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は
じ
め
に

　

本
論
は
、
前
号
掲
載
の
拙
稿
「「
わ
が
神
、
わ
が
神
、
な
ぜ
わ
た
し
を

お
見
捨
て
に
な
っ
た
の
で
す
か
」
の
解
釈
」（「
国
文
白
百
合
」
第
49
号
、

二
〇
一
八
・
三
）
に
続
く
、
聖
書
の
語
句
が
引
用
さ
れ
た
小
説
を
読
み
解

く
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、
旧
約
聖
書
出
エ
ジ
プ
ト
記
20
章
14
節
の
「
姦

淫
し
て
は
な
ら
な
い注
１

。」
を
引
用
し
て
い
る
、
志
賀
直
哉
「
濁
つ
た
頭
」

（「
白
樺
」、
一
九
一
一
・
四
）
と
、
丹
羽
文
雄
「
罪ざ
い

戻れ
い

」（「
世
界
」、
一
九

五
〇
・
八
）
を
読
ん
で
み
た
い
。

　
「
濁
つ
た
頭
」
は
発
表
当
時
、「
性
欲
の
俘
と
な
つ
た
若
い
男
の
、
当
然

滅
び
ゆ
く
経
路
を
描
写
し
た
も
の
」（
月
旦
子
執
筆
「
四
月
の
文
藝
」

（
六
）、「
時
事
新
報
」
一
九
一
一
・
四
・
一
七
）、「
性
欲
の
は
た
ら
き
も

か
な
り
に
書
き
表
は
れ
て
ゐ
る
様
に
思
つ
た
。」（
島
村
苳
三
「
四
月
の
小

説
」、「
新
小
説
」
一
九
一
一
・
五
）、「
青
年
期
に
起
る
止
め
ど
な
き
性
欲

発
動
の
心
理
と
、
恐
ろ
し
い
そ
の
有
様
と
が
描
い
て
あ
る
。」（
生
田
蝶
介

「
雑
誌
月
評
」、「
文
章
世
界
」
一
九
一
一
・
五
）、「
性
欲
的
衝
動
が
如
何

に
物
狂
ほ
し
く
青
年
の
心
を
掻
き
乱
し
た
か
と
云
ふ
プ
ロ
セ
ス
は
多
少
の

不
自
然
な
点
は
あ
り
乍
ら
も
甚
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
居
る
。」（
無
署
名

「
四
月
の
小
説
と
脚
本
」、「
三
田
文
学
」
一
九
一
一
・
五
）
な
ど
と
評
さ

れ
、
評
価
の
中
心
は
「
性
欲
」
の
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

「
性
欲
の
抑
へ
難
き
力
と
基
督
教
と
い
ふ
問
題
も
左
ま
で
深
い
印
象
を
残

さ
ぬ
。」（
山
帰
来
「
四
月
の
小
説
と
脚
本
」、「
国
民
新
聞
」
一
九
一
一
・

四
・
一
五
）
と
い
う
評
は
「
性
欲
」
に
加
え
、
キ
リ
ス
ト
教
の
要
素
が
関

わ
る
点
を
指
摘
し
て
お
り
、
看
過
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る注
２

。

　

次
に
、「
罪
戻
」
は
、
発
表
当
時
、「
作
者
は
こ
こ
で
ひ
と
つ
の
『
良
心

の
場
合
』
を
設
定
し
た
の
で
し
よ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
は
主
人
公
の
心
が

少
し
も
描
け
て
い
ず
、
ま
た
戦
後
の
風
俗
画
と
し
て
見
て
も
、
と
つ
て
つ

け
た
よ
う
な
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
心
が
不
自
然
で
、
ど
つ
ち
つ
か
ず
の
気
の

抜
け
た
作
品
に
な
っ
て
い
ま
す
。」（
中
村
光
夫
「
文
芸
時
評
（
下
）」、

「
夕
刊
毎
日
新
聞
」
一
九
五
〇
・
八
・
九
）、「
カ
ト
リ
ツ
ク
信
者
の
闇
会

社
の
社
長
が
、
若
い
頃
の
悪
疾
か
ら
妻
を
発
狂
さ
せ
る
、
そ
の
後
の
社
長

の
贖
罪
の
話
で
あ
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
社
長
の
精
神
生
活
と
、
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
現
実
生
活
の
罪
業
の
反
復
と
の
間
に
あ
る
矛
盾
を
、
十
分
に
統

一
し
た
人
間
像
に
ま
で
昇
華
で
き
て
い
な
い
し
、
社
長
の
内
心
の
追
求
が

表
面
的
で
、
わ
ざ
と
ら
し
い
。
丹
羽
が
こ
う
い
う
作
品
を
手
が
け
る
方
向

は
よ
い
の
だ
が
、
作
品
の
設
定
が
主
題
を
生
か
し
き
つ
て
い
な
い
の
は
惜

「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」
の
解
釈

─
志
賀
直
哉
「
濁
つ
た
頭
」・
丹
羽
文
雄
「
罪
戻
」

─

佐

藤

ゆ

か

り
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し
い
。」（
瀬
沼
茂
樹
「
創
作
月
評
」、「
日
本
読
書
新
聞
」
一
九
五
〇
・

八
・
九
）、
或
い
は
ま
た
、「
贖
罪
の
記
録
と
も
い
え
よ
う
か
、
作
品
そ
の

も
の
は
、
必
ず
し
も
成
功
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
」（
高
山
毅
「
文

藝
時
評
（
下
）」、「
中
京
新
聞
」
一
九
五
〇
・
八
・
二
二
）
と
、
い
ず
れ

も
主
人
公
の
社
長
の
「
信
心
」
の
描
写
に
つ
い
て
指
摘
す
る
。

　

し
か
し
、
注
目
し
た
い
の
は
、
丹
羽
が
「
罪
戻
」
を
収
め
る
『
好
色
の

戒
め
』（
一
九
五
〇
・
一
二
、
創
元
社
）
の
「
あ
と
が
き
」
で
、「
罪
戻
」

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

か
う
い
ふ
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
を
意
外
な
社
会
的
地
位
を
も
つ
人
に
発

見
し
て
、
書
い
て
み
た
く
な
つ
た
。
聖
書
の
文
句
だ
け
の
信
仰
。
肉

体
は
絶
え
ず
誘
惑
に
負
け
る
。
キ
リ
ス
ト
受
難
の
極
彩
色
の
絵
葉
書

の
や
う
な
苦
し
み
方
し
か
出
来
な
い
人
間
で
あ
る
。
当
人
に
と
つ
て

は
精
い
つ
ぱ
い
の
懺
悔
で
あ
る
。
ど
う
し
て
浅
薄
と
言
へ
よ
う
。
が

作
者
と
し
て
は
、
藝
者
た
よ
り
や
医
者
を
し
て
、
主
人
公
の
信
仰
を

少
し
ば
か
り
批
判
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
。
あ
ん
ま
り
聖
書
の
文
字
だ

け
の
苦
し
み
方
な
の
で
、
一
言
批
評
を
下
し
た
か
つ
た
が
、
批
評
な

ど
下
さ
な
い
方
が
よ
か
つ
た
。
信
仰
の
深
浅
が
問
題
で
な
く
、
か
う

い
ふ
苦
し
み
方
を
す
る
人
間
を
私
は
描
い
て
み
た
か
つ
た
か
ら
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に
、
丹
羽
自
身
も
小
説
に
難
が
あ
る
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、

『
丹
羽
文
雄
文
藝
事
典
』（
二
〇
一
三
・
三
、
和
泉
書
院
）
で
「
罪
戻
」
の

項
目
を
執
筆
し
た
遠
藤
昭
己
が
、
丹
羽
の
こ
の
言
葉
を
引
用
し
、「
カ
ト

リ
ッ
ク
の
信
者
で
あ
り
な
が
ら
肉
の
欲
望
に
打
ち
勝
て
な
い
弱
い
人
間
の

姿
を
、
徹
底
的
に
抉
り
出
し
て
い
る
。（
略
）
あ
く
ま
で
人
間
へ
の
興
味

に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。」
と
ま
と
め
、「
こ
の
小
説
は
、
愛
欲
と
罪
悪
感
の

葛
藤
を
、
救
わ
れ
難
い
人
間
の
切
実
な
問
題
と
し
て
正
面
か
ら
取
り
上
げ

た
も
の
で
、
重
厚
な
内
容
を
持
つ
注
目
す
べ
き
作
品
」
と
と
ら
え
直
し
て

い
る
点
は
首
肯
で
き
る
。

　

本
稿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
小
説
に
描
か
れ
た
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の
津

田
、
成
瀬
が
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
を
意
識

し
て
か
ら
〈
今
〉
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
読
む
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
た
い
。

一　
「
濁
つ
た
頭
」
に
お
け
る
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」

　
「
濁
つ
た
頭
」
の
中
心
と
な
る
〈
物
語
〉
は
、〈
津
田
の
語
る
物
語
〉
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
説
は
、「
自
分
」
が
、「
津
田
君
」
と
い
う
「
二

年
間
も
癲
狂
院
」
に
い
て
「
未
だ
常
人
と
は
行
か
」
な
い
人
の
話
を
聞
い

て
い
る
と
い
う
設
定
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
れ
に
続
け
て
、「
私
」
と
自
称

す
る
「
津
田
君
」
が
語
り
始
め
る
の
だ
が
、「
津
田
君
」
は
「
或
時
代
、

私
も
小
説
家
に
な
ら
う
と
思
つ
た
事
が
あ
つ
」
た
と
語
る
。「
私
も
小
説

家
に
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
聞
く
「
自
分
」
が
小
説
家
で
あ
る
と
い
う
こ

と
、
さ
ら
に
、「
津
田
君
」
の
語
り
の
途
中
に
、「（
津
田
君
の
云
ふ
「
貴

方
の
此
宿
に
来
ら
れ
た
翌
晩
の
事
」
と
云
ふ
の
は
最
後
に
附
記
と
し
て
簡

単
に
書
く
。）」
と
挿
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
自
分
」
は
「
津
田
君
」

の
話
を
聞
い
て
、
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
は
な
く
、
そ
れ
を
後
に
〈
書
い
て
い

る
〉
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
「
附
記
」
を
読
む
と
、

「
自
分
」
と
「
津
田
君
」
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
。

　

偶
然
「
隣
り
合
せ
の
部
屋
」
の
客
人
か
ら
、
宿
屋
で
の
女
中
を
巻
き
込

ん
で
の
ト
ラ
ブ
ル
を
経
て
、「
自
分
」
は
避
け
て
き
た
、「
津
田
君
」
の

「
恐
ろ
し
い
夢
」
の
話
を
聞
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、「
津
田
君
」

の
話
を
聞
い
て
書
く
人
と
、「
恐
ろ
し
い
夢
」
の
話
を
す
る
人
の
関
係
に
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な
っ
た
。
つ
ま
り
、〈
小
湧
谷
の
宿
屋
で
出
会
っ
た
小
説
家
と
小
説
家
に

な
り
た
か
っ
た
人
の
物
語
〉
が
「
濁
つ
た
頭
」
の
大
枠
と
し
て
設
定
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
自
分
」
と
「
津
田
君
」
の
関
係
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
津
田
君
」

は
「
親
類
や
友
達
や
、
殊
に
自う

家ち

の
者
等
の
見
て
ゐ
る
私
で
終
つ
て
了
」

い
た
く
な
か
っ
た
た
め
、「
自
分
」
に
「
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ァ
イ
」
す
る
こ

と
を
試
み
る
。「
津
田
君
」
の
「
ジ
ャ
ス
テ
ィ
フ
ァ
イ
」
の
目
的
は
、
な

ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、
或
い
は
、
こ
う
な
ら
ざ
る
を
得

な
か
っ
た
の
か
を
、「
自
分
」
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
「
自
分

の
事
も
小
説
の
や
う
に
書
い
て
見
た
い
と
は
思
ふ
ん
で
す
、
然
し
駄
目
で

す
。
迚
も
そ
ん
な
根
気
は
あ
り
ま
せ
ん
。
貴
方
の
や
う
な
方
に
聴
い
て
戴

け
る
と
い
ふ
の
が
今
は
望
み
得
る
最
上
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え

る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
う
「
津
田
君
」
は
小
説
家
に
な
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
設
定
が
あ
っ
て
、「
津
田
君
」
の
〈
今
〉
が
あ
る
。

　

で
は
、
中
心
に
あ
る
「
津
田
君
」
の
話
と
は
何
か
。

　

津
田
清
松
は
「
自
家
の
書
生
の
一
人
が
大
挙
伝
道
と
い
ふ
運
動
の
あ
つ

た
時
に
洗
礼
を
受
け
た
」
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、「
十
七
歳
の
時
か
ら
丁

度
七
年
間
温
順
な
基
督
信
徒
だ
っ
た
」
と
い
う
。「
基
督
教
に
接
す
る
迄

は
私
は
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
延
び
〳
〵
と
し
た
子
供
」
だ
っ
た
が
、

接
し
て
か
ら
は
「
日
常
生
活
」
が
変
わ
っ
た
。
し
か
も
、「
い
つ
も
〳
〵

私
の
暢
気
な
心
」
を
苦
し
め
た
の
が
、「
姦
淫
す
る
勿
れ
」
だ
っ
た
。

盗
む
勿
れ
、
殺
す
勿
れ
、
い
つ
は
り
の
あ
か
し
を
た
つ
る
勿
れ
。
か

う
云
ふ
種
々
の
禁
制
が
あ
り
ま
す
が
、
平
和
な
家
庭
に
育
つ
た
私
の

身
に
は
、
か
う
い
ふ
掟
の
大
概
の
も
の
は
殆
ど
何
の
矛
盾
も
起
し
ま

せ
ん
で
し
た
。
然
し
只
一
つ
姦
淫
す
る
勿
れ
、
こ
の
掟
だ
け
に
は
い

い
ろ
〳
〵

つ
も
〳
〵
私
の
暢
気
な
心
も
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
只
々
教
会
で
教
へ
ら
れ
る
事
を
其
儘
に
信
じ
て
、
何
で
も
彼
で
も
自

分
自
身
を
、
そ
れ
へ
嵌
込
ん
で
行
か
う
と
努
力
し
た
」
に
も
関
わ
ら
ず
、

「
性
欲
の
事
ば
か
り
は
ど
う
に
も
自
由
に
」
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
つ

ま
り
、「
掟
」
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
ば
か
り
に
、「
性
欲
の
事
」
が
ど
う
に

も
な
ら
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
が
、
津
田
に
突
き
つ
け
ら
れ
た
問
題
だ
っ

た
。

　

そ
こ
で
、
津
田
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
の
解
釈
を
す
る
。

或
日
、
牧
師
さ
ん
が
、
姦
淫
の
罪
悪
だ
と
云
ふ
事
を
本
統
に
強
く
云

ひ
出
し
た
の
は
基
督
教
だ
け
だ
と
云
つ
て
、
姦
淫
罪
は
殺
人
罪
と
同

程
度
に
重
い
も
の
だ
と
切
り
に
説
い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。（
略
）

全
体
姦
淫
と
は
何
だ
？　

性
欲
を
満
足
さ
せ
る
同
じ
や
う
な
行
お
こ
な
ひで
、

姦
淫
に
な
る
場
合
と
、
な
ら
ぬ
場
合
と
其
処
に
は
ど
れ
程
の
堺
が
あ

る
の
だ
？　

詮
ず
れ
ば
結
婚
と
い
ふ
形
式
以
外
、
何
に
も
あ
り
は
し

な
い
で
は
な
い
か
。
こ
ん
な
事
を
思
つ
て
二
三
日
し
て
私
は
此
問
題

を
「
関
子
と
真
造
」
と
い
ふ
小
説
に
作
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
は
当
時
、

教
に
対
す
る
出
来
得
る
か
ぎ
り
の
反
抗
だ
つ
た
の
で
す
。

　

津
田
が
語
る
「
関
子
と
真
造
」
の
あ
ら
す
じ
は
、
関
子
の
父
は
「
軍

人
」
で
、「
都
合
三
度
妻
を
持
つ
た
」
人
物
で
「
道
徳
家
」
と
い
わ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、「
従
姉
弟
同
士
」
の
関
子
と
真
造
は
、「
心
か
ら
相
愛
す

る
や
う
に
な
つ
た
若
い
二
人
」
だ
が
、「
恋
が
未
だ
関
係
す
ら
な
い
内
に

既
に
猥
ら
な
事
と
し
て
」、
父
か
ら
「
迫
害
」
さ
れ
、
遂
に
「
皆
の
疑
つ

て
ゐ
た
や
う
な
関
係
に
事
実
な
つ
て
行
く
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

内
容
は
、

夫
婦
間
の
関
係
は
如ど

何う

い
ふ
場
合
も
罪
悪
に
は
な
ら
ず
、
結
婚
の
式
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を
取
つ
て
ゐ
な
い
若
い
男
女
の
そ
れ
は
ど
れ
程
互
に
愛
情
を
持
つ
て

ゐ
て
も
、
罪
悪

─
殺
人
罪
に
等
し
い
罪
悪
に
な
る
と
い
ふ
の
は
何

故
だ
ら
う

と
い
う
津
田
の
心
情
を
表
し
、
津
田
自
身
が
「
気
味
の
悪
い
謀
反
」
と
自

覚
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
津
田
は
「
牧
師
さ
ん
の
私
宅
に
集
る
会
」
の
「
三
分
以
内
の

感
話
」
の
材
料
に
、「
ほ
こ
り
の
中
に
ゐ
る
な
ら
、
知
ら
ず
に
平
気
で
ゐ

る
人
の
方
が
、
幾
ら
幸
福
か
知
れ
な
い
と
思
」
っ
た
こ
と
を
用
い
る
。
津

田
の
感
話
の
焦
点
は
、「
知
ら
ず
に
平
気
」
で
い
る
こ
と
が
「
幸
福
」
だ

と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
知
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
「
平

気
」
で
な
く
な
り
、「
幸
福
」
で
な
く
な
っ
た
、
つ
ま
り
、「
姦
淫
罪
」
が

「
殺
人
罪
と
同
程
度
に
重
い
」
と
知
っ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
「
平
気
」

で
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
、
津
田
の
〈
今
〉
に
関
わ
る

根
源
が
あ
る
。

　

後
に
、
津
田
は
「
姦
淫
罪
」
を
犯
す
が
、

ど
う
し
て
も
前
夜
の
事
は
矢
張
り
罪
だ
と
云
ふ
気
が
し
て
な
り
ま
せ

ん
。
何
故
な
ら
私
は
前
夜
も
今
朝
も
、
い
つ
も
必
ず
す
る
祈
り
を
仕

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
口
で
は
何
と
理
窟
を
つ
け
よ
う
と
も
、
自
み
づ
か

ら
そ
れ
の
罪
だ
つ
た
事
を
認
め
て
ゐ
る
証
拠
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
思
い
、「
姦
淫
罪
」
の
「
掟
」
が
歯
止
め
に
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
気

づ
く
。「
矢
張
り
其
夜
私
は
接
吻
を
許
し
た
の
で
す
。
翌
晩
も
同
じ
事
で

す
。
其
又
翌
晩
も
。」
と
続
き
、
と
う
と
う
「
唯
一
の
逃
げ
場
は
絶
望
的

に
な
る
事
よ
り
他
」
な
く
、
そ
こ
に
は
「
宗
教
も
な
い
、
道
徳
も
な
い
、

社
会
も
な
い
、
家
庭
も
な
い
。」
と
い
う
状
況
に
陥
る
。

　

津
田
と
お
夏
は
逃
避
行
の
末
、
あ
る
温
泉
宿
に
た
ど
り
着
く
。
津
田
は

そ
こ
で
「
昼
間
畳
屋
が
使
つ
て
た
其
錐
が
あ
る
。
鋭
い
長
い
の
が
光
つ
て

落
ち
て
ま
す
。
も
う
何
の
考
も
な
く
、
そ
れ
を
取
る
と
ぶ
つ
り
と
や
つ
て

了
つ
た
の
で
す
。」
と
、
お
夏
殺
害
を
語
る
。
そ
の
後
、
津
田
は
一
人
で

逃
げ
る
が
、

不
図
上
を
見
る
と
、
其
処
に
洋
服
を
着
た
大
き
な
人
が
立
つ
て
居
ま

す
。
色
々
な
意
味
で
久
し
い
間
、
御
世
話
に
な
つ
た
土
村
先
生
で
す
。

（
略
）
あ
の
真
夜
中
、
あ
の
山
中
に
土
村
先
生
が
立
つ
て
ゐ
ら
れ
る
、

そ
ん
な
事
は
あ
り
得
な
い
と
思
つ
た
の
で
す
。
今
ま
で
自
分
の
繰
り

返
し
て
来
た
記
憶
は
何
な
の
だ
。
何
し
ろ
、
そ
れ
は
現
実
に
起
つ
た

事
の
記
憶
で
は
な
い
と
思
は
れ
て
来
ま
し
た
。

と
語
り
、
結
局
、「
気
が
つ
い
た
時
に
は
私
は
い
つ
か
東
京
の
癲
狂
院
に

入
れ
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
。」
と
話
を
締
め
く
く
る
。
つ
ま
り
、
津
田
は
キ

リ
ス
ト
教
に
出
会
わ
な
け
れ
ば
、「
癲
狂
院
」
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「『
濁
つ
た
頭
』
は
明
治
末
期
の
富
裕
階
層
の
青
年
に
起
こ

り
え
た
逸
脱
を
克
明
に
描
き
出
し
た
作
品
で
あ
る
、
と
ひ
と
ま
ず
要
約
で

き
よ
う
。
西
洋
文
化
を
最
先
端
で
享
受
し
た
人
間
の
、
い
わ
ば
栄
光
と
悲

劇
と
が
、
そ
こ
に
は
展
開
さ
れ
て
い
る注
３

」
と
い
う
山
口
直
孝
の
指
摘
が
あ

る
が
、
津
田
は
キ
リ
ス
ト
教
を
知
っ
た
こ
と
だ
け
が
理
由
で
、「
未
だ
常

人
と
は
行
か
」
な
い
状
態
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

一
つ
は
、
津
田
は
教
会
で
「
文
科
大
学
の
学
生
」
か
ら
「
外
国
の
新
し

い
文
学
の
話
を
聞
い
て
新
し
い
小
説
を
読
む
の
を
覚
え
た
」
と
き
、

随
分
肉
感
的
な
事
を
書
い
た
本
も
読
み
ま
し
た
が
、
そ
れ
が
私
の
宗

教
と
大
し
た
矛
盾
も
起
さ
な
か
つ
た
と
云
ふ
の
は
、
其
人
か
ら
さ
う

い
ふ
作
家
の
伝
記
と
か
批
評
と
か
を
聞
か
さ
れ
て
、
一
途
に
尊
敬
を



─ 35 ─ ─ 34 ─

払
つ
て
ゐ
た
か
ら
で
、
ど
ん
な
事
が
書
い
て
あ
つ
て
も
、
私
は
そ
れ

に
立
派
な
意
味
を
つ
け
て
読
ん
で
居
ま
し
た
。

と
、
津
田
は
キ
リ
ス
ト
教
と
「
矛
盾
」
が
な
い
よ
う
、
小
説
に
「
意
味
を

つ
け
て
」
読
ん
で
い
た
。
し
か
し
、「
姦
淫
す
る
勿
れ
」
と
い
う
聖
書
の

言
葉
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
と
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る

「
意
味
」
を
追
求
す
る
こ
と
も
、
反
対
に
、
キ
リ
ス
ト
教
と
は
全
く
離
れ

て
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
い
い
「
意
味
」
を
見
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な

か
っ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
津
田
は
、「
自
分
」
に
対
し
、
ま
ず
「
私
も
弱
い
人
間

で
す
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
め
て
、

私
の
や
う
な
自
己
の
な
い
、
弱
い
、
思
ひ
切
つ
て
信
ず
る
事
も
、
思

ひ
切
つ
て
反
抗
す
る
事
も
、
さ
う
か
と
い
つ
て
、
ぼ
ん
や
り
と
平
気

で
ゐ
る
事
も
出
来
な
い
人
間
に
は
、
唯
一
の
逃
げ
場
は
絶
望
的
に
な

る
事
よ
り
他
は
あ
り
ま
せ
ん
。

と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
反
抗
す
る
か
、
キ
リ

ス
ト
教
を
無
視
し
て
平
気
で
い
る
か
、
そ
の
い
ず
れ
も
で
き
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
読
み
解
く
と
、「
濁
つ
た
頭
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
の

青
年
津
田
が
、「
姦
淫
す
る
勿
れ
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
の
突
き
つ
け
ら

れ
た
が
、
そ
の
〈
意
味
〉
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
、
否
定
で
き
な

か
っ
た
た
め
に
、〈
今
〉
も
自
分
の
〈
弱
さ
〉
と
向
き
合
っ
て
い
る
こ
と

を
描
い
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

二　
「
罪
戻
」
に
お
け
る
「
姦
淫
す
る
勿
れ
」

　

で
は
次
に
、「
罪
戻
」
を
読
ん
で
い
く
。

　

成
瀬
玄
馬
の
妻
の
利
恵
は
「
十
何
年
目
の
初
産
」「
毎
夜
の
空
襲
」「
胎

児
の
死
」
と
い
う
、「
烈
し
い
衝
動
」
に
よ
っ
て
「
パ
ラ
リ
ー
ゼ
」
を
発

症
す
る
。「
脳
病
院
」
の
院
長
の
説
明
に
よ
る
と
、「
パ
ラ
リ
ー
ゼ
」
と
は
、

「
十
五
年
二
十
年
」
の
「
潜
伏
」
期
間
が
あ
り
、「
何
か
の
誘
因
」
で
「
急

激
に
現
れ
」
る
「
梅
毒
」
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
聞
い
た
成
瀬
は
「
膝
ま
ず

き
、
十
字
を
切
り
、
神
に
懺
悔
」
す
る
。

私
の
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
。
若
い
時
代
の
私
は
、
放
蕩
無
頼
、
あ
ら
ゆ

る
悪
い
こ
と
を
犯
し
て
き
ま
し
た
。
妻
の
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な

苦
し
み
に
も
耐
え
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
神
に
誓
い
ま
す
。
神
の
救
い

を
祈
り
ま
す
。
ま
っ
た
く
妻
だ
け
は
、
少
く
と
も
罪
の
な
い
者
で
し

た
。
神
も
そ
れ
は
ご
存
知
の
筈
で
す
（
略
）
私
も
妻
も
、
カ
ト
リ
ッ

ク
の
信
者
で
ご
ざ
い
ま
す
。（
略
）
私
と
妻
は
手
を
と
り
あ
っ
て
、

神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
ま
し
た
が
、
敵
は
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、

二
十
年
も
妻
の
か
ら
だ
の
中
に
か
く
れ
て
い
た
の
で
す
。
知
ら
ぬ
こ

と
と
は
言
い
な
が
ら
、
不
浄
な
か
ら
だ
で
、
私
共
は
神
に
祈
り
を
さ

さ
げ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
刑
罰
で
す
、
神
の
い
か
り
で
す
。

病
院
長
の
前
で
祈
り
の
言
葉
を
口
に
す
る
成
瀬
は
、「
自
分
だ
け
に
責
任

の
あ
る
罪
の
苦
し
み
を
、
自
分
だ
け
が
担
う
の
は
正
し
い
こ
と
だ
と
思
い

つ
め
る
」。
し
か
し
、
築
地
の
料
亭
で
芸
者
の
た
よ
り
と
出
会
い
、「
再
び
、

罪
を
犯
す
、
と
い
う
声
を
彼
は
内
部
で
聞
い
た
。
か
え
っ
て
そ
れ
が
、
勇

気
を
あ
た
え
た
。」
と
、
た
よ
り
と
関
係
を
持
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、

あ
る
日
、
成
瀬
の
妻
が
、
突
然
た
よ
り
の
家
に
現
れ
る
。
数
日
後
、
成
瀬

は
た
よ
り
に
、「
私
は
妻
の
も
と
に
帰
っ
て
い
く
よ
。
私
の
い
く
と
こ
ろ

は
、
気
の
狂
っ
た
妻
の
と
こ
ろ
以
外
に
は
な
い
の
だ
」
と
、「
多
額
の
金

が
書
き
こ
ま
れ
た
」
小
切
手
を
渡
し
て
別
れ
る
。
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そ
の
後
、
成
瀬
の
会
社
の
会
計
担
当
者
で
あ
る
京
紺
織
江
に
、
不
正
疑

惑
が
も
た
れ
、
成
瀬
は
直
接
織
江
か
ら
話
を
聞
く
。
す
る
と
、
織
江
の
夫

は
病
死
、
身
よ
り
も
な
く
、
子
ど
も
を
一
人
抱
え
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と

を
知
り
、
成
瀬
は
お
金
を
置
い
て
帰
る
。
そ
れ
か
ら
た
び
た
び
織
江
を
訪

ね
、
と
う
と
う
関
係
を
持
つ
。
と
こ
ろ
が
、
再
び
妻
が
織
江
の
家
付
近
に

現
れ
、
成
瀬
は
「
妻
が
二
度
ま
で
も
か
く
し
女
の
あ
り
か
を
嗅
ぎ
つ
け
た

不
思
議
」
を
思
い
、
織
江
と
は
距
離
を
置
く
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
織

江
か
ら
、
子
ど
も
を
身
ご
も
っ
た
こ
と
を
手
紙
で
知
ら
さ
れ
、
一
方
の
妻

は
「
夜
は
、
い
っ
そ
う
鬼
気
が
迫
る
」
様
子
と
な
る
。
結
局
、
成
瀬
は
、

「
私
は
こ
れ
か
ら
、
姦
淫
に
い
く
。」
と
、
織
江
の
家
に
向
か
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
罪
戻
」
に
繰
り
返
し
見
ら
れ
る
言
葉
に
「
神
の
い
か
り
」

が
あ
る
。
以
下
は
そ
の
例
で
あ
る
。

　

・	

不
浄
な
か
ら
だ
で
、
私
共
は
神
に
祈
り
を
さ
さ
げ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
刑
罰
で
す
、
神
の
い
か
り
で
す
。

　

・
神
の
い
か
り
が
い
か
に
烈
し
く
て
、
深
い
か

　

・
神
の
い
か
り
に
は
、
謙
虚
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ

　

・
神
の
怒
り
が
、
妻
の
か
ら
だ
を
借
り
て
い
る
。

　

・	

神
の
い
か
り
、
そ
の
罰
、
そ
の
ゆ
る
し
…
…
私
は
、
当
然
う
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
神
の
刑
罰
を
。

　

・	

涯
知
れ
な
い
神
の
い
か
り
の
前
に
、
彼
は
お
の
の
き
ふ
る
え
て
い
る
。

祈
り
の
文
句
す
ら
、
彼
の
口
に
は
上
ら
な
く
な
っ
て
い
た
。
恩
寵
の

あ
る
こ
と
す
ら
思
い
出
さ
な
か
っ
た
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
成
瀬
は
、「
私
の
罪
」
の
結
果
、「
神
の
い
か
り
」
が

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
妻
が
発
症
し
た
と
、〈
因
果
応
報
〉
と
し
て
受
け
と
め

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
〈
因
果
応
報
〉
は
、
小
説
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、「
己
が
肉
の
為
に
種ま

く
者
は
肉
よ
り
敗
壊
を
穫み
の

り
と
り
」（
三
二
三
頁
）、「
己
が
肉
の
た
め
に

種ま

く
も
の
は
、
肉
よ
り
敗
壊
を
穫か

り
と
り
」（
三
三
五
頁
）
と
い
う
、
ガ

ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
６
章
８
節
の
引
用
か
ら
も
わ
か
る
。
新
共
同
訳

聖
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

自
分
の
肉
に
蒔
く
者
は
、
肉
か
ら
滅
び
を
刈
り
取
り
、
霊
に
蒔
く
者

は
、
霊
か
ら
永
遠
の
命
を
刈
り
取
り
ま
す
。

聖
書
で
は
「
肉
」
と
「
霊
」
が
対
句
に
な
っ
て
い
て
、
注
解
に
よ
れ
ば
、

そ
れ
ぞ
れ
「「
自
分
の
肉
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
生
き
る
者
」、「
霊
を
よ

り
ど
こ
ろ
に
し
て
生
き
る
者
」
の
こ
と
で
あ
り
、（
略
）
自
己
中
心
主
義

の
「
古
い
人
」
に
生
き
る
者
と
神
中
心
主
義
の
「
新
し
い
人
」
に
生
き
る

者注
４

」
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
成
瀬
は
「
肉
」
だ
け
を
取
り
上
げ
、
し
か

も
「
肉
」
を
〈
肉
体
〉
の
意
味
に
、「
敗
壊
」
を
妻
の
発
症
と
い
う
現
実

の
生
活
の
意
味
に
と
ら
え
、
こ
の
聖
書
の
言
葉
を
〈
因
果
応
報
〉
と
と
ら

え
て
い
る
。

　

ま
た
、
成
瀬
が
た
よ
り
に
、「
私
は
妻
の
も
と
に
帰
っ
て
い
く
よ
。」

「
こ
れ
以
上
の
罪
を
重
ね
る
こ
と
は
出
来
な
い
。」
と
言
っ
て
、「
坐
り
直

し
た
」
と
き
に
つ
ぶ
や
い
た
言
葉
の
中
で
、
次
の
聖
書
の
言
葉
を
引
用
し

て
い
る
。

彼
は
あ
な
ど
ら
れ
て
人
に
棄
て
ら
れ
、
か
な
し
み
の
人
に
し
て
、
な

や
み
を
知
れ
り
。
ま
こ
と
に
彼
は
我
等
の
な
や
み
を
負
い
、
我
等
の

か
な
し
み
を
に
な
え
り
。
然
る
に
我
等
思
え
ら
く
、
彼
は
責
め
ら
れ

神
に
打
た
れ
苦
し
め
ら
る
る
な
り
と
、
彼
は
我
等
の
と
が
の
た
め
に

傷
つ
け
ら
れ
た
り
、
我
等
の
不
義
の
た
め
に
砕
か
れ
た
り
。
み
ず
か

ら
こ
ら
し
め
を
受
け
て
我
等
に
や
す
き
を
賜
う
。
そ
の
打
た
れ
し
痍き
ず
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に
よ
り
て
、
我
等
は
癒
さ
れ
た
り
。
我
等
は
み
な
羊
の
ご
と
く
迷
い

て
、
各
々
自
己
の
途
に
向
え
り
。
然
る
に
エ
ホ
バ
は
、
我
等
凡
て
の

も
の
の
不
義
を
彼
の
上
に
置
き
た
ま
え
り
。
…
…
彼
は
我
民
の
と
が

の
た
め
に
打
た
れ
し
な
り

こ
れ
は
、
イ
ザ
ヤ
書
53
章
３
節
前
半
、
４
節
か
ら
６
節
、
８
節
後
半
で
あ

る
。
新
共
同
訳
聖
書
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

彼
は
軽
蔑
さ
れ
、
人
々
に
見
捨
て
ら
れ
多
く
の
痛
み
を
負
い
、
病
を

知
っ
て
い
る
。（
略
）
彼
が
担
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
病
、
彼
が

負
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
痛
み
で
あ
っ
た
の
に
、
わ
た
し
た
ち
は

思
っ
て
い
た
、
神
の
手
に
か
か
り
、
打
た
れ
た
か
ら
彼
は
苦
し
ん
で

い
る
の
だ
、
と
。
彼
が
刺
し
貫
か
れ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
背
き
の

た
め
で
あ
り
、
彼
が
打
ち
砕
か
れ
た
の
は
、
わ
た
し
た
ち
の
咎
の
た

め
で
あ
っ
た
。
彼
の
受
け
た
懲
ら
し
め
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
に

平
和
が
与
え
ら
れ
、
彼
の
受
け
た
傷
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
い

や
さ
れ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
羊
の
群
れ
、
道
を
誤
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

方
角
に
向
か
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
わ
た
し
た
ち
の
罪
を
す
べ
て
主
は

彼
に
負
わ
せ
ら
れ
た
。（
略
）
わ
た
し
の
民
の
背
き
の
ゆ
え
に
、
彼

が
神
の
手
に
か
か
り
命
あ
る
者
の
地
か
ら
断
た
れ
た
こ
と
を
。

　

こ
の
イ
ザ
ヤ
書
53
章
は
「
苦
難
の
僕
の
歌
」
と
言
わ
れ
る
。
は
じ
め
は

〈
因
果
応
報
〉
と
し
て
、「
そ
の
人
の
罪
に
対
す
る
神
の
罰
」
だ
と
思
っ
て

い
た
が
、「
そ
れ
は
全
く
の
誤
り
」
で
、

《
彼
が
担
っ
た
の
は
わ
た
し
た
ち
の
病
、
彼
が
負
っ
た
の
は
わ
た
し

た
ち
の
痛
み
》
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て

大
き
な
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。（
略
）
す
な
わ
ち
、
因
果
応
報
で

は
な
く
、
他
者
の
苦
し
み
と
《
背
き
》《
咎
》
を
代
わ
り
に
負
う
代

理
が
、
こ
の
僕
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
略
）
こ
こ

に
お
い
て
苦
難
の
意
味
が
全
く
新
し
く
捉
え
な
お
さ
れ
て
い
る注
５

。

と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
成
瀬
は
、
イ
ザ
ヤ
書
53
章
の
引
用
の
後
に
、

主
イ
エ
ス
の
死
は
、
人
に
悔
い
改
め
を
促
す
た
め
だ
け
で
は
な
か
っ

た
の
だ
よ
。
罪
と
罪
人
と
に
対
す
る
神
の
態
度
を
か
え
る
た
め
に
必

要
だ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
、
十
字
架
の
意
義
だ
。
そ
の
中
に
一
切
が

ふ
く
ま
れ
て
い
る
の
だ
。
神
の
害
、
神
の
い
か
り
、
そ
の
罰
、
そ
の

ゆ
る
し
…
…
私
は
、
当
然
う
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

と
語
り
、
あ
く
ま
で
も
妻
の
発
症
と
、〈
今
〉
の
状
況
を
、
過
去
の
出
来

事
に
端
を
発
す
る
〈
因
果
応
報
〉
と
し
て
受
容
し
て
い
る
。

　

先
に
、
成
瀬
は
、
ガ
ラ
テ
ヤ
の
信
徒
へ
の
手
紙
６
章
８
節
の
「
肉
」
の

部
分
だ
け
を
語
っ
て
い
る
と
指
摘
し
た
が
、
成
瀬
は
過
去
の
過
ち
と
妻
の

病
状
を
、
自
ら
の
「
肉
」
の
結
果
に
よ
っ
て
降
り
か
か
っ
た
「
悲
劇
」
と

受
け
止
め
、
苦
し
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
一
方
で
、「
妻
の
悲
惨
に
向
う

と
、
そ
の
度
に
彼
は
改
宗
す
る
よ
う
な
衝
動
を
う
け
た
」
が
、「
ふ
と
気

が
つ
く
と
、（
略
）
た
よ
り
の
肉
体
を
描
い
て
い
た
。
京
紺
織
江
の
、

（
略
）
あ
く
こ
と
を
知
ら
な
い
強
烈
な
欲
望
を
思
い
か
え
し
て
、
胸
に
波

を
か
き
た
て
て
い
る
」
と
あ
っ
て
、
成
瀬
の
現
実
の
〈
行
い
〉
が
、
反
省

と
は
全
く
逆
方
向
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
た
よ
り
の
と
こ
ろ
に
も
、

織
江
の
と
こ
ろ
に
も
、
妻
が
現
れ
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
別
れ
る
が
、
結

局
は
元
に
戻
る
。

　

こ
の
よ
う
な
成
瀬
の
〈
今
〉
に
至
る
経
緯
を
ま
と
め
る
と
、「
姦
淫
す

る
勿
れ
」
の
命
令
の
前
に
う
ろ
た
え
る
キ
リ
ス
ト
教
信
者
が
、
命
令
を
受

容
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
、
結
局
は
受
容
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
命
令
そ

の
も
の
を
無
視
す
る
生
き
方
を
選
択
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
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る
の
で
は
な
い
か
。「
罪
戻
」
は
、
聖
書
の
言
葉
を
唱
え
る
も
の
の
、
妻

の
病
気
の
原
因
に
つ
い
て
も
、〈
今
〉
も
妻
の
看
護
生
活
を
続
け
て
い
る

現
実
も
、「
姦
淫
す
る
勿
れ
」
を
破
っ
た
か
ら
と
、〈
因
果
応
報
〉
と
と
ら

え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
な
お
、〈
今
〉
も
妻
以
外
の
女
性
と
の
関

係
を
持
ち
続
け
て
い
る
と
い
う
、
矛
盾
し
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
成
瀬
の
生
き

方
を
描
い
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う注
６

。

三　
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」
の
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈

　

さ
て
、「
濁
つ
た
頭
」
と
「
罪
戻
」
に
お
け
る
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な

い
」
の
受
容
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
共
通
す
る
の
は
、
主
人
公
の
〈
今
〉

に
至
る
経
緯
の
は
じ
ま
り
が
、「
姦
淫
す
る
勿
れ
」
を
厳
し
い
倫
理
規
定

と
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、「
濁
つ
た
頭
」

で
は
、一

つ
の
大
き
い
不
思
議
は
私
の
基
督
教
的
の
考
え
と
い
ふ
も
の
で
す
。

姦
淫
罪
と
い
ふ
掟
は
何
年
と
い
ふ
長
い
間
、
私
を
苦
し
め
ぬ
い
た
も

の
で
し
た
。
一
度
の
恥
か
し
い
行
す
ら
が
、（
略
）
私
を
煩
悶
さ
せ

た
も
の
で
し
た
が
、
現
在
愛
情
も
な
し
に
続
け
て
ゐ
る
姦
淫
に
、
殆

ど
何
の
宗
教
的
煩
悶
も
感
じ
な
い
。（
略
）
あ
れ
程
長
く
つ
き
ま
と

つ
て
ゐ
た
教
へ
と
云
ふ
も
の
が
、
余
り
に
た
わ
い
な
か
つ
た
の
は
今

か
ら
思
つ
て
も
不
思
議
に
堪
へ
ま
せ
ん
。
然
し
尚
不
思
議
な
事
は
、

そ
れ
程
宗
教
と
は
離
れ
て
仕
舞
ひ
な
が
ら
、
し
か
も
益
々
私
が
絶
望

的
に
な
つ
て
行
く
事
で
す
。

と
あ
り
、「
罪
戻
」
で
は
、

妻
の
悲
惨
な
姿
を
眺
め
る
こ
と
は
、
も
は
や
あ
き
ら
め
で
あ
り
、
ど

う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
辛
抱
の
意
味
に
な
っ
て
い
る
。
獣

に
似
た
喚
び
声
が
、
大
し
て
苦
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
彼
は
消
沈
状

態
に
陥
ち
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。
と
言
っ
て
、
己
の
罪
を
忘
却
し
た

と
い
う
の
で
は
な
い
。
絶
望
に
慣
れ
た
の
で
あ
る
。

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
小
説
に
共
通
す
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と

し
て
「
掟
」
に
苦
し
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
苦
し
み
は
「
現
在
」
も
な
お
続

い
て
い
る
、
し
か
し
、「
何
の
宗
教
的
煩
悶
」
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、「
絶

望
」
に
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
共
通
点
は
、「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
十
戒
の
こ

と
ば
だ
け
で
な
く
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
の
イ
エ
ス
の
言
葉
が
関
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る注
７

。

　

先
に
引
用
し
た
、「
濁
つ
た
頭
」
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

或
日
、
牧
師
さ
ん
が
、
姦
淫
の
罪
悪
だ
と
云
ふ
事
を
本
統
に
強
く
云

ひ
出
し
た
の
は
基
督
教
だ
け
だ
と
云
つ
て
、
姦
淫
罪
は
殺
人
罪
と
同

程
度
に
重
い
も
の
だ
と
切
り
に
説
い
た
事
が
あ
り
ま
し
た
。

「
罪
戻
」
で
は
、
成
瀬
が
、「
ひ
っ
そ
り
し
た
邸
の
中
か
ら
、
朗
々
た
る

声
」
が
聞
こ
え
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

色
情
を
起
す
も
の
は
心
中
す
で
に
姦
淫
し
た
る
也
。
ゆ
え
に
若
し
汝

の
右
の
眼
汝
を
此
罪
に
陥
さ
ば
抉
出
し
て
こ
れ
を
棄
て
よ
。
そ
は
五

体
の
一
を
失
う
は
全
身
を
地
獄
に
投
入
れ
ら
る
る
よ
り
も
勝
れ
ば
な

り
。
ま
た
若
し
汝
の
右
の
手
汝
を
此
罪
に
陥
さ
ば
こ
れ
を
断
り
て
棄

て
よ
。
そ
は
五
体
の
一
を
失
う
は
全
身
を
地
獄
に
投
げ
入
ら
る
る
よ

り
も
勝
れ
ば
也

ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

若
い
時
の
あ
や
ま
ち
は
、
妻
を
発
狂
さ
せ
、
た
よ
り
を
す
て
、
い
ま

ま
た
織
江
の
腹
に
子
供
を
こ
し
ら
え
た
。
イ
エ
ス
ほ
ど
姦
淫
を
嫌
っ
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た
人
は
い
な
い
の
だ
。
姦
淫
の
罪
に
対
す
る
彼
の
詰
責
は
、
峻
厳
を

き
わ
め
て
い
る
。
成
瀬
玄
馬
は
は
じ
め
て
福
音
書
を
よ
ん
だ
と
き
、

姦
淫
罪
に
対
す
る
イ
エ
ス
の
あ
ま
り
に
激
越
な
態
度
に
奇
異
な
感
じ

を
抱
い
た
ほ
ど
だ
。

　

汝
姦
淫
す
る
勿
れ
。

　

シ
ナ
イ
山
の
嶺
か
ら
、
火
と
煙
と
大
な
る
声
と
共
に
モ
ー
セ
に
降

っ
た
と
い
う
神
の
い
ま
し
め
は
、
ひ
と
度
犯
し
て
み
れ
ば
、
次
々
と

犠
牲
が
ふ
え
る
こ
と
で
、
彼
は
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。

共
通
す
る
、
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
５
章
27
節
か
ら
30
節
ま
で
の
言
葉
は
、

新
共
同
訳
聖
書
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

あ
な
た
が
た
も
聞
い
て
い
る
と
お
り
、『
姦
淫
す
る
な
』
と
命
じ
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
た
し
は
言
っ
て
お
く
。
み
だ
ら
な
思
い
で

他
人
の
妻
を
見
る
者
は
だ
れ
で
も
、
既
に
心
の
中
で
そ
の
女
を
犯
し

た
の
で
あ
る
。
も
し
、
右
の
目
が
あ
な
た
を
つ
ま
ず
か
せ
る
な
ら
、

え
ぐ
り
出
し
て
捨
て
て
し
ま
い
な
さ
い
。
体
の
一
部
が
な
く
な
っ
て

も
、
全
身
が
地
獄
に
投
げ
込
ま
れ
な
い
方
が
ま
し
で
あ
る
。
も
し
、

右
の
手
が
あ
な
た
を
つ
ま
ず
か
せ
る
な
ら
、
切
り
取
っ
て
捨
て
て
し

ま
い
な
さ
い
。
体
の
一
部
が
な
く
な
っ
て
も
、
全
身
が
地
獄
に
落
ち

な
い
方
が
ま
し
で
あ
る
。

こ
の
聖
書
の
箇
所
に
つ
い
て
、
注
解
で
は
、

イ
エ
ス
は
《
姦
淫
》
を
、
行
為
の
次
元
か
ら
女
性
を
見
る
男
性
の
眼

差
し
の
奥
に
秘
め
ら
れ
た
心
の
次
元
に
ま
で
立
ち
入
っ
て
問
い
直
し
、

律
法
の
限
界
を
超
え
る
。《
姦
淫
》
は
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
ま
ず
心
の

中
で
起
こ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
有
無
は
他
者
が
外
か
ら
判
断
で
き
る

こ
と
で
は
な
い
。（
略
）
イ
エ
ス
の
言
葉
に
従
っ
て
律
法
の
根
本
に

立
ち
戻
っ
て
み
る
と
き
、「
姦
淫
」
を
し
て
い
な
い
と
い
う
自
分
の

正
し
さ
の
証
明
が
大
切
な
の
で
は
な
く
、
他
者
の
人
間
関
係
（
結

婚
）
を
尊
重
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る注
８

。

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

出
エ
ジ
プ
ト
記
に
あ
る
「
十
戒
」
に
お
け
る
「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な

い
」
は
、
一
説
に
は
、「
旧
約
聖
書
の
戒
律
と
そ
の
ユ
ダ
ヤ
教
に
お
け
る

適
用
は
、
き
わ
め
て
男
性
中
心
的
で
（
略
）
相
手
の
女
性
が
人
妻
（
な
い

し
婚
約
中
の
女
性
）
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
人
妻
は
そ
の
夫
の
も
の
で
あ

り
、
姦
淫
は
夫
の
権
利
を
侵
害
し
て
そ
の
結
婚
関
係
を
破
壊
す
る
こ
と
に

な
る
か
ら
で
あ
る
。（
略
）
ま
た
「
姦
淫
」
は
相
手
の
夫
に
対
す
る
罪
で

あ
っ
て
、
自
分
の
妻
へ
の
不
貞
と
し
て
罰
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た注
９

。」

と
い
う
。
し
か
し
、「
他
者
と
の
共
生
に
お
い
て
最
も
重
要
な
禁
令注1
注

」
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
個
人
の
問
題
で
あ
り
つ
つ
、「
婚
姻
関
係
の

尊
厳注注
注

」、
言
い
換
え
る
な
ら
、
他
者
と
の
関
係
、
個
人
が
生
き
る
社
会
と

の
関
係
に
お
け
る
禁
令
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
、
キ
リ
ス
ト
教
は
、

「
律
法
の
根
本
に
立
ち
戻
」
っ
て
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　

と
す
る
と
、「
濁
つ
た
頭
」
の
津
田
の
場
合
は
、
お
夏
は
未
亡
人
、「
罪

戻
」
の
成
瀬
の
場
合
は
、
た
よ
り
は
独
身
、
織
江
も
未
亡
人
で
、〈
婚
姻

関
係
〉
の
観
点
で
キ
リ
ス
ト
教
的
解
釈
を
す
る
な
ら
ば
、
津
田
も
成
瀬
も

「
姦
淫
」
に
は
な
ら
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
人
と
も
、「
姦
淫
す
る
勿

れ
」
を
厳
し
い
倫
理
規
定
と
受
容
し
、
さ
ら
に
、
イ
エ
ス
の
言
葉
を
加
え

て
、
一
層
厳
格
な
倫
理
規
定
と
受
容
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結

果
、
津
田
は
、
告
白
後
も
「
そ
れ
か
ら
も
う
な
さ
れ
」
て
い
て
、「
ジ
ャ

ス
テ
ィ
フ
ァ
イ
」
は
失
敗
す
る
。
成
瀬
は
「
次
々
と
犠
牲
が
ふ
え
る
」
と

思
い
な
が
ら
も
妻
以
外
の
女
性
と
関
係
を
持
ち
続
け
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
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ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
て
も
、「
カ
ト
リ
ッ
ク
信
者
」
だ
か
ら
「
神

の
い
か
り
」
を
引
き
受
け
る
と
い
う
、「
矛
盾
」
を
抱
き
つ
つ
、「
私
は
こ

れ
か
ら
、
姦
淫
に
い
く
。」
と
、
再
び
織
江
の
と
こ
ろ
に
向
か
う
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
津
田
も
成
瀬
も
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
棄
て
て
は
い
な
い

が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
〈
救
い
〉
も
求
め
て
い
な
い
。

　

二
つ
の
小
説
は
、「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
聖
書
の
言
葉
が
、

如
何
に
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
を
揺
る
が
せ
、
受
容
し
難
い
も
の
で
あ
る
か
、

「
罪
戻
」
の
言
葉
で
い
え
ば
、
如
何
に
人
間
が
「
矛
盾
の
か
た
ま
り
」
で
、

〈
弱
い
〉
存
在
か
、
あ
ら
た
め
て
考
え
さ
せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
っ
て
も
、
信
仰
の
有
無
と
は
無
関
係
に
、

弱
さ
を
抱
え
た
ま
ま
生
き
て
い
く
の
が
人
間
で
あ
る
、
と
も
読
み
と
れ
る

と
思
う
。

「
濁
つ
た
頭
」
の
引
用
は
『
志
賀
直
哉
全
集
』
第
一
巻
（
一
九
九
八
・
一

二
、
岩
波
書
店
）、「
罪
戻
」
の
引
用
は
『
丹
羽
文
雄
全
集
』
第
24
巻
（
一

九
七
五
・
六
、
講
談
社
）
に
拠
る
。
な
お
、
旧
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
、

ル
ビ
は
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
に
と
ど
め
た
。

注
１　

	『
新
共
同
訳
旧
約
聖
書
略
解
』（
二
〇
〇
一
・
三
、
日
本
基
督
教
団

出
版
局
）
に
よ
れ
ば
、
申
命
記
５
章
18
節
に
も
同
じ
言
葉
が
あ
る

が
、
こ
れ
は
出
エ
ジ
プ
ト
記
の
「
再
録
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

２　

	

荒
井
均
「『
濁
つ
た
頭
』
論
」（「
文
藝
と
批
評
」
七
七
号
、
一
九

九
八
・
五
）
は
、「
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
は
、「
キ
リ
ス
ト
教
」
と

「
性
欲
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
キ
リ
ス
ト
教
に
入

信
し
た
青
年
が
、
い
か
に
そ
の
、
姦
淫
罪
の
戒
律
に
苦
し
み
、
そ

れ
を
破
っ
た
あ
と
、
い
か
に
堕
落
す
る
か

─
い
わ
ば
、
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
「
観
念
」
と
、「
性
欲
」
と
い
う
「
肉
体
」
と
の
戦

い
に
お
い
て
、
肉
体
が
打
ち
勝
っ
た
話
で
あ
る
。（
略
）
キ
リ
ス

ト
教
と
い
う
「
観
念
」
に
は
打
ち
勝
っ
た
が
、
社
会
性
と
い
う
現

実
に
負
け
た
の
で
あ
る
。」「
津
田
君
の
逸
脱
し
た
の
は
、
キ
リ
ス

ト
教
の
戒
律
か
ら
の
み
で
な
く
、
社
会
全
体
か
ら
で
あ
っ
た
と
い

う
事
実
、

─
こ
れ
が
津
田
君
を
敗
者
に
し
た
。」「
志
賀
直
哉
が

こ
の
作
品
で
確
認
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
性
欲
の

葛
藤
に
よ
っ
て
生
じ
る
、
社
会
性
の
逸
脱
の
問
題
で
あ
る
。」
と

指
摘
す
る
。

　

３　

	

山
口
直
孝
は
「
志
賀
直
哉
『
濁
つ
た
頭
』
の
輪
郭
」（「
日
本
文
藝

研
究
」、
一
九
九
〇
・
七
）
で
、「「
津
田
」
は
語
り
の
現
在
に
お

い
て
、
な
お
完
全
な
精
神
状
態
に
復
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い

（「
津
田
君
の
う
な
さ
れ
る
事
は
そ
れ
か
ら
も
毎
晩
で
あ
つ
た
。」

〔
付
記
〕）。」
と
指
摘
す
る
。

　

４　

	『
新
共
同
訳
新
約
聖
書
注
解
Ⅰ
』（
一
九
九
一
・
七
、
日
本
基
督
教

団
出
版
局
）。

　

５　
	

注
１
に
よ
れ
ば
、「
初
代
教
会
は
こ
の
「
苦
難
の
僕
の
詩
」
に
決

定
的
な
影
響
を
受
け
、
イ
エ
ス
の
十
字
架
に
至
る
苦
難
と
死
の
意

味
を
こ
の
箇
所
か
ら
理
解
し
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。」

と
い
う
。
な
お
、
こ
の
イ
ザ
ヤ
書
53
章
は
遠
藤
周
作
『
深
い
河
』

（
一
九
九
三
・
六
、
講
談
社
）
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　

６　

	「
罪
戻
」
の
成
瀬
の
場
合
、「
若
い
時
代
（
略
）
放
蕩
無
頼
、
あ
ら
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ゆ
る
悪
い
こ
と
を
犯
し
て
」
き
た
た
め
に
、
妻
を
「
発
狂
さ
せ
」

た
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
過
去
の
出
来
事
が
聖
書
で
い
う
と
こ
ろ

の
「
姦
淫
罪
」
に
当
た
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
な
お
、
病

院
長
か
ら
妻
の
病
気
の
原
因
が
「
十
五
年
二
十
年
昔
の
梅
毒
」
と

聞
か
さ
れ
た
時
、
成
瀬
は
聖
書
の
言
葉
を
語
る
が
、
病
院
長
は
そ

れ
が
「
お
経
読
み
、
抑
揚
が
な
く
て
、
棒
読
み
」
で
、「
妻
を
パ

ラ
リ
ー
ゼ
で
発
狂
さ
せ
た
良
人
の
苦
悩
、
懺
悔
、
悔
恨
の
表
現
が
、

そ
れ
自
ら
の
表
現
を
見
出
し
て
る
ほ
ど
に
強
烈
な
も
の
で
な
か
っ

た
」、
ま
た
、
芸
者
た
よ
り
は
、
成
瀬
に
対
し
、「
型
に
は
ま
っ
た

方
法
で
、
自
分
を
苦
し
め
て
い
る
」
と
、
第
三
者
の
視
点
で
語
ら

れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
成
瀬
を
客
観
的
に

見
て
、
彼
が
〈
行
い
〉
だ
け
の
人
物
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。

　

７　

	

柄
谷
行
人
が
『
日
本
近
代
文
学
の
起
源
』（
一
九
八
〇
・
八
、
講

談
社
）
で
、「
姦
淫
し
て
は
な
ら
な
い
」
に
つ
い
て
、「
姦
淫
す
る

な
と
い
う
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
ば
か
り
で
な
く
ど
ん
な
宗
教
に
も
あ
る

戒
律
で
あ
ろ
う
が
、
姦
淫
と
い
う
「
事
」
で
は
な
く
「
心
」
の
問

題
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
比
類
の
な
い
倒
錯
性
が
あ

る
。（
略
）
彼
ら
は
い
つ
も
「
内
面
」
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。」（
引
用
は
『
定
本
柄
谷
行
人
集
』
第
一
巻
所
収
（
二
〇
〇

四
・
九
、
岩
波
書
店
）
増
補
改
訂
版
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
を
引

用
し
、
神
代
知
子
は
「
志
賀
直
哉
『
濁
つ
た
頭
』
論
（「
文
芸
研

究
論
集
」
25
号
、
二
〇
〇
六
・
九
）
で
、「「
姦
淫
す
る
な
か
れ
」

と
い
う
掟
が
果
た
し
た
最
も
重
要
な
機
能
」
と
し
て
、「「
基
督

教
」
が
「
私
」
に
残
し
た
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と
は
、
信
仰
心
で

は
な
く
、「
内
面
」
と
そ
れ
に
伴
う
告
白
す
べ
き
罪
で
あ
る
と
い

う
こ
と
」
と
結
論
付
け
、
津
田
が
「
私
」
に
「
告
白
」
す
る
と
い

う
、「
濁
つ
た
頭
」
の
枠
組
み
に
も
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
す
る
。

　

８　

注
４
に
同
じ
。

　

９　

	

注
４
に
同
じ
。

　

10　

注
１
に
同
じ
。

　

11　

注
１
に
同
じ
。

（

）

本
学
大
学
院
修
士
課
程
第
二
回
修
了
生
、

本
学
非
常
勤
講
師


