
日
野
啓
三

「
此
岸
の
家
」

か
ら

「
彼
岸
の
墓
」

ー

l

存
在
基
盤
喪
失
者
の
捉
え
る
世
界
|
|

日
野
啓
三
が
作
家
と
し
て
注
目
さ
れ
始
め
た
の
は
、
平
林
た
い
子
賞
受
賞
作

「
此
岸
の
家
」
発
表
の
頃
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
当
時
の
評
価
の
根
底
に
は
、

日
野
の
作
品
を
〈
私
小
説
〉
と
見
な
す
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
平
林
賞

受
賞
前
の
芥
川
賞
の
選
評
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
評
言
を
見
る
乙
と
が
で
き
る
。

八
「
此
岸
の
家
」
は
国
際
結
婚
を
し
た
新
聞
の
外
報
部
員
の
生
活
が
よ
く
描
け

て
い
る
。
韓
国
の
女
性
と
の
結
婚
生
活
の
む
ず
か
し
さ
が
、
切
な
い
く
ら
い
伝

わ
っ
て
来
る
。
〉
(
大
岡
昇
平
氏
)

八
乙
の
日
野
君
の
一
連
の
作
品
は
、
夫
の
側
か
ら
描
き
つ
前
つ
け
る
小
説
構
成
で

あ
っ
て
、
一
種
の
私
小
説
風
な
や
り
方
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
作
者
は
細
君
を
し

(
3
)
 

て
一
言
も
い
わ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
。

V
(丹
羽
文
雄
氏
)

こ
れ
ら
の
評
言
に
見
ら
れ
る
、
〈
国
際
結
婚
〉
、
八
夫
〉
、
〈
細
君
〉
と
い
っ
た

問
題
の
取
り
上
げ
方
は
、
い
ず
れ
も
「
此
岸
の
家
」
に
始
ま
る
作
品
群
を
、
あ
る

家
庭
の
八
日
常
〉
が
問
題
に
さ
れ
た
も
の
と
す
る
見
方
に
よ
っ
て
い
る
。
乙
の
、

八
日
常
〉
を
描
い
た
と
す
る
見
方
は
、
『
此
岸
の
家
』
発
表
後
い
ち
は
や
く
、
秋

山
駿
氏
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
提
示
さ
れ
た
。

へ
の
展
開

山

根

繁

樹

八
表
題
作
の
「
此
岸
の
家
」
は
、
こ
う
い
う
こ
人
の
不
安
定
な
生
活
、
ど
乙
か

根
底
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
自
然
な
共
通
の
ル
l
ル
」
を
持
っ

て
い
な
い
夫
婦
の
日
常
を
、
描
い
た
も
の
だ
。
〉

八
乙
乙
に
描
か
れ
た
の
は
、
現
代
的
な
、
根
づ
き
の
わ
る
い
不
安
定
な
家
庭
の

光
景
だ
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
に
達
す
る
た
め
に
は
、
小
説
が
時
に
や

や
安
易
に
、
私
小
説
に
流
れ
過
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
〉

以
上
の
よ
う
な
、
「
此
岸
の
家
」
を
〈
私
小
説
〉
と
見
る
見
方
に
は
、
そ
の
根

底
に
、
〈
現
代
的
な
〉
〈
光
景
〉
、
つ
ま
り
八
日
常
〉
を
描
く
乙
と
に
対
す
る
、

評
者
の
価
値
観
が
あ
ろ
う
。
そ
の
価
値
観
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
「
此
岸
の
家
」

Fhu 

は
、
作
家
で
あ
る
日
野
の
置
か
れ
た
個
人
的
な
八
日
常
〉
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
、

〈
私
小
説
〉
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
は
た
し
て

「
此
岸
の
家
」
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
一
連
の
家
庭
を
扱
っ
た
作
品
で
問
題
と
さ
れ

る
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
、
八
日
常
〉
の
提
示
の
み
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
野
自
身
は
、

「
此
岸
の
家
」
に
始
ま
る
〈
私
小
説
〉
と
読
ま
れ
た
作
品
群
に

つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

《
だ
が
離
婚
と
か
国
際
結
婚
と
か
の
な
ま
ぐ
さ
い
H

こ
ち
ら
側
u

的
な
題
材
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
私
自
身
と
し
て
は
H

向
う
側
u

へ
の
視
線
は
続
い
て
い
た
と



グ
向
う
側
H

か
ら
H

乙
ち
ら
側
H

つ
ま
り
此
岸
の
小
さ
な
現
実

を
描
い
た
つ
も
り
だ
が
、
そ
の
透
視
的
視
線
は
十
分
に
生
か
さ
れ
て
い
な
か
っ

(
6
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た
の
だ
ろ
う
、
一
般
的
に
は
写
実
的
な
私
小
説
と
し
て
読
ま
れ
た
よ
う
だ
。

V

(
7
)
 

乙
乙
に
あ
る
《
向
う
側
》
と
は
、
処
女
作
「
向
う
側
」
で
表
さ
れ
よ
う
と
し
た
、

思
っ
て
い
る
。

現
実
の
虚
構
性
を
超
え
る
世
界
、
存
在
の
根
源
に
あ
る
混
沌
の
世
界
を
意
味
し
て

い
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
こ
の
日
野
の
発
言
に
よ
っ
て
、

「
此
岸
の
家
」
に
始

ま
る
《
N

乙
ち
ら
側
H

的
な
題
材
》
に
よ
る
作
品
群
の
す
べ
て
が
意
味
付
け
ら
れ

る
わ
け
で
は
な
い
。
乙
の
作
品
群
に
お
い
て
、
《
向
う
側
》
は
、
そ
の
世
界
を
明

示
さ
れ
て
は
い
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
作
品
群
で
意
図
さ
れ
た
の
が
、

《
向
う
側
》
と
い
う
世
界
を
も
視
野
に
入
れ
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
人
間
存
在
の
探

究
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
秋
山
氏
の
評
言
に
あ
る
、
〈
ど

乙
か
根
底
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
「
自
然
な
共
通
の
ル
l
ル
」
を
持
っ

て
い
な
い

V
と
い
う
乙
と
は
、
八
日
常
〉
を
生
き
る
二
人
の
男
女
が
、
そ
れ
ぞ
れ

存
在
基
盤
を
欠
き
、
共
通
の
文
化
的
基
盤
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

筆
者
は
、
乙
の
作
品
群
の
持
つ
主
要
な
問
題
が
、
存
在
基
盤
喪
失
者
を
通
し
て
、

人
間
存
在
の
在
り
方
を
捉
え
直
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と

考
え
る
。

本
稿
で
は
、
先
の
作
者
の
意
図
に
注
目
し
つ
つ
、
「
此
岸
の
家
」
「
彼
岸
の
基
」

を
中
心
に
作
品
分
析
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
乙
の
作
品
群
に
お
け
る
問
題
の
所

在
を
明
ら
か
に
す
る
。

「
此
岸
の
家
」
は
、
そ
の
現
在
時
点
に
、
《
妻
》
の
肉
体
の
変
調
に
よ
る
苛
立

ち
を
中
心
と
し
た
家
庭
の
状
況
を
置
き
、
《
私
》
の
意
識
に
、
そ
れ
に
対
応
す
る

様
々
な
記
憶
や
思
い
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
乙
と
で
、
家
庭
の
あ
り
方
を
問
う
と

い
う
構
造
を
持
つ
。
主
体
が
他
者
と
の
関
係
に
よ
っ
て
意
味
付
け
ら
れ
、
生
き
る

べ
き
自
己
像
を
獲
得
し
た
世
界
を
現
実
と
呼
ぶ
な
ら
、
《
私
》
の
意
識
は
、
家
庭

と
い
う
現
実
を
い
か
に
維
持
す
る
か
、
と
い
う
問
題
に
向
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

同
時
に
《
私
》
が
、
現
実
に
収
ま
り
き
ら
な
い
《
私
》
や
《
妻
》
の
存
在
を
捉
え

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
現
実
を
維
持
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
見
え
て

く
る
存
在
の
不
安
定
さ
と
、
そ
の
奥
に
あ
る
世
界
に
ひ
か
れ
る
《
私
》
。
そ
の
よ

う
な
《
私
》
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
は
、
現
実
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
以
上
の
広

が
り
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

作
品
は
、
《
妻
》
の
出
血
の
場
面
か
ら
始
ま
り
、
《
私
》
と
《
妻
》
の
口
論
や

《
妻
》
の
友
人
の
訪
問
を
経
て
、
《
妻
》
が
倒
れ
る
場
面
で
終
る
。
《
私
》
は
、

《
妻
》
の
出
血
や
苛
立
ち
ゃ
ぞ
、
彼
女
の
、
《
海
峡
》
の
乙
ち
ら
側
で
の
在
り
方
に

ハ
O
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起
因
す
る
現
象
、
と
感
じ
て
い
る
。
《
私
》
は
、
そ
れ
ら
』
、
記
憶
に
あ
る
《
海
峡

の
向
う
岸
》
に
お
け
る
《
妻
》
の
姿
と
、
現
実
の
《
妻
》
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

次
の
よ
う
に
意
識
化
す
る
。

《
向
う
で
は
慣
れ
な
い
日
本
語
の
し
ゃ
べ
り
方
だ
け
で
な
く
、
態
度
や
身
の
乙

お
お
よ
う

な
し
に
ど
乙
か
大
陸
的
な
大
様
さ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
市
の
中
心
部
に
旧
王
宮

の
長
い
土
塀
や
城
門
の
残
っ
て
い
る
あ
の
古
い
都
の
た
た
ず
ま
い
と
何
と
な
く

釣
り
合
っ
て
感
じ
ら
れ
た
彼
女
だ
が
、
乙
ち
ら
に
来
て
か
ら
は
些
細
な
こ
と
に

苛
立
ち
、
あ
か
ら
さ
ま
に
不
満
を
爆
発
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
》

《
海
峡
の
向
う
岸
》
に
お
け
る
《
妻
》
は
、
そ
の
風
景
の
中
に
在
る
乙
と
に
よ
り
、

安
定
し
た
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
、
現

在
の
《
妻
》
の
苛
立
ち
は
、
《
海
峡
》
の
こ
ち
ら
側
に
お
け
る
在
り
方
の
、
不
安

定
さ
を
示
し
て
い
る
乙
と
が
明
ら
か
に
な
る
。



し
か
し
、
《
妻
》
自
身
は
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
に
戻
る
意
志
を
持
た
な
い
。

《
私
》
は
次
の
よ
う
に
《
妻
》
の
言
葉
を
思
い
出
す
。

《
こ
れ
ま
で
結
婚
ら
し
い
結
婚
を
し
な
か
っ
た
の
も
、
乙
の
土
地
に
縛
ら
れ
た

く
な
か
っ
た
か
ら
だ
、
と
も
言
っ
た
。
》

の
み
な
ら
ず
、
《
妻
》
は
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
と
い
う
土
地
か
ら
逃
れ
よ
う
と

し
て
い
た
。
内
戦
で
父
が
殺
さ
れ
、
《
彼
女
自
身
が
捕
っ
て
投
獄
さ
れ
た
》
と
い

う
、
そ
の
土
地
で
の
様
々
な
出
来
事
か
、
《
妻
》
の
意
識
に
は
忌
ま
わ
し
い
乙
と

と
し
て
刻
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
《
私
》
に
は
、
《
妻
》
が
、
逃
れ

る
先
と
し
て
、
夢
の
生
活
の
実
現
さ
れ
る
べ
き
土
地
、
《
ア
メ
リ
カ
》
を
意
識
し

て
い
る
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
《
海
峡
》
の
乙
ち
ら
側
に
お
け
る

《
妻
》
の
不
安
定
さ
と
は
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
と
い
う
故
郷
か
ら
は
逃
れ
た
が
、

《
ア
メ
リ
カ
》
と
い
う
夢
み
た
土
地
へ
は
到
れ
ず
に
い
る
乙
と
に
起
因
す
る
の
で

あ
る
。
《
私
》
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

《
単
調
で
孤
独
な
生
活
の
底
で
は
、
光
り
輝
く
ア
メ
リ
カ
と
い
う
癌
が
ひ
そ
か

に
確
実
に
増
殖
を
つ
山
つ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
異

様
に
澄
ん
だ
血
は
、
子
宮
か
ら
で
は
な
く
て
奥
深
く
暗
い
心
の
癌
か
ら
穆
み
出

て
く
る
に
ち
が
い
な
い
。
》

乙
乙
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
《
私
》
は
、
《
妻
》
の
苛
立
ち
を
、
《
生
活
》
と
い

う
現
実
に
お
い
て
捉
え
る
、
だ
け
で
は
な
く
、
《
妻
》
の
内
部
の
問
題
と
し
て
理
解

し
て
い
る
。
《
妻
》
は
そ
の
存
在
基
盤
ぞ
喪
う
乙
と
に
よ
っ
て
、
不
安
定
な
情
態

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
《
私
》
に
よ
っ
て
組
起
さ
れ
た
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
に
お
け
る
会
マ

の
安
定
し
た
姿
は
、
《
私
》
自
身
の
内
部
が
求
め
る
も
の
を
探
る
糸
口
と
な
っ
て

い
る
。
《
妻
》
が
歩
く
後
姿
を
眺
め
な
が
ら
、
《
私
》
は
、
《
妻
》
の
姿
の
み
を

見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

《
そ
の
後
姿
を
眺
め
な
が
ら
、
彼
女
の
生
ま
れ
た
土
地
の
、
す
そ
の
長
い
白
衣
の

め

ん

た

い

女
た
ち
が
、
頭
の
う
え
に
水
蜜
や
干
し
明
太
魚
の
大
き
な
束
を
載
せ
て
、
腰
の

と
こ
ろ
で
う
ま
く
平
均
を
と
っ
て
悠
然
と
道
を
歩
い
て
い
た
遠
い
記
憶
が
、
濃

い
情
感
の
な
か
に
小
さ
く
浮
か
び
出
し
て
く
る
の
を
感
じ
た
。
赤
土
の
道
の
両

側
で
、
無
数
の
小
さ
な
三
角
形
の
葉
を
付
け
て
尖
っ
た
ポ
プ
ラ
の
並
樹
、
が
、
風

白

菜
裏
を
返
し

3 
1 
Z 
管
企

z 
て
て

る

》

《
妻
》
の
後
姿
を
通
し
て
、

乙
こ
で
《
私
》
の
意
識
に
呼
び
起
こ
さ
れ
る
も
の
は
、

《
海
峡
の
向
う
岸
》
と
い
う
土
地
と
、
そ
乙
に
根
付
い
た
文
化
の
記
憶
で
あ
る
。

《
私
》
は
、
《
妻
》
を
通
し
て
、
《
彼
女
の
生
ま
れ
た
土
地
》
を
見
て
い
る
の
で

あ
り
、
《
私
》
に
と
っ
て
の
《
妻
》
は
、
そ
の
よ
う
な
媒
体
と
し
て
の
意
味
を
持

つ
の
で
あ
る
。
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そ
し
て
、
《
彼
女
の
生
ま
れ
た
土
地
》
と
は
、
《
私
》
自
身
が
少
年
時
代
を
過

ご
し
た
土
地
で
も
あ
っ
て
、
《
私
》
の
内
部
に
は
、
そ
の
土
地
が
自
ら
の
存
在
基

盤
で
あ
っ
た
時
の
記
憶
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
子
供
の
頃
、
一
度
《
本
土
》
に
渡
つ

た
《
私
》
に
と
っ
て
、
《
本
土
》
の
風
土
は
、
馴
染
み
ゃ
す
い
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
《
私
》
と
い
う
存
在
が
、
自
ら
の
内
部
感
覚
に
よ
っ
て
共
鳴
を
得
た
の
は
、

《
海
峡
の
向
う
岸
》
の
風
土
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

《
当
時
す
で
に
潜
水
艦
の
危
険
の
あ
っ
た
海
峡
の
連
絡
船
を
、
救
命
胴
衣
を
つ

け
て
よ
う
や
く
渡
り
、
丸
二
日
か
か
っ
て
よ
う
や
く
帰
り
着
い
た
駅
の
前
で
、

乾
き
き
っ
た
透
明
な
陽
を
は
ね
返
す
灰
白
色
の
岩
山
を
眺
め
た
と
き
、
心
か
ら

「
帰
っ
て
き
た
」
と
感
じ
た
の
だ
っ
た
。
》

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
土
地
か
ら
《
私
》
は
去
ら
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
《
本
土
》
に
引
き
揚
げ
て
来
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
《
私
》
に
は
、
自
己



の
内
部
と
連
闘
を
保
ち
な
が
ら
、
違
和
感
な
く
自
己
存
在
を
位
置
付
け
る
乙
と
が

で
き
る
、
存
在
基
盤
と
な
る
べ
き
土
地
が
喪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

や
が
て
《
私
》
が
《
常
駐
特
派
員
》
と
し
て
《
海
峡
の
向
う
岸
V
K渡
っ
た
時
、

そ
の
土
地
自
体
は
《
昔
の
ま
ま
》
に
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
・
そ
こ
は
既
に

《
外
国
》
で
あ
っ
た
。
乙
乙
で
は
歴
史
的
な
要
因
に
よ
っ
て
、
《
私
》
の
存
在
基

盤
は
そ
の
確
立
を
阻
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
帰
る
」
と
こ
ろ
は
、
も
う
な
か
っ
た
:
:
:
》

こ
の
よ
う
に
《
私
》
は
、
存
在
基
盤
を
確
立
し
得
な
い
存
在
と
し
て
意
味
付
け
ら

《
海
峡
の
ど
ち
ら
の
岸
に
も
、

れ
る
。そ

の
《
私
》
が
《
妻
》
に
求
め
る
も
の
は
何
か
。
《
妻
》
と
結
婚
す
る
手
続
き

を
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
の
《
私
》
は
、
《
妻
》
に
求
め
る
も
の
を
次
の
よ
う
に

意
識
し
て
い
る
。

《
し
な
や
か
な
彼
女
の
姿
、
気
だ
る
い
よ
う
な
話
し
方
、

一
緒
に
歩
き
ま
わ
っ

た
あ
の
市
の
到
る
と
こ
ろ
の
情
景
、
何
よ
り
も
透
明
に
乾
き
き
っ
た
陽
差
と
岩

山
の
た
た
ず
ま
い
を
思
い
出
す
と
、
引
揚
げ
て
き
た
直
後
に
、
父
の
郷
里
の
屋

敷
の
薄
暗
い
離
れ
座
敷
の
窓
か
ら
軒
を
伝
う
雨
を
眺
め
な
が
ら
、
一
度
は
心
の

奥
に
押
し
殺
し
た
は
ず
の
痔
く
よ
う
に
懐
し
い
も
の
が
建
っ
て
き
て
、
優
し
く

溶
け
る
よ
う
に
心
が
聞
く
担
い
が
す
る
。
そ
の
奥
深
い
何
か
を
も
う
一
度
取
り

戻
し
た
い
と
い
う
気
持
が
痛
切
に
乙
み
あ
げ
て
く
る
。

V

《
妻
》
と
の
結
婚
を
促
し
た
も
の
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
、
《
私
》
の
内
部
の
、

存
在
基
盤
を
持
っ
て
い
た
時
の
記
憶
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
も
《
私
》
の
内
部

は
、
内
部
と
外
部
世
界
が
自
然
に
連
関
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
、
充
足
を

希
求
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
《
私
》
に
と
っ
て
の
《
妻
》
と
の
結
婚
は
、
そ
の
よ

う
な
充
足
の
希
求
か
ら
決
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
媒
体
と
し
て
の
《
妻
》
は
、

過
去
の
充
足
を
莞
覧
と
さ
せ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。

次
に
、
《
私
》
と
《
妻
》
の
家
庭
と
い
う
、
現
実
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

《
妻
》
は
、
そ
の
故
郷
か
ら
逃
れ
る
乙
と
に
よ
っ
て
存
在
基
盤
を
喪
失
し
、
《
私
》

は
存
在
基
盤
を
確
立
す
べ
き
土
地
を
喪
失
し
て
い
る
。
《
私
》
に
は
、
《
妻
》
は

《
海
峡
の
向
う
岸
V
か
ら
脱
出
す
る
た
め
に
《
私
》
と
結
婚
し
た
、
と
い
う
思
い

が
あ
る
。
ま
た
、
先
の
通
り
、
《
私
》
自
身
は
、
過
去
の
、
《
海
峡
の
向
う
岸
V

と
い
う
土
地
と
の
連
関
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
充
足
を
、
そ
の
内
部
が
求
め
る
が
故

に
、
《
妻
》
と
結
婚
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
こ
人
の
や
り
と
り
は
、
そ
の

乙
と
や
そ
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。

《
「
そ
う
だ
つ
た
の
か
。
お
ま
え
は
ア
メ
リ
カ
に
行
く
た
め
に
ぼ
く
と
一
緒
に

な
っ
た
と
い
う
わ
け
か
」

「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
わ
」

F
h
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「
ぼ
く
は
他
の
伺
の
た
め
で
も
な
く
、
お
ま
え
と
一
緒
に
住
む
た
め
に
結
婚
し

た
ん
だ
ぞ
」
》

《
妻
》
に
と
っ
て
結
婚
は
、
《
ア
メ
リ
カ
に
行
く
》
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
そ
れ

は
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
を
脱
出
し
て
、
夢
み
る
生
活
へ
向
か
う
乙
と
で
も
あ
っ

た
。
一
方
、
《
私
》
が
様
々
な
困
難
を
予
想
し
な
が
ら
も
結
婚
し
た
の
は
、
先
の

よ
う
な
理
由
に
よ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ニ
人
の
関
係
に
、
前
提
と
し
て
、
《
一

緒
に
住
む
》
乙
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
互
い
に
求
め
合
う
も
の
は
、
乙
の

よ
う
に
く
い
違
っ
て
い
る
。
《
私
》
は
、
《
妻
》
の
言
う
《
そ
れ
》
以
外
の
も
の

を
明
確
に
意
識
し
得
て
お
ら
ず
、
《
妻
》
が
家
庭
と
い
う
現
実
に
伺
を
求
め
、
何

を
得
て
い
る
の
か
と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
は
、
理
解
が
及
ん
で
い
な
い
。
し
か
も
、

《
妻
》
の
《
ア
メ
リ
カ
》
に
対
す
る
夢
は
叶
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
不

安
定
さ
を
解
消
さ
れ
な
い
《
妻
》
と
の
《
生
活
》
は
、
《
私
》
に
と
っ
て
、
不
確



か
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
《
私
》
に
と
っ
て
、
《
実
〉
〉
を
得
る
乙
と
は
、

直
接
に
存
在
基
盤
の
回
復
を
意
味
し
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
《
一
緒
に
住
む
》
乙

と
は
、
そ
の
不
確
定
性
を
露
呈
す
る
。

《
せ
め
て
私
自
身
で
も
乙
の
土
地
に
本
来
の
ま
と
も
な
心
の
根
が
根
付
い
て
い

る
の
な
ら
、
多
少
脇
道
に
そ
れ
で
も
動
揺
が
あ
っ
て
も
、
自
然
な
生
活
の
か
た

ち
に
戻
る
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
う
で
は
な
い
私
に
と
っ
て
、
生
活
は
在
る
も
の
で

は
な
く
、
つ
く
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
だ
。
》

共
に
存
在
基
盤
を
住
む
土
地
に
持
た
な
い
《
私
》
達
に
、
《
自
然
な
生
活
》
は

な
い
と
意
識
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
《
生
活
》
と
い
う
現
実
の
不
確
定
性
が
明

ら
か
に
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
意
識
し
て
《
つ
く
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
》
と
い
う

乙
と
か
ら
も
、
現
実
と
い
う
も
の
の
、
本
来
的
な
不
確
実
さ
が
見
え
て
く
る
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
い
か
に
不
確
実
で
あ
る
と
は
い
え
、
《
私
》
は
現
実
の
中
に
生

き
て
い
る
。
《
私
》
の
、
現
実
を
維
持
す
る
こ
と
に
向
か
お
う
と
す
る
意
識
は
、

そ
の
乙
と
を
認
識
し
た
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
、
現
実
と
内
部
世
界
の
関
わ
り
の
中
か
ら
、
《
私
》
は
人
間
の

在
り
方
を
捉
え
直
し
て
い
く
。
《
私
》
は
、
《
妻
》
の
存
在
を
捉
え
て
、
現
実
世

界
と
、
そ
の
不
確
実
性
を
超
え
る
世
界
の
境
界
を
見
据
え
て
い
る
。
《
妻
》
に
対

し
て
、
《
ふ
っ
と
ど
こ
か
に
流
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
想
像
が
、
心
の
奥

を
か
す
め
過
ぎ
る
》
《
私
》
は
、
次
の
よ
う
な
意
識
を
持
つ
の
で
あ
る
。

《
眼
に
見
え
る
世
界
と
向
う
側
と
の
境
界
に
危
う
く
立
っ
て
い
る
よ
う
な
彼
女

の
姿
を
思
い
描
く
と
き
ほ
ど
、
彼
女
の
存
在
を
身
近
に
感
じ
る
こ
と
は
な
い
と

も
思
え
る
の
だ
っ
た
。
》

こ
こ
で
《
私
》
は
、
存
在
基
盤
を
喪
失
し
、
不
確
実
な
現
実
の
中
で
不
安
定
な
存

在
と
し
て
意
味
付
け
ら
れ
る
《
妻
》
を
、
《
眼
に
見
え
》
な
い
世
界
と
し
て
の

《
向
う
側
》
と
の
境
界
に
在
る
も
の
と
見
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
《
私
》
自
身

も
ま
た
、
不
確
実
な
現
実
世
界
に
在
り
な
が
ら
、
同
時
に
、
《
向
う
側
》
と
い
う

《
眼
に
見
え
》
な
い
世
界
に
も
、
自
ら
』
向
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
に
よ
り

も
、
そ
の
よ
う
な
会
マ
の
在
り
方
に
《
私
》
が
共
感
し
て
い
る
こ
と
が
、
《
私
》

の
内
部
の
、
名
づ
け
ら
れ
な
い
存
在
へ
の
指
向
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
乙

に
、
現
実
世
界
の
中
だ
け
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
人
間
存
在
の
全
体
像
が
現
れ
る

べ
き
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
《
私
》
自
身
も
ま
た
、
《
境
界
》
に
位
置
付
け
ら
れ
た
存
在
と
い
え

る
。
そ
れ
は
、
作
品
中
に
お
い
て
、
《
私
》
の
内
部
が
《
高
層
ア
パ
ー
ト
》
や

《
闇
》
に
共
鳴
す
る
乙
と
か
ら
窺
わ
れ
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
感
覚
で
あ
る
。

《
空
気
が
澄
ん
で
ネ
オ
ン
が
鮮
や
か
に
原
色
の
輝
き
を
増
し
て
き
た
が
、
そ
れ

よ
り
も
冴
て
く
る
閣
の
奥
行
の
方
が
視
線
を
ひ
き
つ
け
る
。
ネ
オ
ン
の
反
射
の

せ
い
で
空
の
ど
こ
に
も
星
の
見
え
な
い
乙
と
が
、
閣
を
一
そ
う
深
々
と
確
か
な

Q
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も
の
に
感
じ
さ
せ
た
。
》

こ
の
よ
う
な
《
確
か
》
さ
は
、
《
生
活
》
の
不
確
か
さ
や
現
実
の
不
確
実
性
の
証

明
で
あ
る
。
《
眼
に
見
え
る
世
界
》
で
あ
る
現
実
世
界
は
、
《
私
》
の
存
在
の
す

べ
て
を
含
み
込
む
よ
う
な
確
か
な
世
界
で
は
な
い
。
《
私
》
の
内
部
は
、
外
部
世

界
と
の
連
聞
に
よ
る
充
足
を
求
め
る
が
、
存
在
基
盤
回
復
は
不
可
能
で
あ
り
、

《
私
》
は
、
現
実
を
超
え
て
存
在
全
体
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
を
、

求
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
《
私
》
と
い
う
人
間
存

在
に
負
わ
さ
れ
た
問
題
な
の
で
あ
る
。
《
私
》
の
内
部
は
、
《
眼
に
見
え
》
な
い

世
界
の
在
り
方
に
《
確
か
》
さ
を
感
じ
る
と
い
う
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
形
で
で
は
あ

る
が
、
世
界
と
の
繋
が
り
を
獲
得
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
回
復
し
得
な

い
存
在
基
盤
で
あ
る
、
名
付
け
ら
れ
た
土
地
を
も
含
め
た
現
実
を
排
除
し
た
、
充



足
の
希
求
で
あ
ろ
う
。
存
在
基
盤
喪
失
者
で
あ
る
《
私
》
の
内
部
は
、
現
実
の
不

確
実
性
を
排
し
て
、
自
己
存
在
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
必
ず

し
も
、
名
付
け
ら
れ
た
ど
乙
か
の
土
地
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
と
解
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
《
私
》
や
《
妻
》
の
存
在
基
盤
喪
失
に
よ
る
、
《
生
活
》
の

不
確
か
き
や
現
実
の
不
確
実
性
が
描
か
れ
る
中
で
、
《
息
子
》
は
、
《
私

V
K家

庭
に
対
す
る
意
識
を
持
た
せ
つ
づ
け
、
問
題
を
明
確
化
さ
せ
る
役
割
を
果
た
す
。

《
息
子
》
は
、
《
私
》
と
《
妻
》
の
《
血
》
を
受
け
継
ぐ
者
で
あ
る
。
《
私
》
は
、

《
息
子
》
の
内
部
に
、
《
妻
》
の
不
安
定
さ
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
を
、
次
の

よ
う
に
意
識
し
て
い
る
。

《
生
ま
れ
育
っ
た
土
地
を
離
れ
て
心
の
奥
の
自
然
な
何
か
を
失
っ
た
妻
の
不
安

定
な
血
が
、
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
》

乙
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
基
盤
喪
失
者
と
し
て
の
《
私
》
や
《
妻
》
の
内
部
の
問
題

は
、
《
息
子
》
と
い
う
存
在
内
部
の
問
題
と
も
な
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
と

い
え
よ
う
。
《
妻
》
が
日
本
人
で
な
い
こ
と
を
、
知
つ
て
は
い
る
が
は
っ
き
り
と

意
識
し
て
い
な
い
《
息
子
》
に
対
し
て
、
《
私
》
は
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
い
て

、・〉。

'ιv
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だ
が
い
つ
か
は
両
親
が
海
峡
を
は
さ
ん
だ
両
岸
の
国
の
人
間
だ
っ
た
と
い
う

乙
と
を
、
そ
し
て
そ
の
海
峡
が
暗
く
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
乙
と
を
、
知
る

日
が
必
ず
来
る
。
》

《
海
峡
が
暗
く
深
い
意
味
を
も
っ
て
い
る
》
と
い
う
乙
と
に
つ
い
て
、
《
海
峡
を

は
さ
ん
だ
両
岸
の
国
》
と
し
て
想
定
さ
れ
る
、
日
本
と
朝
鮮
半
島
の
、
歴
史
的
な

関
係
を
想
起
す
る
だ
け
で
は
充
分
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
歴
史
的
な
関
係

と
い
う
表
層
の
奥
で
、
《
私
》
と
《
妻
》
が
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
基
盤
を
喪
失
し
、

そ
の
内
部
の
不
安
定
さ
が
《
息
子
》
の
内
部
に
受
け
継
が
れ
た
こ
と
に
よ
る
、

《
息
子
》
自
身
の
存
在
基
盤
確
立
の
可
能
性
と
い
う
問
題
が
、
暗
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
」
《
私
》
が
意
識
す
る
乙
と
は
、
《
私
》
の
、
《
息

子
》
の
存
在
基
盤
確
立
の
た
め
に
、
《
海
峡
》
の
こ
ち
ら
側
に
お
い
て
《
生
活
》

を
つ
く
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
を
保
証
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
《
妻
》
が

か
ろ
う
じ
て
《
生
活
》
に
つ
な
ぎ
止
め
ら
れ
て
い
る
の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
の

で
あ
る
。

「
此
岸
の
家
」
で
は
、
《
生
活
》
と
い
う
現
実
の
不
確
実
性

が
、
そ
れ
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
す
る
《
私
》
の
、
内
部
の
必
然
性
と
共
に
描
か

れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
存
在
基
盤
喪
失
者
と
し
て
在
る
乙
と
か
ら
、
積
極
的
に

見
出
さ
れ
る
べ
き
、
人
間
存
在
の
全
体
を
含
み
込
む
世
界
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、

と
い
う
問
題
に
は
、
は
っ
き
り
と
し
た
回
答
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

以
上
の
よ
う
に
、
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一
連
の
家
庭
を
扱
っ
た
作
品
群
の
出
発
点
と
し
て
「
此
岸
の
家
」
を
見
る
時
、
乙

の
問
題
は
、
一
連
の
作
品
群
を
貫
く
問
題
で
あ
り
、
展
開
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
以
下
の
考
察
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

「
浮
ぷ
部
屋
」
は
、
《
私
》
《
妻
》
《
息
子
》
の
三
人
で
構
成
さ
れ
る
家
庭
を

「
此
岸
の
家
」
と
同
じ
よ
う
な
外
観
を
持
た

「
天
堂
へ
の
馬
車
代
」
で
は
、
《
五
郎
》
《
京
子
》
《
竜

太
》
と
、
名
前
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
同
じ
家
庭
が
扱
わ
れ
て
い
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
人
物
に
固
有
名
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
乙
こ
で
は
詳
し
く

触
れ
な
い
が
、
《
私
》
と
い
う
一
人
称
視
点
を
と
ら
な
い
こ
と
で
、
〈
私
小
説
〉

と
い
う
評
を
脱
し
、
作
品
の
外
部
か
ら
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
ら
れ
る
乙
と
を
拒

舞
台
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
に
、

せ
た
作
品
で
あ
る
。



も
う
と
し
た
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
も
同
じ
《
五
郎
》
《
京

子
》
《
竜
太
》
の
三
人
の
家
庭
を
扱
っ
た
作
品
、
「
風
の
地
平
」
「
ヤ
モ
リ
の
部

屋
」
「
霧
の
参
道
」
「
空
中
庭
園
」
「
彼
岸
の
墓
」
が
執
筆
さ
れ
て
い
る
。

「
此
岸
の
家
」
で
描
か
れ
た
、
《
生
活
》
と
い
う
現
実
の
不
確
実
性
は
、
こ
れ

ら
の
作
品
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
主
に

《
五
郎
》
と
《
京
子
》
の
生
の
感
覚
、
死
の
感
覚
が
、
同
調
し
た
り
反
発
し
た
り

す
る
乙
と
に
よ
り
、
人
間
存
在
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

《
京
子
》
が
《
悪
性
骨
肉
腫
》
で
あ
る
と
い
う
疑
い
が
持
た
れ
、
手
術
が
な
さ
れ

る
作
品
「
天
堂
へ
の
馬
車
代
」
で
は
、
死
に
直
面
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
《
五

郎
》
が
《
京
子
》
の
感
覚
に
同
調
し
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
の
記
憶
の
情
景
を
共

有
す
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
に
お
け
る
死
は
、
次
の
よ
う
に

想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

《
死
が
不
意
の
無
慈
悲
で
陰
惨
な
出
来
事
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
旅
路
か
ら
ま

た
別
の
旅
へ
と
、
ゆ
っ
く
り
と
旅
装
を
調
え
終
え
て
旅
立
っ
て
ゆ
く
乙
と
の
よ

うな・・・・・・》

《
五
郎
》
自
身
の
意
識
で
は
、
死
と
は
即
ち
、
《
無
く
な
っ
て
し
ま
う
》
乙
と
で

あ
る
。
そ
れ
は
個
体
の
消
滅
で
あ
っ
て
、
《
旅
立
っ
て
ゆ
く
乙
と
》
で
は
な
い
。

し
か
し
、
《
五
郎
》
は
、
《
京
子
》
の
話
す
、
《
悠
々
と
自
分
の
棺
に
漆
長
塗
マ
っ

て
い
た
《
祖
父
》
の
姿
か
ら
担
起
さ
れ
た
、
《
海
峡
の
向
五
岸
》
に
お
け
る
死
に
、

共
感
す
る
内
部
を
持
っ
て
い
る
。

《
そ
の
話
を
聞
き
な
が
ら
、
日
頃
、
び
っ
し
り
と
建
て
乙
ん
だ
ピ
ル
の
間
で
閉

ざ
さ
れ
て
い
る
ぎ
ら
つ
い
た
心
の
底
の
万
が
、
自
然
と
聞
い
て
い
く
よ
う
な
気

が
し
た
。
》

つ
ま
り
、
《
五
郎
》
の
内
部
は
、
意
識
と
は
別
に
、
《
海
峡
の
向
う
岸
》
に
お
け

る
、
《
旅
立
》
ち
と
し
て
の
死
、
そ
れ
ら
』
通
し
て
の
生
を
、
自
然
な
も
の
と
感
じ

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
存
在
基
盤
喪
失
者
と
し
て
の
《
五
郎
》
が
、
自

己
の
内
部
に
お
い
て
求
め
ら
れ
て
い
る
生
の
在
り
方
を
、
自
覚
す
る
過
程
に
他
な

ら
な
い
。

囚

一
連
の
作
品
の
最
後
に
あ
た
る
「
彼
岸
の
基
」
は
、
「
此
岸
の
家
」
で
提
出
さ

れ
た
問
題
に
回
答
を
与
え
、
新
た
な
展
開
の
方
向
性
を
示
し
た
作
品
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

「
彼
岸
の
墓
」
に
お
け
る
《
五
郎
》
は
、
《
京
子
》
の
膝
の
手
術
を
契
機
に
、

《
義
母
》
の
墓
に
参
る
乙
と
を
提
案
し
、
《
竜
太
》
と
三
人
で
韓
国
へ
渡
る
。
そ

れ
は
、
東
京
へ
来
た
が
っ
て
い
た
韓
国
人
の
《
義
母
》
を
、
家
族
と
し
て
迎
え
入

れ
る
乙
と
を
た
め
ら
っ
た
《
五
郎
》
が
、
罪
悪
感
か
ら
、
つ
ぐ
な
い
を
し
よ
う
と

戸。

し
た
も
の
で
あ
る
。
《
義
母
》
を
迎
え
入
れ
る
乙
と
が
で
き
な
か
っ
た
《
五
郎
》

の
意
識
は
、
韓
国
人
と
自
己
と
の
聞
に
、
隔
た
り
を
認
め
て
い
る
と
い
え
る
。
ま

た
、
韓
国
に
渡
っ
た
《
五
郎
》
は
、
車
で
移
動
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
、
記
憶

の
中
の
町
と
現
在
の
韓
国
の
町
の
ズ
レ
を
感
じ
て
い
る
。

《
彼
は
小
学
校
に
上
る
ま
で
の
一
年
ほ
ど
を
こ
の
市
に
住
ん
だ
あ
と
、
小
学
校

を
乙
乙
か
ら
汽
車
で
一
時
間
ほ
ど
離
れ
た
小
さ
な
町
に
移
り
、
そ
れ
か
ら
中
学

の
一
年
生
一
学
期
だ
け
を
乙
乙
の
中
学
の
寄
宿
舎
で
過
し
た
。
小
学
校
に
上
が

る
前
は
と
も
か
く
、
中
学
一
年
の
と
き
の
記
憶
は
薄
れ
切
っ
て
い
な
い
は
ず
な

の
に
、
全
く
ど
乙
を
走
っ
て
い
る
の
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
》

乙
こ
で
《
五
郎
》
に
よ
っ
て
、
韓
国
が
、
記
憶
と
異
な
る
場
所
と
し
て
捉
え
ら
れ

「
此
岸
の
家
」
に
お
け
る
《
私
》
に
《
海
峡
の
向
う
岸
》
を
存

る
乙
と
に
よ
り
、



在
基
盤
と
し
て
回
復
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
乙
と
が
、
よ
り
具
体
的
な
形
で

《
五
郎
》
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
《
五
郎
》
の
内
部
に
は
、
韓
国
の
風
土
に
共
感
す
る
感
覚
も
あ
る
。

例
え
ば
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
場
面
に
見
ら
れ
る
。

《
乙
の
あ
た
り
も
少
し
は
雨
が
降
っ
た
は
ず
な
の
に
、
豊
か
な
水
は
少
し
の
濁

り
も
な
く
、
無
気
味
な
深
い
紫
色
に
澄
ん
で
い
た
。
河
原
の
程
々
と
白
い
ひ
ろ

が
り
と
、
河
向
う
の
林
の
静
け
さ
が
、
五
郎
の
心
に
ひ
し
ひ
し
と
め
み
た
。
》

乙
の
乙
と
か
ら
、
《
五
郎
》
の
内
部
に
は
、
存
在
基
盤
で
あ
っ
た
韓
国
の
土
地
か

ら
得
た
、
過
去
の
充
足
が
保
存
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
《
五
郎
》
の
感
覚
に
作
用

し
て
い
る
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
《
五
郎
》
は
、
過
去
と

現
在
を
交
錯
さ
せ
な
が
ら
、
自
己
内
部
に
保
存
さ
れ
た
体
験
を
意
識
化
し
、
韓
国

人
を
理
解
す
る
と
共
に
、
自
己
内
部
が
共
感
す
る
生
の
在
り
方
を
意
識
化
す
る
乙

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
は
、
《
五
郎
》
の
、
韓
国
人
と
《
家
族
的
》
に
付

き
合
え
る
と
い
う
特
権
的
な
立
場
が
、
韓
国
人
理
解
を
容
易
に
し
て
い
る
と
い
え

る
。
そ
の
立
場
に
立
つ
《
五
郎
》
は
、
ま
ず
、
韓
国
人
を
総
体
的
に
次
の
よ
う
に

感
じ
て
い
る
。

《
五
郎
は
か
つ
て
日
本
統
治
時
代
に
育
っ
た
十
年
ほ
ど
の
聞
に
も
、
ま
た
特
派

員
と
し
て
一
年
近
く
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
も
見
え
な
か
っ
た
韓
国
の
人
た
ち

の
、
生
の
か
た
ち
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
と
れ
る
気
が
し
た
。
そ
れ
は
個
々
の

人
た
ち
の
個
性
と
か
努
力
と
い
う
こ
と
よ
り
も
っ
と
深
く
大
き
な
次
元
で
、
長

い
年
月
を
か
け
て
形
づ
く
ら
れ
て
き
た
心
の
持
ち
方
の
基
本
の
よ
う
な
も
の

だ
。
》

《
五
郎
》
は
、
韓
国
人
の
生
の
在
り
方
を
、
ま
ず
は
他
者
の
も
の
と
し
て
感
じ
、

意
識
化
し
て
い
る
。
そ
の
時
《
五
郎
》
は
、
人
間
の
生
を
、
個
に
限
定
さ
れ
た
も

の
と
し
て
で
は
な
く
、
連
続
す
る
生
命
の
営
為
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

《
五
郎
》
は
次
の
よ
う
に
思
う
。

《
古
い
朝
鮮
の
歴
史
に
も
儒
教
の
哲
学
に
も
、
五
郎
は
ほ
と
ん
ど
無
知
に
ひ
と

し
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
宇
宙
の
無
限
と
か
自
然
の
混
沌
と
い
う
も
の
に
対
し

て
、
人
間
と
は
ひ
と
つ
の
形
な
の
だ
と
い
う
暗
黙
の
前
提
め
い
た
も
の
が
、
ご

く
自
然
に
人
た
ち
の
心
と
行
動
に
染
み
乙
ん
で
い
る
よ
う
に
、
彼
に
は
思
え
て

く
る
。

V

乙
乙
で
《
五
郎
》
は
、
韓
国
人
の
生
が
、
《
混
沌
》
に
対
す
る
《
形
》
と
し
て
、

個
々
の
人
聞
に
受
け
継
が
れ
る
、
と
感
じ
て
い
る
。
生
が
、
《
混
沌

V
K対
す
る

《
形
》
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
提
と
し
て
《
混
沌
》
で
あ
る
世
界
が
認
め
ら

れ
、
そ
れ
に
対
す
る
《
形
》
の
在
り
方
が
問
わ
れ
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
乙

で
は
ま
だ
、
《
五
郎
》
は
、
漠
然
と
し
た
印
象
を
得
た
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
は
問
わ
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れ
て
い
な
い
。

韓
国
人
の
生
の
在
り
方
を
乙
の
よ
う
に
捉
え
た
《
五
郎
》
が
、
そ
乙
か
ら
ど
の

よ
う
に
、
自
己
存
在
も
含
め
た
生
に
つ
い
て
の
意
識
を
深
化
さ
せ
て
い
く
か
が
、

作
品
展
開
の
基
調
と
な
っ
て
い
る
。
《
五
郎
》
は
韓
国
人
を
他
者
と
し
て
捉
え
た

が
、
そ
の
生
の
感
覚
と
、
《
五
郎
》
自
身
の
生
の
感
覚
と
の
違
い
は
、
端
的
に
、

《
五
郎
》
に
と
っ
て
一
番
身
近
な
韓
国
人
で
あ
る
《
京
子
》
と
の
、
死
の
捉
え
方

の
違
い
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
。

《
先
と
ろ
の
手
術
の
前
に
、
京
子
が
日
本
で
死
ぬ
と
火
葬
に
さ
れ
る
か
ら
怖
し

い
と
し
き
り
に
言
っ
て
い
た
こ
と
を
、
五
郎
は
思
い
出
し
た
。
五
郎
に
と
っ
て

は
、
死
と
は
火
葬
場
の
煙
突
か
ら
立
ち
の
ぼ
る
一
片
の
青
い
煙
、
と
い
う
感
じ

で
あ
る
。
生
は
そ
乙
で
絶
対
的
に
断
ち
切
ら
れ
消
え
失
せ
る
。
と
こ
ろ
が
京
子

の
死
に
つ
い
て
の
感
じ
方
は
ど
う
も
底
深
く
ち
が
う
ら
し
い
:
:
:
》



《
五
郎
》
に
と
っ
て
の
生
と
は
個
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
、

無
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
《
京
子
》
に
と
っ
て
、
生
の
感
覚
は
、
そ
う
で
は

な
い
。
だ
が
、
そ
の
《
ち
が
》
い
は
、
乙
こ
で
の
《
五
郎
》
に
は
、
具
体
的
に
は

意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
《
五
郎
》
の
内
部
は
、
過
去
の
体
験
と
い
う
要
因
に
よ
っ
て
、
外
部

の
荒
涼
と
し
た
風
景
や
そ
の
静
寂
と
の
融
和
を
感
じ
始
め
、
ま
ず
、
そ
の
融
和
感

が
意
識
化
さ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
《
五
郎
》
の
内
部
は
、
《
彼

個
人
の
体
験
》
を
超
え
る
、
外
部
と
の
調
和
、
共
鳴
を
感
じ
て
お
り
、
《
五
郎
》

は
そ
の
感
覚
を
、
《
気
分
》
と
し
て
意
識
に
汲
み
上
げ
て
い
る
。

《
さ
ら
に
そ
う
し
た
彼
個
人
の
体
験
よ
り
も
っ
と
遠
く
深
い
追
憶
の
よ
う
な
も

の
が
、
不
思
議
に
安
ら
か
な
懐
し
い
気
分
と
と
も
に
、
い
ま
躯
の
一
番
奥
か
ら

諺
み
出
て
く
る
気
が
す
る
。
眼
に
は
見
え
な
い
が
生
き
生
き
と
し
た
つ
な
が
り

で
、
広
く
大
き
な
も
の
と
共
に
生
き
て
い
た
よ
う
な
気
分
。
動
物
の
臭
い
、
剥

き
出
し
の
地
面
、
光
、
静
寂
、
そ
し
て
生
と
死
の
リ
ズ
ム
。
》

乙
乙
で
は
《
五
郎
》
個
人
の
生
が
、
そ
の
内
部
の
感
覚
に
よ
っ
て
、
外
部
と
《
共

に
生
き
て
い
た
》
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
己
内
部
と
外
部
の
連
続
性

を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
共
生
感
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
感
覚
が

《
追
憶
》
と
し
て
、
《
懐
し
い
気
分
》
と
共
に
《
躯
の
一
審
奥
か
ら
凄
み
出
て
く

る
》
と
感
じ
ら
れ
る
乙
と
は
、
《
五
郎
》
の
生
の
在
り
方
が
、
内
部
に
お
い
て
は
、

そ
の
よ
う
な
共
生
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
。

《
五
郎
》
は
自
己
の
生
の
根
源
を
、
外
部
と
の
共
生
と
し
て
予
見
し
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
個
体
の
生
の
感
覚
で
あ
り
、
自
己
の
探
究
と
い
う
範

鴎
に
収
ま
る
も
の
で
あ
る
。
韓
国
人
の
生
が
《
長
い
年
月
を
か
け
て
形
づ
く
ら
れ

て
き
た
》
と
意
識
さ
れ
た
乙
と
と
同
一
で
は
な
い
。
し
か
し
、
や
が
て
そ
の
韓
国

人
の
生
の
在
り
方
は
、
《
五
郎
》
が
自
己
の
生
を
外
部
と
共
に
捉
え
た
感
覚
を
土

台
と
し
て
、
《
五
郎
》
自
身
の
存
在
を
も
含
め
て
、
意
識
化
さ
れ
る
に
到
る
。

《
義
母
》
の
《
墓
》
に
や
っ
て
来
た
《
五
郎
》
は
、
《
京
子
》
の
墓
参
り
の
仕
方

を
真
似
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

「
韓
国
」
と
い
う
一
国
家
の
も
の
で
は
な
い
《
大

地
》
に
根
差
し
た
生
の
在
り
方
を
感
じ
取
る
。

《
膝
と
掌
の
下
に
、
じ
か
に
地
面
が
あ
っ
た
。
靴
の
裏
だ
け
で
接
し
て
い
る
と

き
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
大
地
の
厚
み
と
広
が
り
と
が
、
心
に
じ
か
に
伝
わ
っ
て

く
る
。
大
地
の
肌
と
心
の
肌
が
直
接
民
触
れ
合
う
感
じ
だ
っ
た
。

記
憶
の
ま
ま
の
義
母
が
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

(
略
)
大
地
を
通
し
て
生
と
死
が
結
び
付
く
よ
う
な
思
い
が
け
な
い
感
情
を
、

五
郎
は
覚
え
る
の
だ
っ
た
。
》

か
つ
て
、
《
五
郎
》
に
と
っ
て
の
死
と
は
、
単
に
消
滅
で
あ
り
、
無
と
な
る
ζ

と
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で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
乙
で
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
個
で
完
結
す
る
生
で
は
な

く
、
《
大
地
》
と
い
う
外
部
の
媒
介
に
よ
っ
て
生
と
死
が
連
続
し
て
感
じ
ら
れ
た

と
い
う
、
《
思
い
が
け
な
い
》
自
己
内
部
の
情
態
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
と

い
う
枠
を
越
え
、
《
大
地
》
を
基
盤
と
し
て
、
人
間
の
内
部
と
外
部
の
連
続
性
の

一
つ
の
世
界
観
と
な
っ
て
い
る
。

中
に
、
生
を
捉
え
た
点
に
お
い
て
、

《
五
郎
》
は
、
現
実
に
お
い
て
は
見
え
て
こ
な
い
人
間
存
在
の
生
の
根
源
を
、
見

つ
ま
り
、

え
な
い
は
ず
の
世
界
を
見
る
乙
と
に
よ
り
、
世
界
観
と
し
て
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

乙
れ
が
、
《
五
郎
》
の
、
韓
国
と
い
う
土
地
へ
の
回
帰
を
示
す
も
の

で
な
い
乙
と
は
、
《
五
郎
》
が
そ
の
土
地
を
、
《
日
本
人
》
と
し
て
、
外
国
の
も

の
と
捉
え
た
、
次
の
部
分
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

《
「
東
京
に
呼
ば
な
く
て
す
い
ま
せ
ん
で
し
た
」

素
直
に
そ
う
謝
る
乙
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
日
本
人
と
し
て
の
自
分
が
乙
の
地



面
に
謝
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
思

い
が
、
胸
の
中
を
ひ
ろ
が
っ
た
。
》

こ
の
よ
う
に
、
世
界
観
の
獲
得
は
、
現
実
に
お
い
て
《
日
本
人
》
で
あ
る
乙
と
に

つ
い
て
の
、
《
五
郎
》
の
自
覚
を
鮮
明
に
は
し
て
も
、
充
足
を
得
る
乙
と
の
で
き

る
、
具
体
的
な
土
地
の
獲
得
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
乙
乙
で
の
乙
の

世
界
観
は
、
現
実
を
あ
る
一
つ
の
世
界
と
し
て
、
相
対
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
《
五
郎
》
は
、
韓
国
人
の
生
の
在
り
方
を
意
識
化
す
る
と
共

に
、
自
己
存
在
の
生
の
在
り
方
と
、
そ
れ
ら
』
支
え
る
世
界
観
を
も
意
識
化
し
た
。

そ
し
て
、
乙
乙
で
《
五
郎
》
が
、
そ
の
よ
う
に
自
己
存
在
を
内
部
と
外
部
の
連
聞

に
お
い
て
捉
え
る
乙
と
は
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
そ
の
こ
と
は
、
《
京
子
》
が

次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
乙
と
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

《
特
派
員
で
来
た
日
本
の
男
と
偶
然
に
知
り
合
っ
て
、
そ
の
男
だ
け
を
頼
り
に

海
を
越
え
、
安
月
給
で
苦
労
し
、
周
囲
の
眼
に
気
を
遣
い
、
子
供
を
産
み
、
幾

度
も
引
越
し
、
そ
し
て
い
ま
手
術
後
の
癒
り
切
ら
な
い
脚
を
ひ
き
ず
り
な
が
ら

楽
し
気
に
母
親
の
墓
へ
登
る
女
|
|
妻
と
い
う
よ
り
ひ
と
り
の
女
と
し
て
の
京

子
の
半
生
が
、
ま
ざ
ま
ざ
と
心
の
奥
に
見
え
て
く
る
気
が
し
た
。
》

《
京
子
》
が
い
か
に
自
身
の
故
郷
で
あ
る
土
地
に
お
い
て
安
定
し
て
い
よ
う
と
も
、

《
京
子
》
は
そ
乙
を
自
ら
の
意
志
で
離
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
《
半
生
》
も

ま
た
《
京
子
》
の
生
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
は
、
現
実
を

創
り
出
し
な
が
ら
在
り
続
け
る
の
で
あ
っ
て
、
《
五
郎
》
が
こ
乙
で
得
た
世
界
観

も
、
現
実
を
創
り
出
し
な
が
ら
生
き
る
人
間
存
在
の
、
生
を
根
源
的
に
支
え
る
世

界
観
な
の
で
あ
る
。
「
此
岸
の
家
」
に
お
い
て
、
《
私
》
達
が
存
在
基
盤
喪
失
者

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
彫
り
に
さ
れ
た
、
存
在
の
不
安
定
さ
と
現
実
の
不
確
実

さ
は
、
生
の
根
源
的
世
界
観
の
獲
得
に
よ
り
、
共
に
相
対
化
さ
れ
た
が
、
克
服
さ

れ
て
は
い
な
い
。
人
間
存
在
内
部
と
、
外
部
世
界
の
連
関
は
、
生
と
い
う
一
点
に

お
い
て
担
え
ら
れ
た
が
、
人
間
存
在
全
体
を
含
み
込
む
世
界
と
し
て
描
き
出
さ
れ

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
乙
の
作
品
は
、
あ
く
ま
で
《
乙
ち

ら
側
》
に
在
る
人
聞
が
、
人
間
存
在
の
生
の
根
源
と
し
て
の
、
《
彼
岸
》
と
い
う

世
界
を
見
出
す
と
い
う
意
味
で
、
「
彼
岸
の
墓
」
と
題
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
《
此

岸
》
が
、
《
乙
ち
ら
側
》
で
あ
る
現
実
を
意
味
し
て
い
る
乙
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

乙
の
よ
う
に
、
「
彼
岸
の
基
」
は
、
存
在
基
盤
喪
失
者
が
人
間
の
生
の
根
源
的

な
在
り
方
を
自
覚
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
「
此
岸
の
家
」
の
問
題
提
起
に

一
応
の
回
答
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
乙
の
回
答
は
、
「
此
岸
の
家
」

の
《
私
》
が
、
《
妻
》
を
通
し
て
、
過
去
の
充
足
を
回
復
し
よ
う
と
し
な
が
ら
も
、

存
在
基
盤
を
回
復
す
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
《
眼
に
見
え
》
な
い
世
界
を

《
確
か
》
な
も
の
と
感
じ
て
い
た
乙
と
と
、
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に

お

い

て

、

「

此

岸

の

家

」

の

《

眼

に
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「
彼
岸
の
墓
」
で
獲
得
さ
れ
た
世
界
観
は
、

見
え
》
な
い
世
界
に
、
人
間
存
在
の
生
の
根
源
と
い
う
形
を
与
え
た
も
の
、
と
意

味
付
け
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

五-

以
上
の
よ
う
に
、

「
此
岸
の
家
」
か
ら
「
彼
岸
の
墓
」
ま
で
を
、

一
連
の
作
品

「
此
岸
の
家
」
で
提
出
さ
れ
た
、
存
在
基
盤
喪
失
者
に
よ
る

外
部
世
界
と
連
関
し
た
充
足
の
希
求
と
、
現
実
の
不
確
実
性
と
い
う
問
題
は
、

と
し
て
見
た
場
合
、

「
彼
岸
の
墓
」
の
《
五
郎
》
に
意
識
化
さ
れ
た
、
人
間
存
在
の
生
を
支
え
る
根
源

的
な
世
界
観
に
よ
っ
て
、
回
答
ぞ
得
た
乙
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
回
答
に
よ
っ

て
、
存
在
基
盤
喪
失
者
が
、
存
在
基
盤
と
し
て
の
具
体
的
な
土
地
を
獲
得
す
る
わ

け
で
は
な
く
、
文
化
的
基
盤
に
則
っ
た
生
活
、
確
か
な
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
現
実



を
獲
得
す
る
わ
け
で
も
な
い
。

つ
ま
り
、
存
在
基
盤
喪
失
者
は
存
在
基
盤
を
回
復

し
得
な
い
ま
ま
、
現
実
は
不
確
実
な
ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
人
間
存
在
は

世
界
と
共
に
在
り
、
生
命
は
大
地
を
通
し
て
繋
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
、
回

答
の
内
容
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
乙
そ
が
、
人
間
存
在
を
捉
え
直
す
た
め

の
端
緒
で
あ
り
、
日
野
が
こ
の
作
品
群
で
獲
得
し
た
、
新
た
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
群
で
獲
得
さ
れ
た
、
人
間
存
在
を
捉
え
直
す
た
め
の
端
緒
、
世
界
観

は
、
日
野
の
作
品
を
通
覧
す
る
時
、
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
個
々
の
作
品

に
つ
い
て
は
、
後
の
機
会
に
詳
述
す
る
乙
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
処
女
作
「
向

う
側
」
に
お
け
る
《
向
う
側
》
と
、
『
抱
擁
』
に
見
ら
れ
る
《
向
こ
う
側
》
の
違

い
か
ら
、
こ
の
作
品
群
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
〈
。

日
野
は
、

「
向
う
側
」
に
お
い
て
、
《
向
う
側
》
と
い
う
世
界
を
描
き
出
そ
う

「
向
う
側
」
で
は
、
《
向
う
側
》
自
体
は
描
か
れ
な
か
っ

た
と
い
っ
て
よ
い
。
《
向
う
側
》
は
、
次
の
よ
う
に
《
予
感
》
さ
れ
た
に
過
ぎ
な

と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

し、
。

《
焼
け
あ
と
の
空
地
に
立
っ
て
、
こ
と
が
向
う
側
、
だ
、
と
私
は
口
に
出
し
て
い
っ

て
み
た
。
ま
だ
熱
い
灰
の
堆
積
の
聞
に
、
み
す
ぼ
ら
し
い
土
が
め
が
一
個
転
が
っ

て
い
た
。
何
気
な
く
足
先
き
で
さ
わ
る
と
、
と
た
ん
に
待
っ
て
た
よ
う
に
音
も

な
く
崩
れ
た
。
む
な
し
さ
そ
の
も
の
と
い
う
も
の
は
、
確
か
に
あ
る
、
と
い
っ

て
は
い
い
す
ぎ
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
る
、
た
と
え
い
ま
、

こ
こ
で
な
い
と
し
て

も
、
と
い
う
確
信
に
近
い
予
感
が
、
ひ
し
ひ
し
と
ま
わ
り
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
枕

黙
と
、
そ
の
聞
の
か
ら
つ
ぼ
の
村
の
透
明
な
空
聞
か
ら
迫
ま
っ
て
く
る
。
》

「
向
う
側
」
に
お
い
て
、

《
む
な
し
さ
そ
の
も
の
》
が
在
る
世
界
、
そ
れ
が
、

《
向
う
側
》
と
名
付
け
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
。
だ
が
、
《
む
な
し
き
そ
の
も
の
》

が
、
言
葉
を
排
し
て
在
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
意
味
付
け
が
な
さ
れ

て
い
な
い
た
め
、
《
向
う
側
》
も
形
象
化
さ
れ
な
か
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
『
抱
擁
』
に
見
ら
れ
る
《
向
乙
う
側
》
は
、
次
の
様
に
描
か
れ
て
い
る
。

《
様
々
な
物
体
が
、
用
途
と
機
能
を
失
っ
た
破
片
が
、
波
打
ち
際
に
打
ち
寄
せ

ら
れ
た
難
破
船
の
残
骸
と
積
荷
の
よ
う
に
散
乱
し
て
い
た
。
見
え
な
い
濁
水
の

中
を
漂
っ
て
い
た
。
私
自
身
も
水
中
を
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
て
い
る
。
自
分

の
足
で
踏
ん
張
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
胸
の
中
を
、
水
、
が
、
木
片
が
、
虫
の
死
骸

が
通
り
抜
け
で
ゆ
く
。
》

こ
こ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
か
ら
、
意
味
や
、
価
値
が
、
剥
奪
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
。
物
は
、
そ
れ
が
持
た
さ
れ
る
《
用
途
》
や
、
《
機
能
》
を
失
い
、
た
だ
そ

乙
に
在
る
、
と
認
識
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
《
私
》
自
身
の
肉
体

に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
り
、
意
識
だ
け
が
浮
遊
し
て
、
そ
の
よ
う
な
世
界
を
捉
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
《
見
え
な
い
濁
水
》
と
い
っ
た
、
逆
説
的
な
表
現
は
、
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言
葉
に
よ
っ
て
論
理
付
け
ら
れ
た
、
現
実
か
ら
の
、
逸
脱
を
意
図
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
《
む
な
し
さ
そ
の
も
の
》
が
在
る
世
界
で
し
か
な
か
っ
た
《
向
う
側
》
は
、

『
抱
擁
』
に
お
い
て
、
言
葉
に
よ
っ
て
描
き
出
そ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
日
野
は
、
処
女
作
か
ら
『
抱
擁
』
ま
で
、

一
貫
し

た
問
題
意
識
を
持
っ
て
い
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

「
彼
岸
の

基
」
で
獲
得
さ
れ
た
世
界
観
は
、
そ
の
、
人
間
内
部
と
外
部
世
界
の
連
関
、
生
命

の
連
続
性
、
現
実
の
相
対
化
、
と
い
っ
た
点
で
、
『
抱
擁
』
に
見
ら
れ
る
《
向
乙

う
側
》
の
形
象
化
を
、
基
礎
付
け
、
方
向
付
け
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が
、
明
ら
か

に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
考
察
か
ら
も
、

「
此
岸
の
家
」
か
ら
「
彼
岸
の
基
」
ま
で
の
主
人
公
が

《
海
峡
の
向
う
岸
》
で
育
っ
た
こ
と
、
そ
の
妻
が
《
海
峡
の
向
う
岸
》
の
生
ま
れ

で
あ
る
乙
と
等
か
ら
、
作
家
日
野
の
、
個
人
的
な
問
題
が
扱
わ
れ
た
作
品
で
あ
る



と
考
え
る
乙
と
が
、
短
絡
に
過
ぎ
る
の
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
作
品
に
限
っ

て
み
て
も
、
同
時
代
に
お
い
て
顕
著
な
、
根
無
し
草
的
な
存
在
の
在
り
方
、
文
化

的
共
通
基
盤
の
稀
薄
な
夫
婦
や
家
庭
の
問
題
が
、
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
。
乙
乙
で

の
日
野
の
試
み
は
、
特
殊
に
見
え
る
家
庭
の
状
況
を
設
定
し
な
が
ら
、
人
間
存
在

の
普
遍
的
な
在
り
方
を
追
求
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

注

(
1
)
 
「
文
襲
」
回
四
八
・
八
。
引
用
は
『
此
岸
の
家
』

(
昭
四
九
・
八
・

O
河
出
書
房
新
社
)
に
拠
る
。

(
2
)
第
七
十
回
芥
川
賞
選
評
。
出
典
は
『
芥
川
賞
全
集
第
十
巻
』

二
・
二
五
文
事
春
秋
社
)

(
3
)
第
七
十
一
回
芥
川
賞
選
評
。
出
典
は

(
2
)
に
同
じ
。

(
昭
五
七
・

(
4
)
 
(
l
)
参
照
。

(
5
)
間
四
九
「
週
刊
朝
日
」
九
月
二
七
日
号
。

(
6
)

「
H

向
う
側
u

と
い
う
こ
と
」
(
『
向
う
側
』
昭
六
三
・
二
・
ニ
九
成

瀬
書
房
)
。
引
用
は
『
都
市
と
い
う
新
し
い
自
然
』

(
間
六
三
・
八
・

二
読
売
新
聞
社
)
に
拠
る
。

「
審
美
」
間
四
一
・
一
一
号
。

(
7
)
 

(
8
)
 
「
中
央
公
論
」
回
五
一
・
一
。
引
用
は
『
風
の
地
平
』

(
回
五
一
・
四
・

二
O
中
央
公
論
社
)
に
拠
る
。

(
9
)
 
「
文
襲
」
昭
四
九
・
六

(
叩
)

「
中
央
公
論
」
間
五

0
・
一
。
引
用
は

(
8
)
に
同
じ
。

(
日
)

(
日
)
の
「
ヤ
モ
リ
の
部
屋
」
は
、
《
竜
太
》
誕
生
以
前
と
考
え
ら
れ
、

二
人
で
あ
る
。

(ロ)
「
文
襲
」
間
五

0
・三。

「
群
像
」
間
五

0
・
五
(
原
題
は
「
ヤ
モ
リ
の
い
る
部
屋
」
)
。

「
海
」
昭
五

0
・
五
(
原
題
は
「
暗
い
参
道
」
)
。

(
日
)

(
U
)
 

(
日
)

「
海
」
昭
五
一
・
一
。

(
時
)

「
す
ば
る
」
間
五
六
・
一
・
三
・
五
・
七
・
九
(
隔
月
連
載
)
。
引
用

は
『
抱
擁
』

(
回
五
七
・
二
・
一

O
集
英
社
)
に
拠
る
。
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