
の
天
皇
に
対
し
て
の
忠
誠
に
つ
か
ま
れ
、
蔵
原
武
介
を
暗
殺
し
、
切
腹

す
る
。
ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
も
ま
た
、
自
身
の
肉
体
と
い
う
不
可
能
に
つ
か
ま

、
。

、
「

」
、

れ
レ
ズ
ビ
ア
ン
行
為
を
行
う
で
は
透
は
一
体
何
に
つ
か
ま
れ
て

行
為
し
て
い
る
の
か
。
こ
こ
で
、
透
の
あ
る
性
質
を
提
示
し
て
お
き
た

( )7

い
。

透
の
心
に
た
え
ず
疼
く
や
う
に
な
つ
た
或
る
衝
動
も
亦
、
絹
江
の

存
在
に
安
ら
ぎ
を
覚
え
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
た
え
ず
ひ
そ
か
に
人
を
傷

つ
け
ず
に
は
や
ま
ぬ
と
い
ふ
衝
動
で
あ
る
。
透
の
心
の
鋭
利
が
、
も

は
や
嚢
を
突
き
出
た
錐
の
や
う
に
、
人
を
傷
つ
け
た
く
て
う
ず
う
ず

し
て
ゐ
た
。
一
度
古
沢
で
味
を
し
め
た
か
ら
に
は
、
次
に
誰
を
傷
つ

け
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
目
を
周
囲
に
放
つ
た
。
錆
ひ
と
つ
つ
け
ず

に
磨
か
れ
ぬ
い
た
純
粋
さ
は
早
晩
兇
器
に
転
身
す
る
も
の
だ
。
透
は

は
じ
め
て
、
見
る
こ
と
以
外
に
も
、
自
分
に
具
は
つ
て
ゐ
る
力
の
あ

（
天
人
五
衰
』
二
十
章
）

る
こ
と
に
目
ざ
め
た
。
『

透
は
「
人
を
傷
つ
け
ず
に
は
や
ま
ぬ
と
い
ふ
衝
動
」
を
持
っ
て
い
る
。
そ

れ
は
ま
さ
し
く
悪
意
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
も
の
で
あ
り
、
透
の
意
識
を

超
え
た
「
や
ま
ぬ
と
い
ふ
衝
動
」
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
透
が
「
つ
か
ま

れ
て
ゐ
た
、
透
の
運
命
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
透
は
自
ら
の
悪
意
に
基

」

づ
い
て
行
為
す
る
。
そ
の
表
れ
が
『
天
人
五
衰
』
二
十
四
章
の
透
の
手

、

記
で
あ
り
、
二
十
六
章
以
降
の
本
多
へ
の
虐
待
で
あ
る
「
転
生
」
者
で

。

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
し
ら
の
運
命
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
行
為
す
る
行
為
者
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
透
は
行
為
者
で
あ
り
な



が
ら
、
認
識
者
で
も
あ
る
矛
盾
存
在
と
言
え
る
。

で
は
そ
の
よ
う
な
透
の
存
在
は
本
多
の
物
語
に
ど
の
よ
う
な
変
調
を
与

。
。

え
た
の
か
こ
の
こ
と
を
透
の
手
記
を
手
が
か
り
と
し
て
見
て
ゆ
き
た
い

透
の
手
記
は
本
多
と
浜
中
一
家
と
の
下
田
へ
の
旅
行
以
後
か
ら
、
百
子
と

の
破
談
ま
で
が
透
の
一
人
称
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
こ
の
箇
所

に
お
い
て
手
記
と
い
う
体
裁
を
と
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

手
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
い
か
な
る
読
み
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
つ
つ
、
透
の
手
記
に
表
れ
て
い
る
透
の
性
質

が
本
多
の
物
語
に
与
え
た
変
調
の
端
緒
を
こ
こ
で
は
示
し
て
お
き
た
い
。

透
の
手
記
を
概
観
す
る
と
、
透
の
内
面
描
写
と
百
子
、
汀
と
の
出
来
事

の
描
写
に
大
別
さ
れ
る
。
例
外
と
し
て
は
先
に
引
用
し
た
、
清
顕
の
過
去

世
を
見
る
箇
所
と
、
本
多
へ
の
悪
意
を
吐
露
す
る
箇
所
で
あ
る
。
例
外
を

除
け
ば
全
体
と
し
て
、
透
の
手
記
は
透
の
内
面
の
悪
意
が
百
子
に
対
し
て

向
け
ら
れ
、
そ
れ
が
現
実
に
な
っ
て
ゆ
く
過
程
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。百
子
の
美
し
さ
は
、
も
ち
ろ
ん
客
観
的
条
件
を
充
た
す
に
十
分
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
、
僕
に
と
つ
て
必
要
な
の
は
彼
女
の
愛

で
あ
り
、
彼
女
自
身
を
傷
つ
け
る
た
め
の
刃
物
を
ま
づ
彼
女
に
与
へ

て
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
に
せ
も
の
の
紙
の
ナ
イ
フ
で
は
、
彼

女
は
ど
の
み
ち
自
分
の
胸
を
刺
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

多
く
の
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
厳
し
い
欲
求
が
、
理
性
や
意
志
か
ら

よ
り
も
、
性
慾
か
ら
出
が
ち
な
こ
と
を
、
僕
は
よ
く
知
つ
て
ゐ
る
。

性
慾
の
口
や
か
ま
し
い
詳
細
な
注
文
は
、
し
ば
し
ば
倫
理
的
欲
求
と

さ
へ
ま
ち
が
へ
ら
れ
る
。
僕
が
百
子
に
対
し
て
め
ぐ
ら
す
計
画
が
、

か
う
い
ふ
混
淆
を
来
さ
な
い
た
め
に
は
、
い
つ
か
性
慾
用
の
女
を
別

に
持
つ
必
要
が
あ
る
だ
ら
う
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
百
子
の
肉
体
を

傷
つ
け
な
い
で
精
神
だ
け
傷
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
、
悪
の
も
つ

と
も
微
妙
な
悩
ま
し
い
願
ひ
だ
か
ら
だ
。
僕
は
僕
の
悪
の
性
格
を
よ

（
天
人
五
衰
』
二
十
四
章
）

く
知
つ
て
ゐ
る
。
『

こ
の
よ
う
に
透
の
百
子
に
対
す
る
悪
意
の
計
画
が
立
案
さ
れ
、
そ
れ
は
着

実
に
実
行
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
百
子
と
は
破
談
と
な
る
。

つ
ま
り
透
の
手
記
に
は
、
透
の
悪
意
と
い
う
自
意
識
が
現
実
に
発
現
さ
れ

て
ゆ
く
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
透
が
行
為
者
で
あ
る
と
同
時
に
、

認
識
者
で
も
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
ぜ
、
手
記

と
い
う
体
裁
を
と
る
必
要
性
が
あ
っ
た
の
か
。
確
か
に
、
手
記
と
い
う
体

裁
は
百
子
と
の
破
談
が
透
の
自
意
識
の
現
実
的
発
現
で
あ
る
こ
と
を
示
す

。
、

手
段
と
し
て
は
適
切
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
か
し
こ
こ
に
こ
そ

こ
の
箇
所
が
手
記
で
書
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
あ
る
。
手
記
に

描
か
れ
る
透
は
、
間
違
い
な
く
透
で
あ
り
な
が
ら
、
手
記
を
書
い
て
い
る

透
自
身
で
は
な
い
。
手
記
の
内
部
の
透
は
あ
く
ま
で
も
透
自
身
の
反
映
と

し
て
の
「
像
」
で
あ
る
。
行
為
者
で
あ
り
、
認
識
者
で
も
あ
る
と
い
う
矛

盾
を
抱
え
る
以
上
、
透
の
自
意
識
の
発
現
は
行
為
者
で
あ
る
手
記
内
部
の

「
像
」
と
し
て
の
透
と
、
手
記
を
書
い
て
い
る
透
自
身
と
い
う
認
識
者
に

分
割
可
能
な
手
記
と
い
う
形
で
し
か
書
か
れ
得
な
い
。
し
か
し
透
の
手
記

は
透
自
身
の
手
に
よ
っ
て
海
に
捨
て
ら
れ
、
そ
の
後
、
透
に
よ
る
本
多
へ

。
。

の
虐
待
が
始
ま
る
こ
の
と
き
透
は
手
記
を
必
要
と
し
な
く
な
っ
て
い
る



手
記
を
書
く
こ
と
で
、
認
識
者
と
し
て
の
自
己
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
悪
意

と
い
う
自
意
識
を
現
実
に
発
現
す
る
方
法
と
し
て
の
「
手
記
」
は
、
既
に

透
に
内
面
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
で
は
透
の
こ
の
よ
う
な
性
質
は
、
本
多
の
物
語
に
い
か
な
る
変

調
を
も
た
ら
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
多
の
物
語
と
は
夢
と
現
実
の
狭
間
で

織
り
成
さ
れ
る
転
生
を
見
る
も
の
で
あ
る
。
転
生
を
認
識
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
本
多
の
自
意
識
の
発
現
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
そ
し
て
そ
れ
は

夢
が
現
実
と
な
り
、
現
実
が
夢
に
回
収
さ
れ
る
と
い
う
形
で
編
ま
れ
て
き

た
物
語
で
あ
る
。
そ
の
動
力
と
な
っ
て
い
る
夢
日
記
は
清
顕
の
夢
の
描
写

だ
が
、
本
多
の
自
意
識
は
そ
れ
を
認
識
の
力
に
よ
っ
て
現
実
に
発
現
さ
せ

て
い
る
。
し
か
し
そ
の
現
実
は
一
方
で
夢
に
回
収
さ
れ
て
お
り
、
本
多
の

物
語
は
夢
／
現
実
の
二
項
対
立
の
狭
間
で
紡
が
れ
て
い
る
。
し
か
し
透
に

関
し
て
の
夢
日
記
の
記
述
は
一
切
、
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
夢
日
記

と
透
の
手
記
を
比
較
し
て
み
て
も
、
夢
日
記
が
清
顕
の
夢
の
描
写
を
本
多

の
自
意
識
が
現
実
に
発
現
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
透
の
手
記
は
あ

く
ま
で
も
透
の
自
意
識
が
現
実
に
発
現
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
あ
く
ま
で

も
現
実
の
領
域
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
透
が
毒
を
嚥

ん
だ
後
に
本
多
の
、
夢
日
記
を
「
ど
う
し
て
焼
い
た
か
、
と
い
ふ
問
」
に

「
僕
は
夢
を
見
た
こ
と
が
な
か
つ
た
か
ら
で
す
」
と
答
え
て
い
る
こ
と
に

も
表
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
透
は
本
多
の
物
語
に
お
い
て
、
完

全
に
現
実
の
み
に
あ
る
存
在
と
言
え
る
。

こ
の
透
が
三
つ
の
黒
子
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
、
本
多
は
一
連
の
「
転

生
」
者
と
の
連
続
性
を
透
に
見
、
透
は
本
多
の
物
語
に
組
み
込
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
夢
／
現
実
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
物
語
の
内
部

に
透
と
い
う
、
現
実
に
の
み
拠
っ
て
い
る
存
在
が
入
り
込
む
こ
と
で
、
そ

の
構
造
は
少
し
ず
つ
崩
壊
へ
と
近
づ
い
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四
物
語
の
終
焉

透
が
失
明
し
、
自
身
に
良
性
腫
瘍
の
膵
臓
嚢
腫
が
見
つ
か
っ
て
後
、
本

多
は
月
修
寺
を
訪
れ
、
聡
子
に
会
う
決
意
を
す
る
。
し
か
し
そ
の
理
由
は

明
確
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
六
十
年
も
の
間
、
訪
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

月
修
寺
を
な
ぜ
本
多
は
訪
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
換
言
す
れ

、
、

ば
な
ぜ
本
多
の
物
語
に
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
な
か
っ
た
聡
子
が
招
請
さ
れ

語
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
そ
の
直
接
的
な
契
機
と
し
て
語

ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
多
自
身
の
病
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
き
っ
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
本
多
の
物
語
に
聡
子
が
要
請
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
は
、
透
の
存
在
に
よ
っ
て
本
多
の
物
語
を
構
成
し
て
い

る
夢
／
現
実
の
二
項
対
立
が
崩
壊
へ
と
近
づ
い
て
い
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
本
節
で
は
そ
の
過
程
を
『
天
人
五
衰
』
の
二
十
六
章
以
降
か
ら
見

、

て
ゆ
き
た
い
。

本
多
は
疑
い
を
持
ち
な
が
ら
も
、
透
を
そ
の
三
つ
の
黒
子
に
よ
っ
て
転

生
者
で
あ
る
と
認
識
し
た
。
こ
の
こ
と
は
透
が
、
本
多
の
自
意
識
の
発
現

と
し
て
の
本
多
の
物
語
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
透

は
、
逆
に
本
多
を
自
意
識
の
発
現
に
組
み
込
も
う
と
す
る
。
そ
れ
は
透
の

悪
意
が
本
多
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
で
顕
在
化
し
、
本
多
と
透
の
、
認
識
に

よ
る
闘
争
が
こ
こ
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
『
天
人
五
衰
』
二
十

。

六
章
か
ら
は
、
そ
の
透
の
悪
意
の
顕
れ
が
語
ら
れ
る
。
本
多
は
透
の
虐
待



に
よ
っ
て
、
理
性
の
澄
明
さ
を
失
い
な
が
ら
も
、
透
が
満
二
十
一
歳
ま
で

に
死
ぬ
と
い
う
「
希
望
」
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
結
論
を
言
っ
て
し
ま

え
ば
、
こ
の
認
識
の
闘
争
は
決
着
し
な
か
っ
た
。
慶
子
が
透
に
転
生
に
つ

い
て
話
し
た
か
ら
で
あ
る
。
慶
子
の
話
を
聞
い
た
透
は
、
本
多
に
夢
日
記

を
借
り
る
。
そ
の
後
透
は
、
夢
日
記
を
燃
や
し
て
服
毒
し
、
失
明
す
る
。

な
ぜ
透
は
毒
を
嚥
ん
だ
の
か
。
そ
れ
は
透
の
家
庭
教
師
で
あ
っ
た
古
沢
が

語
っ
た
鼠
と
猫
の
話
に
端
的
に
表
さ
れ
て
い
る
。

「
ぢ
や
、
話
さ
う
。
…
…

た
と
へ
ば
自
分
を
猫
だ
と
信
じ
た
鼠
の
話
だ
。
な
ぜ
だ
か
し
ら
な

い
が
、
そ
の
鼠
は
自
分
の
本
質
を
よ
く
点
検
し
て
み
て
、
自
分
は
猫

に
ち
が
ひ
な
い
と
確
信
す
る
や
う
に
な
つ
た
ん
だ
。
そ
こ
で
同
類
の

鼠
を
見
る
目
も
ち
が
つ
て
来
、
あ
ら
ゆ
る
鼠
は
自
分
の
餌
に
す
ぎ
な

い
の
だ
が
、
た
だ
猫
で
あ
る
こ
と
を
見
破
ら
れ
な
い
た
め
に
、
自
分

は
鼠
を
喰
は
ず
に
ゐ
る
だ
け
だ
と
信
じ
た
」

（
中
略
）

「
と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と
、
そ
の
鼠
が
本
物
の
猫
に
出
会
し
て
し

ま
つ
た
ん
だ
。

『
お
前
を
喰
べ
る
よ
』

と
猫
が
言
つ
た
。

『
い
や
、
私
を
喰
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
』

と
鼠
は
答
へ
た
。

『
な
ぜ
』

『
だ
つ
て
猫
が
猫
を
喰
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
せ
う
。
そ
れ
は
原

理
的
本
能
的
に
不
可
能
で
せ
う
。
そ
れ
と
い
ふ
の
も
、
私
は
か
う
見

え
て
も
猫
な
ん
だ
か
ら
』

そ
れ
を
き
く
と
猫
は
引
つ
く
り
返
つ
て
笑
つ
た
。
髭
を
ふ
る
は
せ

て
、
前
肢
で
宙
を
引
つ
掻
い
て
、
白
い
柔
毛
に
包
ま
れ
た
腹
を
波
打

た
せ
て
笑
つ
た
。
そ
れ
か
ら
起
き
上
る
と
、
矢
庭
に
鼠
に
つ
か
み
か

か
つ
て
喰
は
う
と
し
た
。
鼠
は
叫
ん
だ
。

『
な
ぜ
私
を
喰
は
う
と
す
る
』

『
お
前
は
鼠
だ
か
ら
だ
』

『
い
や
、
私
は
猫
だ
。
猫
は
猫
を
喰
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
』

『
い
や
、
お
前
は
鼠
だ
』

『
私
は
猫
だ
』

『
そ
ん
な
ら
そ
れ
を
証
明
し
て
み
ろ
』

鼠
は
か
た
は
ら
に
白
い
洗
剤
の
泡
を
湧
き
立
た
せ
て
ゐ
る
洗
濯
物

の
盥
の
中
へ
、
い
き
な
り
身
を
投
げ
て
自
殺
を
遂
げ
た
。
猫
は
一
寸

前
肢
を
浸
し
て
舐
め
て
み
た
が
、
洗
剤
の
味
は
最
低
だ
つ
た
か
ら
、

泛
ん
だ
鼠
の
屍
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
立
ち
去
つ
た
。
猫
の
立
ち
去
つ

た
理
由
は
分
か
つ
て
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
喰
へ
た
も
の
ぢ
や
な
か
つ

（
後
略

（
天
人
五
衰
』
第
十
八
章
）

た
か
ら
だ
。

」 ）
『

こ
の
話
を
透
の
場
合
に
当
て
は
め
て
み
る
と
、
自
身
を
「
人
間
的
契
機
」

か
ら
免
れ
た
「
選
ば
れ
た
」
存
在
と
見
て
い
る
透
が
、
自
身
を
猫
と
信
じ

て
い
る
鼠
で
あ
る
。
そ
し
て
本
物
の
猫
は
、
慶
子
に
よ
っ
て
突
き
つ
け
ら

れ
た
転
生
者
た
ち
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
予
言
」
し
た
夢
日
記
で
あ

る
。
透
は
自
身
が
「
選
ば
れ
た
」
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
慶
子
の
言
葉
を



介
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
透
は
自
身
が
「
選
ば
れ
た
」

存
在
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
、
本
多
に
夢
日
記
を
借
り

る
の
で
あ
る
。
夢
日
記
に
は
透
の
見
た
過
去
世
が
書
か
れ
て
い
た
可
能
性

。
。

も
あ
る
し
か
し
そ
れ
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
以
上
は
憶
測
に
過
ぎ
な
い

ど
ち
ら
に
し
て
も
、
透
は
夢
を
見
た
こ
と
の
な
い
自
身
が
「
選
ば
れ
た
」

存
在
で
は
な
い
こ
と
を
突
き
つ
け
て
く
る
夢
日
記
を
焼
く
。
そ
れ
に
よ
っ

て
透
を
「
選
ば
れ
て
」
い
な
い
と
証
明
す
る
も
の
は
な
く
な
っ
た
。
し
か

し
ま
だ
、
二
十
歳
で
死
な
な
い
自
分
自
身
が
残
っ
て
い
る
。
透
は
自
身
が

「
人
間
的
契
機
」
か
ら
免
れ
た
「
選
ば
れ
た
」
存
在
で
あ
る
こ
と
を
「
自

己
正
当
化
」
す
る
に
は
自
殺
す
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
透
は
自
身
が
独
自

だ
と
信
じ
て
い
た
が
故
に
、
服
毒
し
、
自
殺
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
は
「
失
敗
」
し
、
透
は
死
な
ず
、
失
明
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し

た
。
こ
こ
で
一
つ
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
果
た
し
て
透
が
服
毒
し
な
が
ら

も
、
死
な
な
か
っ
た
こ
と
は
「
失
敗
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
大
の
五
衰
」
の
相
は
ど
う
か
と
い
ふ
の
に
、
そ
の
一
は
浄
ら
か
だ

つ
た
衣
服
が
垢
に
ま
み
れ
、
そ
の
二
は
、
頭
上
の
華
が
か
つ
て
は
盛

、
、

、
り
で
あ
つ
た
の
が
今
は
萎
み
そ
の
三
は
両
腋
窩
か
ら
汗
が
流
れ

そ
の
四
は
身
体
が
い
ま
は
し
い
臭
気
を
放
ち
、
そ
の
五
は
本
座
に
安

（
天
人
五
衰
』
八
章
）

住
す
る
こ
と
を
楽
し
ま
な
い
。
『

こ
れ
は
天
人
に
表
れ
る
「
大
の
五
衰
」
の
説
明
で
あ
る
。
物
語
の
レ
ベ
ル

に
お
い
て
は
、
失
明
後
の
透
の
様
に
は
こ
の
「
大
の
五
衰
」
を
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
透
の
失
明
は
認
識
の
喪
失
と
同
義
で
あ
り
、
透
の

抱
え
て
い
た
、
認
識
者
で
あ
り
な
が
ら
、
転
生
者
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾

は
解
消
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
透
を
転
生
者
で
あ
る
と
読

む
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
転
生
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
た
と
い
う
点
に

お
い
て
「
成
功
」
と
も
言
え
る
。
し
か
し
本
多
は
透
が
二
十
一
歳
に
な
っ

て
も
生
き
延
び
て
い
る
の
を
見
届
け
る
こ
と
で
、
透
を
贋
物
と
断
定
し
て

い
る
。
な
ぜ
か
。
本
多
の
物
語
は
二
つ
の
も
の
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

る
。
本
多
自
身
と
本
多
の
認
識
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
聡
子
の
「
像
」

で
あ
る
。
そ
れ
が
存
在
す
る
以
上
、
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り
成
さ
れ
る

転
生
を
見
る
物
語
は
終
わ
ら
な
い
。
こ
の
前
提
か
ら
見
れ
ば
、
二
十
歳
で

死
な
な
か
っ
た
透
は
贋
物
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
は

や
本
多
の
認
識
を
越
え
、
物
語
は
終
焉
へ
と
近
づ
い
て
い
る
。
物
語
の
動

力
と
な
っ
て
い
た
夢
日
記
は
透
の
手
に
よ
っ
て
燃
や
さ
れ
、
透
は
「
大
の

五
衰
」
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
ま
る
で
死
に
ゆ
く
物
語
に
引
き
ず
ら

れ
る
よ
う
に
、
本
多
は
良
性
腫
瘍
の
膵
臓
嚢
腫
を
患
う
。
ま
た
遺
伝
性
の

狂
疾
を
持
つ
絹
江
は
透
の
子
を
妊
娠
し
、
本
多
、
透
が
持
っ
て
い
た
理
性

の
澄
明
さ
は
そ
の
子
に
は
決
し
て
受
け
継
が
れ
ず
、
紡
ぎ
手
の
い
な
い
こ

と
の
確
実
な
物
語
は
も
は
や
死
を
避
け
得
な
い
。
こ
う
し
て
本
多
の
物
語

は
終
焉
へ
と
近
づ
い
て
ゆ
く
。
本
多
が
そ
れ
を
守
る
た
め
に
は
、
物
語
の

「
法
」
た
る
聡
子
に
会
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
語
ら
れ
な

い
聡
子
の
い
る
領
域
は
決
し
て
物
語
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
本
多
は
聡
子
に
会

う
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
物
語
を
支
え
て
い
た
夢
／
現
実

の
二
項
対
立
は
す
で
に
崩
れ
去
る
寸
前
で
あ
り
、
物
語
ら
れ
な
い
聡
子
と

の
間
の
境
界
も
弱
体
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
聡
子
は
六
十

年
の
時
を
経
て
、
再
び
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。



五
聡
子
は
「
ど
こ
」
に
い
る
？

夢
日
記
は
焼
失
し
、
転
生
者
も
も
は
や
現
実
存
在
に
堕
ち
、
死
を
待
つ

の
み
と
な
っ
た
。
夢
／
現
実
の
二
項
対
立
に
よ
っ
て
織
り
成
さ
れ
て
き
た

転
生
の
物
語
は
、
今
に
も
崩
壊
す
る
寸
前
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
見
続

け
て
き
た
本
多
の
身
体
も
老
い
、
患
っ
て
い
る
。
死
に
ゆ
く
物
語
の
最
期

、
。

の
足
掻
き
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
本
多
は
月
修
寺
を
目
指
す

、
、

山
門
ま
で
の
昇
り
の
参
道
は
遠
く
車
は
山
門
ま
で
入
れ
る
の
に

、
、

、
老
人
の
歩
行
は
無
理
だ
と
運
転
手
は
雲
が
の
こ
り
な
く
晴
れ
て

日
が
い
よ
い
よ
激
し
く
な
つ
た
空
を
見
上
げ
て
、
執
拗
に
本
多
に
勧

め
た
が
、
本
多
は
し
た
た
か
に
断
わ
つ
て
、
こ
の
門
前
で
待
つ
て
ゐ

る
や
う
に
命
じ
た
。
ど
う
し
て
も
六
十
年
前
の
清
顕
の
辛
苦
を
、
わ

（
天
人
五

が
身
に
味
は
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
『

衰
』
三
十
章
）

又
立
上
が
る
本
多
に
は
、
果
し
て
山
門
ま
で
行
き
着
く
力
が
あ
る

か
と
疑
は
れ
た
。
歩
き
な
が
ら
、
目
は
ゆ
く
て
の
木
蔭
ば
か
り
を
数

へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
暑
熱
、
こ
の
登
攀
の
息
苦
し
さ
。
こ
の

さ
き
幾
つ
木
蔭
を
越
え
ら
れ
る
か
、
自
ら
に
試
し
な
が
ら
歩
い
て
ゆ

（
天
人
五
衰
』
三
十
章
）

く
。
『

Ｍ
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
は
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
に
「
登

、

頂
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
が
鏤
め
ら
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
て
い
る
。
ユ
ル

( )8

ス
ナ
ー
ル
が
「
登
頂
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
と
し
て
指
摘
し
て
い
る
箇
所
は
全

て
本
多
の
行
動
で
あ
り
『
春
の
雪
』
で
は
清
顕
の
代
理
と
し
て
月
修
寺

、

を
訪
れ
た
場
面
『
奔
馬
』
で
は
裁
判
所
の
塔
に
登
る
場
面
と
、
三
輪
山

、

へ
の
登
山
『
暁
の
寺
』
で
は
指
摘
し
て
お
ら
ず
『
天
人
五
衰
』
で
は
帝

、
、

国
信
号
通
信
所
を
訪
ね
た
場
面
、
そ
し
て
最
後
の
登
頂
が
結
末
部
に
お
け

る
月
修
寺
ま
で
の
歩
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
登
頂
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
概

観
す
る
と
、
本
多
の
物
語
を
支
え
る
要
素
が
そ
の
頂
に
用
意
さ
れ
て
い
る

と
い
う
共
通
項
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
本
多
が
清
顕
の
代
理
と
し
て

訪
れ
た
月
修
寺
で
は
前
門
跡
に
よ
る
絶
対
的
な
否
定
に
よ
っ
て
、
清
顕
に

と
っ
て
聡
子
は
絶
対
不
可
能
の
存
在
と
な
り
、
夢
と
現
実
の
狭
間
で
織
り

成
さ
れ
る
転
生
の
物
語
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
『
奔
馬
』
で
の
裁

判
所
の
塔
で
本
多
は
手
摺
に
「
堆
い
埃
」
の
積
も
っ
た
階
段
を
上
り
、
大

阪
の
街
を
「
鳥
瞰
的
な
目
」
で
見
、
自
ら
が
「
論
理
的
な
高
み
」
に
い
る

こ
と
を
思
う
。
こ
れ
は
本
多
の
物
語
を
支
え
る
本
多
の
認
識
の
隠
喩
で
あ

ろ
う
。
以
上
二
つ
の
「
登
頂
」
は
本
多
の
物
語
の
始
ま
り
と
、
そ
の
物
語

を
支
え
る
本
多
の
認
識
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
『
奔
馬
』
で
の
三
輪
山
へ

の
登
山
と
『
天
人
五
衰
』
で
の
帝
国
信
号
通
信
所
へ
の
訪
問
は
言
う
ま
で

も
な
く
「
転
生
」
者
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て

『
暁
の
寺
』
を
見
て
み
る
と
、
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
は
指
摘
し
て
い
な
い
が
、

ジ
ン
・
ジ
ャ
ン
と
の
出
会
い
は
薔
薇
宮
の
二
階
で
あ
り
こ
れ
も
ま
た
登

、
「

頂
」
と
言
え
る
。
そ
し
て
本
多
は
最
後
の
登
頂
を
行
う
。
本
多
自
身
は
気

付
い
て
い
な
い
が
、
本
多
の
物
語
の
中
核
を
成
す
転
生
を
支
え
て
き
た
の

は
語
ら
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
「
像
」
化
し
た
聡
子
で
あ
り
、
月
修
寺
の

。
、

内
奥
に
い
る
聡
子
で
は
な
い
し
か
し
そ
れ
を
同
一
と
見
て
い
る
本
多
は



（
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
は
世
界
と
言
っ
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
）

自
ら
の
物
語

を
守
る
た
め
に
月
修
寺
へ
の
登
頂
を
決
意
す
る
。
し
か
し
本
多
の
目
指
す

聡
子
は
物
語
ら
れ
な
い
領
域
に
あ
り
、
本
多
に
と
っ
て
辿
り
着
く
の
が
困

難
な
高
み
に
い
る
。
本
多
の
物
語
は
未
だ
死
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

、
。

そ
の
意
味
に
お
い
て
決
し
て
語
ら
れ
な
い
聡
子
へ
の
道
の
り
は
険
し
い

し
か
し
本
多
は
苦
し
み
な
が
ら
も
物
語
の
領
域
と
物
語
ら
れ
な
い
領
域
の

境
目
で
あ
る
月
修
寺
へ
と
辿
り
着
き
、
聡
子
と
面
会
す
る
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
聡
子
が
清
顕
を
知
ら
な
い
と
言
っ
た
の
は
、
彼

女
が
『
春
の
雪
』
後
半
部
以
降
、
本
多
の
物
語
を
主
軸
と
す
る
物
語
世
界

か
ら
断
絶
し
、
そ
の
内
部
に
な
い
こ
と
に
よ
る
。
し
か
し
そ
の
聡
子
に
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よ
る
清
顕
の
否
定
は
、
本
多
の
物
語
を
内
側
か
ら
崩
壊
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
聡
子
は
物
語
の
外
に
あ
り
な
が
ら
、
物
語
を
内
側
か
ら
崩
壊
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
一
体
、
聡
子
は
「
ど
こ
」
に
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
の
論
考
か
ら
、
聡
子
と
い
う
存
在
は
次
の
四
つ
の
レ
ベ
ル
に

お
い
て
存
在
し
て
い
た
。

①
―
『
春
の
雪
』
に
お
け
る
清
顕
、
本
多
の
認
識
に
よ
る
聡
子

②
―
『
春
の
雪
』
に
お
け
る
聡
子
自
身

③
―
『
奔
馬
』
以
降
、
本
多
の
認
識
の
内
に
生
じ
た
聡
子
の
「
像
」

④
―
物
語
ら
れ
な
い
空
白
の
領
域
に
い
る
聡
子

＝

`
④
―
月
修
寺
の
内
奥
に
い
る
聡
子

、
、
、

聡
子
が
清
顕
を
知
ら
な
い
と
言
っ
た
こ
と
が
矛
盾
と
な
る
の
は
①
②

③
の
聡
子
と
、
④
の
聡
子
が
全
く
の
同
一
で
あ
る
と
見
做
し
て
し
ま
う
こ

こ
と
が
原
因
で
あ
る
。
本
多
も
ま
た
、
そ
れ
と
同
じ
誤
解
を
し
て
い
る
。

、
、

、
こ
の
誤
解
に
よ
っ
て
④
の
聡
子
に
よ
る
清
顕
の
否
定
は
そ
の
ま
ま
①

②
の
聡
子
が
否
定
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
と
見
做
さ
れ
、
矛
盾
を
生
む
。

そ
の
矛
盾
を
解
消
す
る
に
は
「
清
顕
は
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
結
論
に

、

行
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
聡
子

は
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
領
域
の
内
部
に
い
る
こ
と
は
疑
い
な

い
。
し
か
し
そ
の
主
軸
た
る
本
多
の
物
語
か
ら
見
た
場
合
、
聡
子
は
そ
の

外
部
に
い
る
。
そ
し
て
聡
子
自
身
が
、
本
多
の
物
語
内
に
あ
る
か
つ
て
本

、
、

多
が
認
識
し
た
聡
子
と
そ
れ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
聡
子
の
虚
像
と
い
う

全
て
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
聡
子
が
同
一
視
さ
れ
る
こ
と
で
、
聡
子
自
身
が

あ
た
か
も
本
多
の
物
語
の
内
部
に
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

本
多
の
物
語
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
聡
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
崩

壊
し
、
終
焉
を
迎
え
る
。
そ
う
し
て
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は

そ
れ
と
同
時
に
、
閉
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

六
結
論

こ
れ
ま
で
本
論
で
は
、
本
稿
を
含
め
、
三
回
に
わ
た
り
『
豊
饒
の
海
』

に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
『
天
人
五
衰
』
結
末
部
に
お
け
る
、
清
顕
を
知

。

ら
な
い
と
い
う
聡
子
の
言
葉
に
着
目
し
、
論
考
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
の

点
に
関
し
て
多
く
の
先
行
研
究
で
は
、
そ
の
矛
盾
を
解
消
し
よ
う
と
す
る

解
釈
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
本
論
で
は
聡
子
の
言
葉
が
矛
盾

し
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
そ
の
言
葉
が
な
ぜ
矛
盾
と
理
解
さ
れ
る

る
の
か
、
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
形
式
を
問
題
と
し
て
き
た
。

『
天
人
五
衰
』
結
末
部
に
お
け
る
聡
子
の
言
葉
が
矛
盾
と
理
解
さ
れ
る



こ
と
に
つ
い
て
、
本
論
で
は
本
多
の
物
語
を
主
軸
と
す
る
物
語
ら
れ
る
領

、
、

域
に
対
し
て
聡
子
の
い
る
物
語
ら
れ
な
い
領
域
と
い
う
対
立
項
を
立
て

そ
の
ゆ
ら
ぎ
に
よ
っ
て
聡
子
の
言
葉
が
矛
盾
と
捉
え
ら
れ
る
と
説
明
し

た
。
つ
ま
り
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
構
造
と
し
て
、
物
語
ら

れ
る
領
域
の
外
部
に
物
語
ら
れ
な
い
領
域
を
見
出
し
た
わ
け
だ
が
、
こ
の

点
に
関
し
て
柴
田
勝
二
は
、
小
林
康
夫
論
に
対
し
て
の
反
論
と
い
う
形
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で
異
議
を
唱
え
て
い
る
。

こ
の
異
質
性
に
つ
い
て
小
林
康
夫
は
終
結
部
に
お
け
る
聡
子
の
言
葉

を
作
品
の
外
側
か
ら
投
げ
込
ま
れ
た
力
と
し
て
見
な
し
て
い
る
。
小

林
は
こ
の
場
面
に
お
け
る
聡
子
の
発
言
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
維
持

さ
れ
て
き
た
物
語
性
が
解
体
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い

る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
決
定
的
な
一
撃
が
《
外
》
か
ら
、
月

、

―
修
寺
と
い
う
物
語
の
な
か
の
《
外
部
、
そ
の
ク
リ
プ
ト
か
ら

》

い
や
、
そ
の
さ
ら
に
《
外
》
で
も
あ
る
そ
の
庭
、
い
か
な
る
記
憶
も

出
来
事
も
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
そ
の
庭
か
ら

も
た
ら
さ
れ

―

る
」
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
聡
子
も
月
修
寺
も
明
ら

か
に
『
天
人
五
衰
』
の
虚
構
の
構
成
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
物
語

の
「
外
部
」
に
属
す
る
と
は
い
え
な
い
。
聡
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
本

多
の
内
で
転
生
の
夢
が
廃
棄
さ
せ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
主
人

公
が
幻
滅
に
至
る
物
語
と
し
て
の
一
つ
の
有
機
的
な
像
を
結
ぶ
の
で

（
柴
田
勝
二
「
憑
依
の
脱
落

『
天
人
五
衰
』
の
<
終
り
>
（
三
島
由

あ
る
。

―
」
『

紀
夫

魅
せ
ら
れ
る
精
神
』
二
〇
〇
一
年
十
一
月
お
う
ふ
う
）

―

柴
田
は
作
品
と
い
う
語
と
物
語
と
い
う
語
を
同
義
と
見
做
し
、
小
林
論
に

対
し
て
反
論
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
柴
田
が
、
小
林
の
言
う
「
外
部
」
を

テ
ク
ス
ト
外
の
こ
と
と
読
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
し
か
し
小
林
の
物

。
「

語
の
な
か
の
《
外
部
」
と
い
う
表
現
は
聡
子
、
あ
る
い
は
月
修
寺
を
テ

》

ク
ス
ト
内
部
に
位
置
づ
け
て
い
る
よ
う
に
読
ま
れ
、
柴
田
の
見
解
は
小
林

論
を
誤
読
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
小
林
論
が
聡
子
、
あ
る
い
は
月

修
寺
を
テ
ク
ス
ト
内
部
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
柴
田
が
引
用
し
た

箇
所
の
後
の
「
と
す
れ
ば
、
こ
の
レ
シ
は
、
結
局
は
、
そ
の
展
開
を
通

、

じ
て
み
ず
か
ら
の
解
体
へ
と
到
達
す
る
不
可
能
の
レ
シ
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
」
と
い
う
箇
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
柴
田

の
言
う
「
主
人
公
が
幻
滅
に
至
る
物
語
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
。
つ
ま
り

二
氏
の
意
見
は
聡
子
の
位
置
に
関
し
て
の
相
違
は
あ
る
が
、
聡
子
の
言
葉

に
よ
っ
て
本
多
の
物
語
が
「
不
可
能
の
レ
シ

「
幻
滅
に
至
る
物
語
」
へ

」
、

と
変
容
す
る
、
と
い
う
点
に
お
い
て
同
意
見
で
あ
る
。
こ
の
意
見
に
関
し

て
は
異
論
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
い
が
、
聡
子
の
言
葉
が
ど
こ
か
ら
発
せ

ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
こ

の
問
題
は
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
の
構
造
を
問
う
こ
と
と
同
義
で
あ
り
、

二
氏
の
論
に
本
論
を
対
置
さ
せ
る
こ
と
で
、
本
論
の
結
論
を
導
き
た
い
。

柴
田
は
『
豊
饒
の
海
』
を
一
元
的
物
語
と
捉
え
、
聡
子
を
そ
の
内
部
に

位
置
づ
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
立
場
を
保
持
す
る
限
り
、
清
顕
を
知
ら

な
い
と
い
う
聡
子
の
言
葉
が
矛
盾
を
孕
む
こ
と
は
避
け
ら
れ
ず
、
そ
れ
に

対
す
る
解
釈
が
要
求
さ
れ
る
。
柴
田
は
聡
子
と
清
顕
の
恋
愛
を
「
情
念
の

憑
依
に
使
嗾
さ
れ
た
結
果
」
で
あ
る
と
し
、
長
い
月
日
と
共
に
そ
の
情
念

が
離
れ
た
と
論
じ
る
が
、
清
顕
の
存
在
そ
の
も
の
を
知
ら
な
い
と
語
る
聡



子
の
言
葉
の
理
由
と
し
て
は
説
得
力
に
乏
し
い
。
一
方
の
小
林
論
も
『
豊

饒
の
海
』
を
一
元
的
物
語
と
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
内
部
に
《
外
部
》
を

仮
定
し
、
そ
こ
に
聡
子
を
位
置
づ
け
て
い
る
点
で
柴
田
論
と
は
異
な
る
。

確
か
に
『
豊
饒
の
海
』
を
一
元
的
物
語
と
見
る
立
場
か
ら
聡
子
、
あ
る
い

『
』

、
は
月
修
寺
を
豊
饒
の
海
の
構
成
要
素
と
し
て
そ
の
内
部
に
認
め
つ
つ

語
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
物
語
内
部
の
不
可
能
の
領
域
と
し

て
の
《
外
部
》
に
見
出
す
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
『
豊
饒
の
海
』

を
一
元
的
物
語
と
見
る
こ
と
に
は
、
や
は
り
疑
問
が
残
る
。
聡
子
と
い
う

存
在
を
そ
の
視
点
か
ら
見
る
限
り
に
お
い
て
、
聡
子
は
『
春
の
雪
』
か
ら

『
天
人
五
衰
』
に
至
る
ま
で
連
続
性
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ

の
結
果
、
結
末
部
の
清
顕
を
知
ら
な
い
と
い
う
言
葉
に
矛
盾
が
生
じ
る
。

小
林
は
こ
の
点
に
関
し
て
「
門
跡
は
、
物
語
の
世
界
に
た
し
か
に
登
場
し

て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
そ
こ
か
ら
引
き
籠
も
り
、
も
は
や
そ
こ

に
は
所
属
せ
ず
、
そ
う
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
語
世
界
か
ら
一

、
」

、
切
の
基
盤
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
そ
し
て
意
味
を
剥
奪
し
て
し
ま
う
と
述
べ

聡
子
が
物
語
世
界
か
ら
断
絶
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
前

『
』

、
《

》
提
か
ら
は
豊
饒
の
海
を
一
元
的
物
語
と
捉
え
そ
の
内
部
の
外
部

。
、

と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
聡
子
と
い
う
存
在
に
断
絶
が
あ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は
物
語
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
本
論
は
『
豊
饒
の
海
』
を
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉
え
、
そ

の
内
部
に
本
多
の
物
語
を
主
軸
と
し
た
物
語
ら
れ
る
領
域
と
聡
子
の
い
る

物
語
ら
れ
な
い
領
域
と
い
う
糸
を
見
出
し
『
豊
饒
の
海
』
を
そ
れ
ら
が

、

編
み
合
わ
さ
れ
た
構
造
を
持
っ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
論
じ
た
『
豊
饒

。

の
海
』
を
一
元
的
物
語
と
見
る
の
で
は
な
く
、
物
語
ら
れ
る
領
域
と
物
語

ら
れ
な
い
領
域
と
い
う
二
項
対
立
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

と
捉
え
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
二
項
は
ゆ
ら
ぎ
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
の
ゆ
ら

ぎ
こ
そ
が
お
そ
ら
く
『
豊
饒
の
海
』
を
一
元
的
物
語
と
捉
え
さ
せ
る
原
因

で
あ
る
。
聡
子
は
物
語
ら
れ
な
い
領
域
に
あ
り
な
が
ら
、
物
語
ら
れ
る
領

域
に
現
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
物
語
ら
れ
な
い
領
域
に
あ
る
が
故
に
現
出

す
る
聡
子
の
「
像
」
に
過
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
『
春
の
雪
』
後
半
部
以
降
の

聡
子
自
身
は
物
語
ら
れ
る
領
域
か
ら
は
完
全
に
断
絶
し
て
お
り
、
そ
の
内

部
に
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

物
語
ら
れ
な
い
領
域
は
物
語
ら
れ
る
領
域
を
、
そ
の
「
法
」
と
し
て
支

。
。

え
て
い
る
し
か
し
そ
れ
は
物
語
ら
れ
な
い
領
域
の
優
位
を
意
味
し
な
い

物
語
ら
れ
な
い
領
域
は
物
語
ら
れ
る
領
域
か
ら
し
か
見
出
せ
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
小
林
が
「
物
語
の
な
か
の
《
外
部
」
》

。
、

に
聡
子
を
位
置
づ
け
た
の
は
正
し
い
し
か
し
物
語
ら
れ
る
領
域
も
ま
た

。「
《

》
」

物
語
ら
れ
な
い
領
域
な
し
に
存
在
し
え
な
い

物
語
の
な
か
の
外
部

と
い
う
と
き
、
そ
の
《
外
部
》
と
は
既
に
あ
る
物
語
の
中
に
見
出
さ
れ
る

外
部
で
あ
り
、
物
語
ら
れ
る
領
域
は
物
語
ら
れ
な
い
領
域
な
し
に
物
語
た

り
え
な
い
以
上
、
そ
の
内
部
と
し
て
の
外
部
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

物
語
ら
れ
る
領
域
と
物
語
ら
れ
な
い
領
域
は
同
時
に
始
ま
り
、
同
時
に
終

わ
る
他
は
な
い
の
で
あ
る
。
物
語
ら
れ
な
い
領
域
は
物
語
ら
れ
る
領
域
に

よ
っ
て
隠
さ
れ
な
が
ら
も
、
取
り
除
け
ば
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
体
を
な
す
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
。
物
語
ら
れ
な
い
領
域
は
い
わ
ば
織
物
の
隠
し
糸
の

よ
う
に
物
語
ら
れ
る
領
域
の
裏
側
に
あ
っ
て
、
そ
の
織
物

を
（
テ
ク
ス
ト
）

構
成
し
て
い
る
糸
で
あ
る
『
豊
饒
の
海
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
そ
の

。

よ
う
な
二
本
の
糸
に
よ
っ
て
編
ま
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
。



【
注
記
】

『
』
、「

」
。

初
出
は
第
一
巻
春
の
雪

新
潮
一
九
六
五
年
九
月
号
―
一
九
六
七
年
一
月
号

1第
二
巻
『
奔
馬

「
新
潮
」
一
九
六
七
年
二
月
号
―
一
九
六
八
年
八
月
号
。
第
三
巻

』
、

『
暁
の
寺

「
新
潮
」
一
九
六
八
年
九
月
号
―
一
九
七
〇
年
四
月
号
。
第
四
巻
『
天

』
、

人
五
衰

「
新
潮
」
一
九
七
〇
年
七
月
号
―
一
九
七
一
年
一
月
号
。

』
、

拙
稿
「
豊
饒
の
海
』
試
論
（
１
）

聡
子
の
言
葉

『
天
人
五
衰
』
か
ら
『
春

『
―

2の
雪
』
へ

（
九
大
日
文
」
二
〇
〇
八
年
三
月
）

―
」
「

「
」

對
馬
勝
淑
<
天
人
五
衰
>
◎
悲
劇
の
演
出

安
永
透
の
信
憑
性
を
め
ぐ
っ
て

―
―

3（
豊
饒
の
海
』
論
』
一
九
八
八
年
一
月
海
風
社
）

『
『太
田
雅
子
「
豊
饒
の
海
』
論

転
生
へ
展
げ
る
読
解
の
可
能
性

（
椙
山

『
」
「

―
―

4国
文
学
」
一
九
九
五
年
三
月
）

前
掲
「
豊
饒
の
海
』
試
論
（
２
）

物
語
ら
れ
る
転
生
を
め
ぐ
っ
て

」
『

―
―

5

前
掲
「
豊
饒
の
海
』
試
論
（
２
）

物
語
ら
れ
る
転
生
を
め
ぐ
っ
て

」
『

―
―

6『
奔
馬
』
に
お
い
て
「
…
…
し
か
し
脇
腹
の
黒
子
に
刑
吏
が
指
を
触
れ
て
、
そ
れ
を

ち
ら
と
つ
ま
ん
だ
時
、
勲
は
決
し
て
屈
辱
か
ら
自
殺
が
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い

ふ
想
ひ
を
新
た
に
し
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
描
写
は
勲
が
自
身
の
三
つ
の
黒

。

子
を
確
認
し
て
い
る
よ
う
に
読
ま
れ
る
。
確
か
に
語
り
手
が
勲
に
内
的
焦
点
化
し
、

彼
の
主
観
に
基
づ
い
て
語
っ
て
い
る
以
上
、
勲
が
三
つ
の
黒
子
を
認
識
し
て
い
る
可

能
性
は
極
め
て
高
い
。
し
か
し
そ
れ
が
果
た
し
て
左
の
脇
腹
の
三
つ
の
黒
子
で
あ
っ

た
か
は
定
か
で
は
な
く
、
ま
た
そ
の
認
識
が
自
身
で
見
た
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
か

も
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
可
能
性
を
残
す
以
上
、
勲
が
自
身
の
左
の
脇
腹
の
三
つ

の
黒
子
を
見
た
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
勲
自
身
が
見
た
か
ど
う

か
は
決
定
で
き
な
い
。

太
田
雅
子
は
「
豊
饒
の
海
』
論

転
生
へ
展
げ
る
読
解
の
可
能
性

」
に
お

『
―

―

7
い
て
、
透
が
「
つ
か
ま
れ
て
ゐ
た
」
も
の
に
関
し
て
「
百
子
と
の
交
際
は
、
透
に
と

、

っ
て
、
本
多
の
教
育
を
総
合
的
に
発
揮
す
る
場
で
あ
り
、
そ
の
本
多
か
ら
課
せ
ら
れ

た
「
習
慣
（
も
う
こ
の
頃
に
は
「
習
慣
」
以
上
の
も
の
《
性
質
》
に
な
っ
て
い
た

」
、

と
も
考
え
ら
れ
る
）
は
、
透
の
持
ち
前
の
認
識
欲
の
上
に
成
り
立
ち
、
猛
威
を
ふ
る

う
も
の
だ
っ
た
（
中
略
）
そ
し
て
、
正
に
透
は
、
こ
の
「
習
慣
」
に
こ
そ
《
つ
か
ま

。

れ
て
い
た
の
だ

と
論
じ
て
い
る
し
か
し
こ
の
習
慣
は
本
多
が
透
に
運

》
。
」

。
「

」
、

「

命
に
つ
か
ま
れ
」
な
い
た
め
に
教
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
考
え
れ
ば
こ
の
「
習

」
、

「
」

「
」

、
慣
と
は
透
が
転
生
者
と
し
て
つ
か
ま
れ
た
運
命
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

認
識
者
の
性
質
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

Ｍ
・
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
『
三
島
由
紀
夫
あ
る
い
は
空
虚
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
（
澁
澤
龍
彦

』

8訳
一
九
九
五
年
十
二
月
河
出
書
房
新
社
）
ユ
ル
ス
ナ
ー
ル
は
本
論
に
お
い
て
「
登

頂
の
モ
テ
ィ
ー
フ
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
か
、

あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
機
能
を
有
し
て
い
る
か
と
い
う
点
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。

前
掲
「
豊
饒
の
海
』
試
論
（
１
）

聡
子
の
言
葉
『
天
人
五
衰
』
か
ら
『
春
の

『
―

9雪
』
へ

」
―

小
林
康
夫
「
歴
史
と
無
の
円
環

三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海

（
出
来
事
と
し

―
』
」
『

10て
の
文
学
』
一
九
九
五
年
四
月
作
品
社
）

※
本
文
引
用
は
全
て
『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全
集

『
決
定
版

三
島
由
紀
夫
全

』
、

13

』（
、

）
。

、
集

二
〇
〇
一
年
十
二
月
二
〇
〇
二
年
一
月
新
潮
社
に
拠
る
な
お
ル
ビ

14

傍
点
は
省
略
し
た
。

【
付
記
】

本
稿
は
九
州
大
学
大
学
院
に
お
い
て
提
出
し
た
修
士
論
文
の
第
三
章
、
並
び
に
結
論
を

改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
九
州
大
学
大
学
院
比
較
社
会
文
化
学
府
修
士
二
年
）




