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は
じ
め
に

　
「
虹
い
く
た
び（

1
（

」
は
、
川
端
康
成
の
戦
後
初
の
連
載
長
篇
小
説
で
あ
る
。

伊
藤
整
が
「
前
記
の
二
作
（
※
論
者
注
：『
千
羽
鶴
』・『
山
の
音
』）
の
モ
テ
ィ
ー

フ
を
合
せ
持
っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
当
時
作
者
の
中
に
わ
だ

か
ま
っ
て
い
た
思
想
の
原
型
が
、
混
沌
と
し
た
形
の
ま
ま
で
漂
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
我
々
の
注
意
を
引
く（

2
（

」
と
評
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
作
は
戦
争

中
停
滞
し
て
い
た
文
学
活
動
を
再
始
動
さ
せ
て
ゆ
く
昭
和
二
十
年
代
の
川

端
の
文
学
意
識
を
考
え
る
上
で
、
多
様
な
問
題
を
提
起
す
る
作
品
と
し
て

注
目
さ
れ
る
。
だ
が
従
来
の
川
端
研
究
で
は
「
中
間
小
説
」
や
「
風
俗
小
説
」

な
ど
と
し
て
扱
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
た
『
千
羽
鶴
』

や
『
山
の
音
』（
二
作
共
に
昭
和
二
十
四
～
二
十
九
年
、
諸
誌
分
載
）
の
よ
う
な

川
端
の
戦
後
の
代
表
作
に
比
べ
る
と
、
研
究
が
さ
ほ
ど
進
捗
し
て
い
な
い
。

「
虹
い
く
た
び
」
は
、
冒
頭
に
琵
琶
湖
の
対
岸
に
現
れ
た
虹
の
姿
が
描

か
れ
て
お
り
、
以
後
物
語
が
展
開
す
る
中
で
〈
虹
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
何
度

も
登
場
す
る
。
先
行
論
で
最
も
問
わ
れ
た
の
は
こ
う
し
た
〈
虹
〉
の
象
徴

性
で
あ
っ
た
。
そ
の
嚆
矢
と
な
っ
た
近
藤
裕
子
の
論
考（

3
（

で
は
、
唯
一
の
実

像
で
あ
る
冒
頭
部
の
虹
以
外
は
全
て
、「
記
憶
の
再
現
を
通
し
て
語
ら
れ
、

あ
る
い
は
絵
に
そ
の
模
倣
の
像
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
具
合
に
、
う
す
め

ら
れ
た
虚
像
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
近
藤
は
、〈
虹
〉

と
い
う
「
切
断
さ
れ
た
円
環
」
が
、
人
間
関
係
や
物
語
構
造
、
時
間
の
推

移
を
決
定
付
け
る
存
在
だ
と
み
る
見
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
見
方
を
も

と
に
深
澤
晴
美（

4
（

は
、「
現
象
と
し
て
の
虹
自
体
が
実
態
を
持
た
な
い
虚
像
」

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
物
語
中
の
〈
虹
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
ギ
リ
シ
ャ
神

話
や
、昭
和
二
十
年
代
前
半
に
川
端
が
傾
倒
し
て
い
た
高
浜
虚
子
の
「
虹
」

三
連
作（

5
（

と
の
関
連
性
な
ど
と
い
っ
た
様
々
な
視
点
か
ら
問
う
た
上
で
、
本

川
端
康
成
「
虹
い
く
た
び
」
論

―
死
者
と
の
関
係
を
視
点
に
―

辻
　
　
　
秀
　
平
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作
を
「
東
京
と
京
都
、
生
者
と
死
者
を
結
び
、
隔
て
る
〈
反
橋
〉
と
し
て

の
虹
の
長
編
」
と
位
置
付
け
て
い
る（

6
（

。
こ
れ
以
外
の
視
点
と
し
て
、
金
采

洙（
7
（

は
「
虹
い
く
た
び
」
の
物
語
構
造
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、
物
語
内
容

を
物
語
現
在
時
よ
り
前
と
後
と
に
分
け
、「
ス
ト
ー
リ
ー
の
後
半
の
人
物

達
は
前
半
の
死
の
出
来
事
か
ら
受
け
た
精
神
的
な
苦
痛
を
の
り
こ
え
よ
う

と
努
め
て
い
く
過
程
で
、
も
う
一
つ
の
死
の
出
来
事
を
結
果
と
し
て
も
た

ら
す
事
件
を
生
み
出
す
」
と
い
う
考
察
を
示
し
て
い
る
。

「
虹
い
く
た
び
」
は
人
間
の
生
と
死
や
、
生
者
と
死
者
と
の
関
係
の
在

り
方
に
対
す
る
問
題
意
識
が
内
包
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
は

従
来
の
先
行
論
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
の
、
未
だ
検

討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
論
で
は
、「
虹
い
く
た
び
」

を
生
者
と
死
者
と
の
関
係
に
注
視
し
て
分
析
し
、
生
者
と
死
者
と
の
関
係

か
ら
導
き
出
さ
れ
る
テ
ー
マ
や
、「
虹
い
く
た
び
」
と
は
何
を
意
味
す
る

の
か
を
考
察
す
る
。

一　

死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
あ
る
生
者

①
　「
な
か
つ
た
こ
と
に
し
て
ゐ
た
い
」
死
者
─
─
水
原
・
青
木

　

如
上
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
「
虹
い
く
た
び
」
の
概

要
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
物
語
は
連
載
と
同
時
期
で
あ
る
昭
和
二
十
五
年

頃
の
東
京
と
京
都
を
主
な
舞
台
と
し（

8
（

、
建
築
家
の
父
・
水
原
常
男
と
、
三

人
の
母
親
た
ち
と
の
間
に
生
ま
れ
た
長
女
・
百
子
、
次
女
・
麻
子
、
三
女
・

若
子
と
い
う
三
人
の
異
母
姉
妹
を
中
心
に
展
開
す
る
。
三
人
の
異
母
姉
妹

の
う
ち
、
百
子
と
麻
子
は
東
京
の
水
原
家
で
暮
ら
し
て
お
り
、
若
子
だ
け

が
京
都
の
と
あ
る
花
街
で
母
の
菊
枝
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
。
ま
た
三

人
姉
妹
の
母
の
う
ち
、
物
語
現
在
時
で
生
き
て
い
る
の
は
菊
枝
だ
け
で
あ

り
、
名
前
が
明
か
さ
れ
な
い
百
子
の
実
母
は
戦
前
に
、
麻
子
の
母
す
み
子

は
物
語
現
在
時
よ
り
も
一
年
ほ
ど
前
に
死
去
し
て
い
る
。
物
語
は
、
互
い

を
知
ら
な
い
ま
ま
東
京
と
京
都
と
の
間
で
離
れ
離
れ
に
暮
ら
す
姉
妹
同
士

が
、
春
の
都
踊
の
場
で
邂
逅
し
、
や
が
て
冬
の
嵐
山
で
対
面
す
る
に
至
る

と
い
う
の
が
大
ま
か
な
筋
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
筋
と
、
三
人
姉
妹
の
父

水
原
、
水
原
の
友
人
の
青
木
、
百
子
の
元
恋
人
で
あ
り
戦
死
し
た
特
攻
兵

で
あ
る
青
木
の
長
男
啓
太
、
青
木
の
次
男
夏
二
、百
子
の
現
在
の
愛
人
で

あ
る
美
少
年
の
竹
宮
、
京
都
の
菊
枝
と
い
っ
た
人
物
を
め
ぐ
る
挿
話
と
が

互
い
に
交
錯
し
つ
つ
、
複
雑
な
人
間
模
様
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
人
間
模
様
の
複
雑
さ
を
、
登
場
人
物
と
過
去
の
死
者
と
の
関

わ
り
方
と
い
う
観
点
で
類
型
化
す
る
と
、
二
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
一
つ

は
、【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
あ
る
生
者
】
の
類
型
で
あ
り
、
水
原
や
青

木
の
よ
う
な
壮
年
の
父
親
た
ち
と
、
百
子
が
含
ま
れ
る
。
も
う
一
つ
は
、

こ
れ
と
は
対
照
的
な
、【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
な
い
生
者
】
の
類
型
で



137

あ
り
、
麻
子
や
夏
二
が
含
ま
れ
、
ま
た
こ
の
類
型
に
一
脈
通
じ
る
存
在
と

し
て
、
若
子
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

ま
ず
本
章
で
は
水
原
、
青
木
、
百
子
の
三
人
の
生
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
死

者
と
の
間
に
ど
の
よ
う
な
蟠
り
が
あ
り
、
死
者
と
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の

か
を
確
認
す
る
。
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
、
物
語
に
登
場
す
る
死
者
を
改
め
て

整
理
す
る
と
、
百
子
の
実
母
、
す
み
子
、
啓
太
の
三
人
と
な
る
。
水
原
、

青
木
、
百
子
と
い
う
三
人
の
生
者
は
、
物
語
現
在
時
に
お
け
る
こ
れ
ら
三

人
の
死
者
に
対
し
て
様
々
な
蟠
り
を
抱
え
て
い
る
。

水
原
は
百
子
の
母
親
と
、
す
み
子
と
い
う
死
ん
だ
二
人
の
女
に
蟠
り
を

抱
え
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
麻
子
に
尋
ね
ら
れ
て
、
二
人
の
女

の
記
憶
を
話
す
「
炎
の
色
」
の
章
で
は
、
麻
子
を
抑
え
付
け
る
よ
う
な
口

調
で
「
い
ま
さ
ら
話
さ
な
く
と
も
」
と
口
に
し
、
特
に
自
殺
し
た
百
子
の

母
親
の
こ
と
を
、「
毒
を
吐
き
出
す
や
う
」
に
語
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た

水
原
の
心
性
は
、
同
じ
章
に
見
ら
れ
る
二
人
の
母
親
に
対
す
る
印
象
を
述

べ
た
次
の
箇
所
か
ら
も
窺
え
る
。

上
の
百
子
と
中
の
麻
子
と
の
、
二
人
の
母
親
は
死
ん
だ
。

二
人
の
女
は
こ
の
世
に
、
一
人
づ
つ
の
娘
と
、
水
原
の
愛
の
記
憶

と
の
ほ
か
に
、
も
う
な
に
を
残
し
て
ゐ
る
だ
ら
う
。

二
人
の
女
も
水
原
も
愛
の
た
め
に
苦
し
み
も
し
、悲
し
み
も
し
た
。

し
か
し
、
そ
れ
も
水
原
に
は
遠
く
過
ぎ
去
り
、
死
ん
だ
女
に
は
全
く

消
え
失
せ
た
。（「
炎
の
色
」
二
）

右
の
箇
所
に
あ
る
よ
う
に
、
水
原
は
死
ん
だ
二
人
の
母
親
と
の
「
愛
の

記
憶
」
を
、
最
早
過
ぎ
去
り
消
え
失
せ
た
も
の
だ
と
見
な
し
て
い
る
。
だ

が
こ
う
し
た
認
識
に
も
微
妙
な
陰
影
が
あ
り
、
水
原
が
特
に
避
け
て
い
る

の
は
、「
毒
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
と
も
に
語
ら
れ
る
、
自
殺
し
た
百
子
の
実

母
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
水
原
が
大
徳
寺
の
塔
頭
・
聚
光
院
で
菊
枝
と
再

会
す
る
場
面
に
、
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
。

水
原
は
き
ゆ
つ
と
胸
が
つ
ま
つ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
意
外
に
も
、
菊

枝
に
た
い
し
て
気
が
と
が
め
た
の
で
は
な
く
、
死
ん
だ
妻
の
す
み
子

に
た
い
し
て
気
が
と
が
め
た
の
だ
つ
た
。
生
き
て
ゐ
る
妻
の
目
を
ぬ

す
ん
で
、
菊
枝
に
会
ふ
か
の
や
う
だ
。（「
黒
の
椿
」
一
）

昔
の
菊
枝
の
な
つ
か
し
さ
、
昔
の
菊
枝
の
親
し
さ
を
、
心
に
温
め
か

へ
さ
う
と
つ
と
め
た
。

す
る
と
意
外
に
も
ま
た
、
死
ん
だ
妻
が
水
原
の
う
ち
に
ま
ざ
ま
ざ
と

生
き
て
来
た
。

も
つ
と
も
親
し
み
馴
れ
た
妻
を
失
つ
た
た
め
に
、
菊
枝
に
た
い
す
る
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親
し
さ
も
失
は
れ
た
の
か
と
さ
へ
、
水
原
は
疑
つ
た
。

 

（「
黒
の
椿
」
二
）

　

水
原
は
生
き
て
い
る
菊
枝
の
姿
を
通
し
て
、
二
度
も
す
み
子
を
思
い
出

し
て
い
る
。
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
自
殺
し
た
百
子
の
実
母
の
存
在
は
一

切
想
起
さ
れ
な
い
。
死
ん
だ
二
人
の
母
親
の
存
在
や
、
記
憶
を
忌
避
す
る

水
原
の
心
性
や
態
度
に
は
、
正
式
な
婚
姻
関
係
を
結
ん
だ
妻
す
み
子
と
、

愛
人
に
過
ぎ
な
か
っ
た
百
子
の
母
親
と
の
間
の
差
異
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る
。こ

う
し
た
水
原
と
同
様
の
心
性
は
、
そ
の
友
人
で
あ
る
青
木
に
も
見
ら

れ
る
。
青
木
は
、
特
攻
で
戦
死
し
た
長
男
啓
太
に
蟠
り
を
抱
え
て
お
り
、

戦
争
中
に
啓
太
が
恋
人
の
百
子
を
捨
て
た
こ
と
に
対
す
る
罪
悪
感
を
抱
い

て
い
る
。
青
木
は
京
都
で
、
水
原
や
百
子
と
対
面
す
る
が
、
そ
の
際
に
青

木
は
百
子
に
対
し
て
、
啓
太
の
行
為
、
ひ
い
て
は
啓
太
の
存
在
そ
の
も
の

を
も
無
か
っ
た
こ
と
に
し
て
欲
し
い
と
頼
む
。

　
　

「
い
い
え
。
私
は
し
か
し
、
百
子
さ
ん
に
お
会
ひ
し
て
、
啓
太
の

お
礼
を
言
へ
る
時
を
待
つ
て
ゐ
た
ん
で
す
。
お
礼
よ
り
も
、
お
わ
び

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
あ
い
ふ
死
に
方
も
、
後
に
な
つ
て
考
へ

る
と
、
百
子
さ
ん
に
お
わ
び
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
し
た
。」

「
あ
り
が
た
う
。
百
子
も
青
木
さ
ん
の
お
気
持
は
わ
か
つ
て
ゐ
る

こ
と
で
せ
う
。」

と
、
百
子
の
父
が
口
を
添
へ
た
。

「
は
あ
。
百
子
さ
ん
に
、
お
礼
と
お
わ
び
を
ひ
と
こ
と
言
は
せ
て

さ
へ
い
た
だ
け
ば
、
私
は
も
う
過
ぎ
去
つ
た
こ
と
、
な
か
つ
た
こ
と

に
し
て
ゐ
た
い
ば
か
り
で
す
が
…
…
。」

「
過
ぎ
去
り
も
し
ま
せ
ん
け
れ
ど
…
…
。」百
子
は
静
か
に
言
つ
た
。

 

（「
桂
の
宮
」
二
）

　

右
の
箇
所
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
死
者
を
「
過
ぎ
去
つ
た
こ
と
、
な
か

つ
た
こ
と
に
し
て
ゐ
た
い
」
と
い
う
青
木
の
言
葉
は
、
死
者
に
対
す
る
父

親
た
ち
の
意
識
を
最
も
象
徴
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。ま
た
青
木
の「
お

わ
び
」
に
対
し
て
、
百
子
が
口
を
開
く
前
に
水
原
が
「
百
子
も
青
木
さ
ん

の
お
気
持
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
せ
う
」
と
言
い
、
青
木
に
同
調
す
る

よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
を
引
く
。

②
　「
闇
に
葬
ら
れ
た
」
子
供
─
─
百
子
の
不
幸

水
原
や
青
木
と
は
対
照
的
に
、
百
子
は
先
の
引
用
部
の
中
で
、
死
者
の

存
在
が
過
ぎ
去
り
も
し
な
い
と
述
べ
、
壮
年
の
父
親
た
ち
の
論
理
を
静
か

に
否
定
し
て
い
る
。
百
子
は
、
死
者
の
存
在
か
ら
目
を
背
け
る
よ
う
な
振
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る
舞
い
を
見
せ
る
水
原
や
青
木
と
は
異
な
り
、
死
者
の
記
憶
に
絶
え
ず
苦

し
み
続
け
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

百
子
は
、
自
殺
し
た
母
親
と
、
自
分
を
捨
て
た
後
に
戦
死
し
た
恋
人
の

啓
太
と
に
蟠
り
を
抱
え
て
い
る
。
百
子
の
死
者
へ
の
囚
わ
れ
よ
う
は
尋
常

で
は
な
く
、「
啓
太
の
亡
霊
と
、
心
理
ば
か
り
で
斬
り
合
つ
て
ゐ
た
」（「
桂

の
宮
」
二
）
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
青
木
の
次
男
・
夏
二
の

姿
に
啓
太
の
面
影
を
見
て
、「
烈
し
い
羞
恥
と
憤
怒
」
を
覚
え
、
か
つ
て

啓
太
に
捨
て
ら
れ
た
際
の
出
来
事
を
彷
彿
し
な
が
ら
、「
夏
二
の
兄
に
さ

う
さ
れ
た
こ
と
の
復
讐
」（「
花
の
篝
」
三
）
を
す
る
姿
を
思
い
浮
か
べ
て

い
る
。
ま
た
、
夏
二
と
異
母
妹
の
麻
子
が
親
し
く
し
て
い
る
姿
を
目
に
す

る
と
、「
麻
子
に
自
分
の
昔
の
姿
を
感
じ
る
」（「
桂
の
宮
」
一
）
よ
う
な
嫉

妬
心
を
覚
え
て
い
る
。
生
者
の
姿
か
ら
死
者
を
思
い
浮
か
べ
る
様
は
、
先

述
の
水
原
と
も
通
じ
る
一
方
で
、
百
子
は
あ
た
か
も
死
者
が
今
も
生
き
て

い
る
か
の
よ
う
に
、
生
者
に
対
し
て
復
讐
心
や
嫉
妬
心
を
抱
い
て
い
る
の

で
あ
る
。

　

ま
た
百
子
は
、
自
殺
し
た
母
親
に
対
し
て
も
同
様
の
感
情
を
抱
き
、
母

親
の
死
を
語
る
百
子
の
語
り
口
は
、「
長
い
あ
ひ
だ
の
憎
し
み
か
呪
い
を
、

胸
の
底
に
き
り
き
り
つ
が
へ
て
ゐ
た
毒
矢
を
、
吐
き
出
し
た
」（「
銀
の
乳
」

二
）
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
百
子
の
心
性
は
、
次
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
心
の
病
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

百
子
に
も
、
心
の
重
い
病
ひ
は
た
び
た
び
あ
つ
た
。
今
も
あ
る
。
生

み
の
母
が
死
ん
で
か
ら
つ
づ
い
て
、
癒
さ
れ
る
時
が
な
く
、
ま
た
恋

人
の
啓
太
が
死
ん
で
か
ら
は
、
心
の
重
病
が
さ
ら
に
か
さ
な
つ
て
ゐ

る
で
は
な
い
か
。（「
川
の
岸
」
一
）

　

死
者
に
囚
わ
れ
る
「
心
の
重
い
病
ひ
」
を
長
い
間
患
っ
て
い
た
百
子
は
、

そ
の
苦
し
み
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
、
年
少
の
美
少
年
と
の
愛
に
溺
れ
て

い
く
。
や
が
て
百
子
は
、
竹
宮
と
い
う
一
人
の
美
少
年
の
子
供
を
妊
娠
す

る
。
そ
れ
を
知
っ
た
竹
宮
は
百
子
の
許
か
ら
逃
げ
出
し
、
や
が
て
自
殺
す

る
。
そ
し
て
百
子
が
妊
娠
し
た
子
供
は
、
水
原
や
青
木
の
計
ら
い
に
よ
っ

て
堕
胎
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

妊
娠
当
初
、
百
子
は
「
自
分
ひ
と
り
の
子
供
で
よ
い
。
そ
し
て
父
の
家

を
出
る
覚
悟
で
あ
つ
た
」（「
川
の
岸
」
一
）
の
で
あ
り
、
出
産
と
家
か
ら

の
自
立
へ
の
決
意
の
思
い
を
抱
い
て
い
た
。
だ
が
す
ぐ
に
、
妊
娠
し
て
い

る
こ
と
を
水
原
や
青
木
に
勘
付
か
れ
て
し
ま
う
。

啓
太
の
父
や
百
子
の
父
、大
人
た
ち
が
談
合
の
上
の
運
び
だ
と
は
、

百
子
も
感
づ
い
て
ゐ
た
。
し
か
し
、
こ
ち
ら
も
お
と
な
し
く
し
た
。

肺
と
か
腎
臓
と
か
は
、
初
め
か
ら
口
実
に
過
ぎ
な
い
の
は
わ
か
つ
て
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ゐ
る
。

青
木
も
水
原
も
妊
娠
や
手
術
の
こ
と
を
お
く
び
に
も
出
さ
な
い
。

さ
す
が
に
世
な
れ
た
も
の
だ
と
、
百
子
は
思
つ
た
。
二
人
と
も
ま
つ

た
く
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
く
れ
た
。
手
術
の
前
後
の
日
に
は
、
百
子
に

電
話
も
か
け
て
よ
こ
さ
な
か
つ
た
。

闇
に
葬
ら
れ
た
わ
け
だ
。

 

（「
川
の
岸
」
一
）

　
「
世
な
れ
た
」
父
親
た
ち
の
「
談
合
」
の
も
と
で
、
百
子
は
竹
宮
の
子

供
を
堕
胎
す
る
。
こ
の
直
前
に
麻
子
が
肋
膜
炎
を
患
っ
て
お
り
、
水
原
や

青
木
は
そ
れ
を
引
き
合
い
に
し
て
い
る
。
二
人
の
父
親
が
、
百
子
が
妊
娠

し
た
子
供
を
、
あ
た
か
も
「
肺
と
か
腎
臓
」
の
病
気
と
同
列
に
考
え
て
い

る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
百
子
の
堕
胎
の
場
面
に
は
、「
虹
い
く
た
び
」
連
載
と
同
時

期
の
、「
優
生
保
護
法
」（
昭
和
二
十
三
年
）
施
行
下
の
時
代
状
況
を
窺
う

こ
と
が
出
来
る
。「
優
生
保
護
法
」
は
「
優
生
上
の
見
地
か
ら
不
良
な
子

孫
の
出
生
を
防
止
す
る（

9
（

」
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
れ
を
も
と
に
障
害
者
な

ど
を
対
象
と
し
た
強
制
不
妊
手
術
が
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
法
律
は
、
藤
目

ゆ
き
が
「
優
生
思
想
に
依
拠
す
る
生
殖
統
制
法（

（1
（

」
だ
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、

優
生
主
義
的
な
風
潮
を
喚
起
し
や
す
い
も
の
で
あ
っ
た
。
実
際
に
、
こ
の

頃
か
ら
「
家
族
計
画
運
動
」
が
盛
ん
に
な
り
、
そ
の
実
態
を
分
析
し
た
山

本
起
世
子
に
よ
れ
ば
、「
優
生
保
護
法
の
実
施
に
伴
っ
て
中
絶
の
実
施
率

は
激
増
し
、
一
九
五
〇
年
代
前
半
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
た（

（（
（

」
と
さ
れ
る
。
つ

ま
り
、「
優
生
保
護
法
」
が
喚
起
し
た
風
潮
は
、
女
性
の
性
や
生
殖
の
自

己
決
定
権
に
関
与
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
改
め
て
百
子
の
堕
胎
を
考
え
て
み
た
い
。
水

原
や
青
木
は
、
体
調
を
崩
し
た
百
子
の
姿
か
ら
、
妊
娠
し
て
い
る
こ
と
に

勘
付
く
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
病
気
の
治
療
と
い
う
体
で
検
査
入
院
さ
せ
、

堕
胎
さ
せ
た
。「
ま
つ
た
く
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
く
れ
た
」
り
、
余
計
な
負

担
を
か
け
な
い
た
め
に
「
電
話
も
か
け
て
よ
こ
さ
な
か
つ
た
」
と
い
う
よ

う
に
、
堕
胎
は
百
子
を
思
う
父
親
た
ち
の
善
意
の
行
動
で
あ
る
よ
う
に
見

え
る
。
だ
が
こ
の
堕
胎
に
は
、
父
親
た
ち
の
優
生
思
想
的
な
意
識
が
秘
め

ら
れ
て
い
る
。
百
子
の
胎
内
に
宿
る
子
供
へ
の
水
原
や
青
木
の
印
象
を
考

え
る
と
、
竹
宮
と
い
う
、
父
親
た
ち
に
と
っ
て
素
性
不
明
な
男
の
遺
伝
、

つ
ま
り
「
不
良
」
な
遺
伝
を
忌
避
す
る
眼
差
し
の
存
在
を
見
る
べ
き
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
世
な
れ
た
」
父
親
た
ち
の
「
談
合
」
に
よ
る
百
子
の

堕
胎
と
は
、
娘
の
た
め
に
「
不
良
」
な
子
供
を
除
去
す
る
と
い
う
パ
タ
ー

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
干
渉
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る（

（1
（

。

水
原
や
青
木
の
こ
う
し
た
心
性
は
、
こ
の
他
に
も
作
中
で
時
折
表
れ
て

い
る
。
そ
の
好
例
が
前
節
で
も
触
れ
た
、
死
者
の
存
在
を
「
過
ぎ
去
つ
た
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こ
と
、
な
か
つ
た
こ
と
に
し
て
ゐ
た
い
」
と
青
木
が
口
に
す
る
場
面
で
あ

る
。
前
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
青
木
の
言
葉
に
対
し
て
百
子
が
口
を
開
く

前
に
、
水
原
は
そ
れ
を
遮
る
よ
う
に
し
て
、
過
去
の
啓
太
の
行
為
を
詫
び

る
青
木
の
心
情
を
、
百
子
も
「
わ
か
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
せ
う
」
と
口
を
添

え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
水
原
は
百
子
の
意
思
を
勝
手
に
語
っ
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
う
し
た
姿
か
ら
は
父
親
た
ち
の
身
勝
手
さ
が
見
て
取
れ
る
の
で

あ
る
。

③
　「
死
ん
だ
者
が
悪
い
」
─
─
父
親
た
ち
の
〝
弁
解
〟
の
論
理

こ
う
し
た
堕
胎
以
降
を
描
い
た
「
虹
の
道
」
の
章
で
、
百
子
は
、
傷
心

の
果
て
に
い
つ
し
か
「
自
分
を
失
つ
て
、
人
に
ま
か
せ
て
」
し
ま
い
、「
反

発
も
抵
抗
も
な
い
や
う
な
、
心
の
う
つ
ろ
」
の
状
態
に
な
る
。
病
院
を
退

院
し
た
百
子
は
、
青
木
の
勧
め
に
従
っ
て
、
青
木
の
家
で
滞
在
し
始
め
る
。

い
つ
し
か
、
父
親
た
ち
の
「
狡
猾
な
策
略
」
に
自
分
自
身
も
乗
っ
て
い
る

こ
と
に
思
い
至
っ
た
百
子
は
、「
死
ぬ
や
う
な
自
己
嫌
悪
」
を
感
じ
な
が

ら
も
、「
父
や
青
木
は
も
と
よ
り
、
自
分
ま
で
が
な
に
食
は
ぬ
顔
で
す
ま

せ
て
ゐ
る
」
こ
と
に
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
い
る
。

　

そ
う
し
た
百
子
に
対
し
て
、
青
木
は
啓
太
が
死
ん
だ
の
が
悪
い
と
口
に

し
、
死
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
不
幸
に
よ
っ
て
、
生
者
が
苦
し
め
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
仄
め
か
す
。
そ
の
上
で
、「
生
き
て
ゐ
る
も
の
の
い
つ

さ
い
の
苦
し
み
」
を
啓
太
、
さ
ら
に
は
死
ん
だ
百
子
の
実
母
に
も
負
わ
せ

よ
う
と
い
う
態
度
を
示
し
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
と
に
か
く
死
ん
だ
者
が
悪
い
と
い
ふ
こ
と
に
し
ま
せ
う
。
啓
太

の
か
は
り
に
私
が
お
わ
び
も
言
つ
た
や
う
で
し
た
が
、
死
人
の
罪
は

消
さ
う
と
し
な
い
で
、
生
き
て
ゐ
る
者
同
士
で
は
、
お
礼
を
言
ひ
合

つ
た
方
が
い
い
と
思
ふ
や
う
に
な
つ
た
ん
で
す
。」

「
そ
れ
で
、
私
を
い
た
は
つ
て
下
さ
い
ま
す
の
？
」

「
い
た
は
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
う
か
。」
青
木
は
声
を
落
し

た
。 

（「
虹
の
道
」
一
）

　

こ
の
直
後
に
青
木
は
、「
私
は
百
子
さ
ん
に
、
な
ん
で
も
し
て
あ
げ
た

い
と
思
ふ
ん
で
す
」
と
口
に
し
て
お
り
、「
と
に
か
く
死
ん
だ
者
が
悪
い
」

と
い
う
青
木
の
言
葉
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
な
善
意
の
論
理
に
基
づ

い
て
い
る
。
つ
ま
り
青
木
は
、堕
胎
に
よ
っ
て
傷
付
い
た
百
子
に
対
し
て
、

苦
し
み
の
大
元
が
死
者
に
あ
る
と
考
え
て
、
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ

と
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
青
木
が
述
べ
る
よ
う
な
、「
と
に
か
く
死
ん
だ
者
が
悪
い
」
こ

と
に
し
て
、「
生
き
て
ゐ
る
者
同
士
で
は
、
お
礼
を
言
ひ
合
」
う
と
い
う
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生
者
の
在
り
方
は
、
生
者
の
行
為
の
責
任
を
曖
昧
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
死
者
の
存
在
が
、
生
者
の
〝
弁
解
〟
の
た
め
の
手
段
と
な
っ
て

お
り
、生
者
が
本
来
直
視
す
べ
き
責
任
が
死
者
に
転
嫁
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

百
子
の
心
身
両
面
の
苦
し
み
は
堕
胎
に
よ
っ
て
更
に
深
ま
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
青
木
ら
の
行
動
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。「
と
に
か
く
死
ん
だ
も
の
が
悪
い
」と
口
に
す
る
青
木
の
振
る
舞
い
は
、

堕
胎
の
責
任
の
所
在
を
死
者
に
す
り
替
え
る
よ
う
な
も
の
だ
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
避
け
て
い
た
死
者
の
存
在
を
、
自
分
の

論
理
で
持
ち
出
し
て
利
用
し
よ
う
と
す
る
青
木
の
姿
は
、
父
親
た
ち
の
身

勝
手
な
善
意
の
論
理
が
表
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
百
子
は
、
こ
う
し

た
青
木
や
、「
自
分
を
青
木
に
あ
づ
け
る
や
う
に
し
て
帰
つ
た
父
」
を
「
卑

怯
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
だ
。

　

死
者
の
存
在
を
持
ち
出
し
て
弁
解
の
た
め
に
利
用
す
る
、
こ
れ
は
言
う

な
れ
ば
、死
者
を
語
る
〈
言
葉
〉
を
用
い
る
こ
と
で
も
あ
る
。
青
木
が
「
と

に
か
く
死
ん
だ
者
が
悪
い
」
と
い
う
言
葉
を
発
す
る
最
終
章
「
虹
の
道
」

の
直
前
の
章
で
あ
る
「
川
の
岸
」
の
地
の
文
で
は
、
人
間
が
〈
言
葉
〉
を

用
い
る
こ
と
や
、
死
者
が
〈
言
葉
〉
を
遺
す
こ
と
の
意
味
を
巡
る
数
々
の

思
索
の
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
次
に
挙
げ
る
引
用
部
だ
。

お
よ
そ
人
間
の
言
葉
と
い
ふ
も
の
は
、
い
や
、
神
の
言
葉
で
さ
へ

も
、
た
い
て
い
は
自
分
の
勝
手
の
い
い
や
う
に
解
釈
が
出
来
る
も
の

だ
。
ま
た
、
た
と
へ
ど
の
や
う
な
羽
目
に
立
つ
て
も
、
そ
の
人
の
弁

護
に
な
り
、
弁
解
に
な
る
、
都
合
の
い
い
言
葉
は
数
か
ぎ
り
な
く
、

さ
が
し
出
せ
る
も
の
だ
。

し
か
し
、
言
葉
が
痛
切
な
実
感
と
な
る
の
は
、
痛
切
な
体
験
の
な

か
で
だ
。

啓
太
は
百
子
を
初
め
て
抱
い
て
突
き
放
し
て
、

「
な
ん
だ
。
だ
め
な
ひ
と
だ
よ
、
あ
ん
た
は
…
…
。」

と
言
つ
た
。

竹
宮
少
年
は
百
子
に「
宮
ち
や
ん
の
子
供
が
、私
の
な
か
に
ゐ
る
。」

と
し
ら
さ
れ
て
、

「
僕
の
子
供
ぢ
や
な
い
や
。
僕
が
子
供
ぢ
や
な
い
か
。」

と
言
つ
て
、
逃
げ
て
行
つ
た
。

そ
の
言
葉
の
お
そ
ろ
し
さ
は
、
言
は
れ
た
当
人
の
百
子
で
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
い
。

そ
の
二
人
と
も
が
死
ん
だ
。
ま
る
で
自
分
の
言
葉
に
罰
せ
ら
れ
た

か
の
や
う
に
…
…
。

 

（「
川
の
岸
」
一
）

死
ぬ
人
が
書
き
遺
す
言
葉
な
ど
は
、
お
ほ
か
た
偽
り
で
あ
り
、
飾



143

り
で
あ
り
、
さ
か
し
ら
な
真
実
を
よ
そ
ほ
つ
た
虚
妄
に
過
ぎ
な
い
と

は
、
百
子
も
知
ら
な
い
で
は
な
い
。

す
べ
て
の
動
物
や
植
物
は
、言
葉
を
の
こ
さ
ず
に
ほ
ろ
び
て
ゆ
く
。

岩
も
水
も
さ
う
だ
。

 

（「
川
の
岸
」
一
）

　

ま
ず
前
提
と
し
て
、
人
間
が
操
る
〈
言
葉
〉
は
「
自
分
の
勝
手
の
い
い

や
う
に
解
釈
が
出
来
る
」
も
の
で
あ
り
、「
弁
護
」
や
「
弁
解
」
と
し
て

恣
に
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。そ
の
上
で
、

〈
言
葉
〉
を
自
分
の
言
い
訳
の
た
め
に
用
い
た
、
啓
太
と
竹
宮
と
い
う
二

人
の
死
者
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
啓
太
は
恋
人
の
百
子
を
捨
て
、
竹
宮
は

自
分
が
百
子
を
妊
娠
さ
せ
た
と
い
う
現
実
を
直
視
で
き
ず
、「
子
供
」
で

あ
る
こ
と
を
理
由
に
し
て
百
子
か
ら
逃
げ
去
っ
た
。言
い
訳
の
た
め
に〈
言

葉
〉
を
用
い
た
者
た
ち
が
辿
り
着
い
た
結
末
は
死
で
あ
り
、
そ
の
結
末
に

「
言
葉
の
お
そ
ろ
し
さ
」
を
見
て
取
っ
て
い
る
。
ま
た
「
死
ぬ
人
が
書
き

遺
す
言
葉
」
は
う
わ
べ
だ
け
の
「
虚
妄
」
と
さ
れ
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な

理
想
像
と
し
て
、「
言
葉
を
の
こ
さ
ず
に
ほ
ろ
び
て
ゆ
く
」
動
植
物
や
自

然
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
人
間
が
恣
に
〈
言
葉
〉
を
操
る
こ
と
へ
の
疑
問
が
示
さ
れ

て
お
り
、一
種
の
言
語
観
が
呈
さ
れ
て
い
る
。ま
た
そ
の
思
索
の
中
で
、〈
言

葉
〉
を
用
い
る
こ
と
が
、
言
い
訳
や
う
わ
べ
だ
け
の
空
虚
さ
と
表
裏
一
体

で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
の
疑
問
へ
の
応
答
と
し
て
、

恣
な
〈
言
葉
〉
を
用
い
な
い
動
植
物
や
自
然
が
理
想
と
し
て
言
及
さ
れ
て

お
り
、
い
わ
ば
〈
無
言
〉
に
価
値
を
見
出
す
よ
う
な
見
方
が
示
さ
れ
て
い

る
の
だ
。同
じ
章
で
、「
書
い
た
も
の
の
証
拠
を
な
に
一
つ
遺
さ
な
か
つ
た
」

竹
宮
の
自
殺
が
、「
か
え
つ
て
そ
の
人
の
死
後
を
清
め
て
、
豊
か
に
し
て
、

強
く
確
か
に
す
る
」
も
の
だ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、〈
無
言
〉
の
死
が
尊

い
も
の
だ
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
観
点
か
ら
、
水
原
、
青
木
、
百
子
と
い
う
【
死
者

と
の
間
に
蟠
り
が
あ
る
生
者
】
の
類
型
が
描
か
れ
た
意
味
を
考
え
る
と
、

次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が

あ
る
生
者
】
は
、
自
分
の
都
合
に
よ
っ
て
死
者
を
避
け
、
ま
た
時
に
利
用

す
る
父
親
た
ち
と
、
死
者
に
囚
わ
れ
続
け
、
そ
の
心
の
病
が
や
が
て
堕
胎

と
い
う
不
幸
を
招
い
た
百
子
と
い
う
二
つ
の
姿
で
表
さ
れ
て
い
る
。
父

親
た
ち
は
パ
タ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
論
理
で
行
動
し
て
お
り
、
そ
の
行

動
原
理
の
根
幹
に
は
愛
人
や
自
殺
者
、
望
ま
ぬ
妊
娠
を
し
た
女
性
と
い
う
、

家
父
長
の
倫
理
規
範
に
と
っ
て
好
ま
し
く
な
い
存
在
を
忌
避
す
る
眼
差
し

が
あ
る
。
父
親
た
ち
の
こ
う
し
た
心
性
の
た
め
に
、
百
子
は
自
己
の
決
定

権
を
奪
わ
れ
、
堕
胎
さ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
水
原
、
青
木
、
百
子
の
三
人
は
、
い
ず
れ
も
恣
な
〈
言
葉
〉
に



144

囚
わ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
父
親
た
ち
、
特
に
青
木
は
死
者
を
語
る
〈
言

葉
〉
を
恣
に
用
い
て
い
る
。
百
子
は
死
者
が
語
っ
た
〈
言
葉
〉
に
よ
っ
て

苦
し
み
続
け
、
ま
た
自
ら
も
愛
と
表
裏
一
体
の
、
死
者
を
憎
む
〈
言
葉
〉

を
口
に
し
続
け
て
い
る
。す
な
わ
ち
、【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
あ
る
生
者
】

と
は
、
死
者
を
取
り
巻
く
〈
言
葉
〉
の
束
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
存
在
な

の
で
あ
る
。

二　

死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
な
い
生
者

①
　「
僕
た
ち
は
生
き
て
ゐ
る
」
─
─
麻
子
と
夏
二
の
価
値
観

　

次
に
本
章
で
は
、
登
場
人
物
た
ち
と
過
去
の
死
者
と
の
関
わ
り
方
の
も

う
一
つ
の
類
型
で
あ
る
、【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
な
い
生
者
】
で
あ
る

麻
子
と
夏
二
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

　

こ
の
二
人
は
共
に
嫡
出
子
で
あ
り
、
作
中
で
は
幸
福
な
イ
メ
ー
ジ
を

纏
っ
た
恋
人
同
士
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
麻
子
は
無
垢
な
心
の
持
ち
主

で
あ
り
、
父
や
姉
を
思
う
優
し
さ
を
持
っ
た
人
物
で
あ
る
。
麻
子
の
優
し

さ
は
、
既
に
死
去
し
た
母
親
の
す
み
子
譲
り
の
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

「
三
人
の
娘
が
三
様
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
母
の
顔
形
や
気
心
を
持
つ
て
生
れ
、

三
人
三
様
の
母
う
つ
し
の
生
き
方
を
し
て
ゐ
る
」（「
炎
の
色
」
二
）
中
で
、

麻
子
は
す
み
子
の
「
よ
そ
に
出
来
た
子
供
に
も
隔
て
の
な
い
や
う
な
、
ほ

ん
た
う
に
や
さ
し
い
」（「
冬
の
虹
」
二
）
性
格
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
で

い
る
。
そ
れ
は
自
殺
し
た
母
親
の
憎
し
み
を
受
け
継
い
だ
か
の
よ
う
に
、

死
者
に
囚
わ
れ
苦
し
み
続
け
る
婚
外
子
の
百
子
と
対
照
的
で
あ
る
。
こ
う

し
た
麻
子
の「
や
さ
し
さ
」を
百
子
は
難
詰
し
、「
ど
な
た
に
も
や
さ
し
い
」、

「
や
さ
し
さ
を
押
し
売
り
す
る
や
う
」（「
花
の
篝
」
二
）
な
も
の
だ
と
見
な

し
て
い
る
が
、
麻
子
は
そ
の
こ
と
に
無
自
覚
で
あ
り
、
死
ん
だ
母
す
み
子

の
こ
と
を
さ
ほ
ど
意
識
し
な
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　

ま
た
こ
う
し
た
麻
子
の
姿
は
、
無
垢
な
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
語

ら
れ
て
も
い
る
。
水
原
と
麻
子
が
熱
海
に
旅
行
す
る
「
夢
の
跡
」
の
章
で
、

旅
館
の
風
呂
で
父
と
娘
が
共
に
入
浴
す
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
麻
子
の

裸
体
を
目
に
し
た
水
原
は
、
次
の
よ
う
な
思
い
を
抱
く
。

父
は
娘
の
裸
体
の
美
し
さ
に
お
ど
ろ
い
た
の
だ
つ
た
。

と
つ
さ
に
、
宿
の
庭
の
秋
田
犬
を
思
ひ
出
し
た
。
自
分
の
娘
と
犬

を
い
つ
し
よ
に
す
る
の
は
悪
い
が
、生
き
も
の
の
か
ら
だ
は
美
し
い
。

無
論
、
娘
の
美
し
さ
は
秋
田
犬
の
比
で
は
な
か
つ
た
。

 

（「
夢
の
跡
」
二
）

　

水
原
は
こ
の
直
後
に
、「
動
物
の
や
う
に
、真
裸
で
野
天
に
生
き
る
の
が
、

神
に
つ
く
ら
れ
た
美
し
さ
」
だ
と
述
べ
、
無
垢
な
動
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
称
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揚
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
動
物
と
同
様
に
、
麻
子
は
無
垢
で
純
粋
な
存

在
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

や
が
て
麻
子
は
夏
二
と
親
密
に
な
り
愛
情
を
深
め
て
い
く
が
、
二
人
は

お
互
い
へ
の
思
い
を
多
く
語
ろ
う
と
は
し
な
い
。
二
人
で
桂
離
宮
を
見
に

行
く
「
生
の
橋
」
の
章
で
、
麻
子
は
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ

レ
イ
ク
の
「
語
ら
れ
ざ
る
愛
は
必
ず
成
る
」
と
い
う
言
葉
が
思
い
浮
か
び
、

そ
れ
が
「
忘
れ
が
た
い
言
葉
と
し
て
、
心
に
き
ざ
ま
れ
て
」
お
り
、「
な

に
か
予
言
の
や
う
に
生
き
て
来
る
」
予
感
を
抱
い
て
い
る
。
こ
れ
は
愛
を

〈
言
葉
〉
で
語
り
、
ま
た
相
手
か
ら
語
ら
れ
た
〈
言
葉
〉
に
よ
っ
て
愛
を

確
か
め
て
い
た
百
子
の
恋
愛
遍
歴
と
は
対
照
的
で
あ
る
。つ
ま
り
麻
子
は
、

前
章
で
触
れ
た
、
動
植
物
や
自
然
の
よ
う
に
多
く
を
語
ら
な
い
、〈
無
言
〉

と
い
う
価
値
観
を
体
現
す
る
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
夏
二
は
、
自
分
の
姿
か
ら
啓
太
を
想
起
す
る
よ
う
な
百
子
の
眼
差

し
へ
の
嫌
悪
感
を
あ
ら
わ
に
し
、「
と
に
か
く
僕
は
、
兄
の
影
と
し
て
生

き
て
る
わ
け
ぢ
や
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
ね
」
と
口
に
す
る
。
そ
し
て
、「
死

ん
で
、
影
も
形
も
な
い
」
死
者
を
、「
ど
ん
な
影
や
形
か
ら
も
思
ひ
出
」

す
父
の
青
木
の
こ
と
を
、「
勝
手
な
感
傷
」
に
溺
れ
、「
自
分
の
か
な
し
み

に
あ
ま
え
よ
う
と
す
る
」
も
の
だ
と
、
否
定
的
な
印
象
を
に
じ
ま
せ
な
が

ら
語
る
。
そ
の
上
で
、
麻
子
と
夏
二
と
の
間
に
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ

さ
れ
る
。

　
　

「
私
は
天
国
も
極
楽
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
な
く
な
つ
た
人

の
た
め
に
、
愛
の
思
ひ
出
は
信
じ
て
あ
げ
た
い
わ
。」

「
さ
う
。
思
ひ
出
が
思
ひ
出
と
し
て
、
こ
の
桂
離
宮
の
や
う
に
静
か

で
あ
つ
て
く
れ
て
、
生
き
て
る
者
に
害
を
お
よ
ぼ
さ
な
け
れ
ば
ね
。」

「
さ
う
ね
。
お
姉
さ
ま
は
桂
離
宮
に
来
て
も
、
夏
二
さ
ん
が
い
ら

し
た
ら
、
や
は
り
お
兄
さ
ま
を
思
ひ
出
す
ん
で
せ
う
ね
。」

「
と
に
か
く
、
兄
は
死
ん
だ
。
だ
か
ら
、
兄
は
桂
離
宮
を
見
ら
れ

な
い
。
だ
け
ど
、
僕
た
ち
は
生
き
て
ゐ
る
か
ら
、
今
日
か
う
し
て
見

ら
れ
る
。
明
日
も
ま
た
見
よ
う
と
思
へ
ば
見
ら
れ
る
。
さ
う
い
ふ
こ

と
に
し
て
お
き
ま
せ
う
よ
。」

 

（「
生
の
橋
」
一
）

　

天
国
や
極
楽
を
信
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、彼
岸
の
死
者
の
存
在
を
信
じ
、

関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
、
死
者
の
存
在
を

此
岸
の
「
ど
ん
な
影
や
形
か
ら
も
思
ひ
出
」
す
よ
う
な
、【
死
者
と
の
間

に
蟠
り
が
あ
る
生
者
】
の
意
識
を
指
す
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、

麻
子
は
「
天
国
も
極
楽
も
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
」
と
言
い
切
っ
て
お
り
、
死

者
と
は
距
離
を
置
き
、
た
だ
「
な
く
な
つ
た
人
の
た
め
に
、
愛
の
思
ひ
出

は
信
じ
て
あ
げ
た
い
」
と
い
う
、
純
粋
な
〝
慰
霊
〟
の
思
い
を
明
か
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
夏
二
も
、
死
者
の
思
い
出
が
「
生
き
て
る
者
に
害
を
お
よ
ぼ
さ

な
」
い
こ
と
を
願
い
、「
僕
た
ち
は
生
き
て
ゐ
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

つ
ま
り
麻
子
と
夏
二
は
、
彼
岸
の
死
者
と
此
岸
の
生
者
と
の
間
に
境
界
を

引
い
て
明
確
に
区
別
し
、
距
離
を
置
く
よ
う
な
態
度
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
は
水
原
や
青
木
、
百
子
の
よ
う
な
、
死
者
を
取
り
巻
く
〈
言
葉
〉
の
束

縛
と
は
無
縁
だ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
あ
る

生
者
】
と
は
全
く
異
な
る
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
次
元
で
生
き
る
価
値
観

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

②
　「
虹
の
や
う
な
橋
」
─
─
幸
福
の
形
象

　

こ
う
し
た
麻
子
や
夏
二
の
価
値
観
は
、「
生
の
橋
」
の
次
の
章
「
銀
の
乳
」

で
も
、
桂
離
宮
の
松
琴
亭
の
傍
の
池
に
架
か
る
石
橋
を
引
き
合
い
に
し
な

が
ら
語
ら
れ
る
。
そ
の
際
に
〈
虹
〉
の
イ
メ
ー
ジ
が
登
場
し
、
二
人
が
死

者
と
生
者
と
の
関
係
性
を
問
う
中
で
、
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

松
琴
亭
に
辿
り
着
い
た
夏
二
は
、
様
々
な
石
を
組
み
合
わ
せ
て
景
観
を

創
り
出
し
て
い
る
庭
を
目
に
し
て
、「
こ
つ
ち
の
神
経
を
、
石
の
群
が
り

に
責
め
つ
け
ら
れ
て
る
や
う
」
だ
と
口
に
す
る
。
そ
し
て
自
然
の
石
を
人

間
が
組
み
合
わ
せ
て
美
観
を
創
り
出
し
て
い
る
こ
と
に
「
息
の
つ
ま
る
や

う
な
印
象
」
を
抱
き
、「
少
し
や
や
こ
し
過
ぎ
る
」
と
漏
ら
す
。
そ
の
上

で
夏
二
は
麻
子
に
対
し
て
、「
ま
は
り
の
石
組
み
が
目
に
つ
く
と
、
こ
れ

は
僕
ら
の
渡
る
橋
ぢ
や
な
い
、
ふ
と
さ
う
い
ふ
感
じ
が
し
た
ん
で
す
よ
」

と
言
う
。
そ
し
て
、
麻
子
と
夏
二
と
の
間
で
、
次
の
よ
う
な
会
話
が
交
わ

さ
れ
る
。

　
　

「
さ
う
さ
う
、
さ
つ
き
も
橋
の
話
を
し
ま
し
た
ね
。
僕
の
死
ん
だ

兄
と
麻
子
さ
ん
の
お
姉
さ
ま
と
の
あ
ひ
だ
の
、
橋
の
話
で
し
た
ね
。」

「
え
え
。」

「
あ
れ
は
形
の
な
い
、
ま
あ
心
の
橋
で
せ
う
が
、
こ
れ
は
三
百
年

も
前
か
ら
、
し
つ
か
り
と
動
か
な
い
、
石
の
橋
で
、
美
の
橋
な
ん
で

す
ね
。
人
と
人
と
の
心
の
あ
ひ
だ
に
も
、
か
う
い
ふ
橋
が
か
け
ら
れ

る
ん
だ
と
…
…
。」

「
石
の
橋
？
石
の
橋
な
ん
か
、
心
に
か
け
ら
れ
た
ら
、
い
や
ぢ
や

あ
り
ま
せ
ん
の
？
虹
の
や
う
な
橋
で
い
い
わ
。」

「
ま
あ
、
心
の
橋
は
虹
の
橋
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。」

「
で
も
、
こ
の
石
の
橋
だ
つ
て
、
心
の
橋
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
よ
。」

「
そ
れ
は
さ
う
で
せ
う
。
美
を
つ
く
る
た
め
に
か
け
た
石
橋
で
、

芸
術
の
表
現
だ
か
ら
。」

 

（「
銀
の
乳
」
一
）
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右
の
箇
所
は
、
死
者
の
啓
太
と
生
者
の
百
子
と
の
間
に
、
今
で
も
何
か

心
を
通
わ
せ
る
「
橋
」
の
よ
う
な
も
の
が
架
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
予
感

を
、
松
琴
亭
の
石
橋
を
目
に
し
た
上
で
改
め
て
問
う
た
も
の
で
あ
る
。
夏

二
は
、
石
橋
に
見
ら
れ
る
人
工
の
「
美
」
に
違
和
感
を
覚
え
て
お
り
、
そ

う
し
た
橋
が
、「
人
と
人
と
の
心
の
あ
ひ
だ
」
に
も
架
け
ら
れ
る
様
を
思

い
描
く
。
そ
れ
を
麻
子
は
嫌
が
り
、「
虹
の
や
う
な
橋
」
の
方
が
相
応
し

い
と
し
、ま
た
直
後
に「
石
の
橋
だ
つ
て
、心
の
橋
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
よ
」

と
述
べ
て
も
い
る
。
一
見
堂
々
巡
り
の
よ
う
な
連
想
じ
み
た
会
話
で
、
こ

の
後
も
橋
に
つ
い
て
結
論
が
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
夏

二
が
人
間
の
「
芸
術
の
表
現
」
に
よ
る
、「
美
を
つ
く
る
た
め
に
か
け
た

石
橋
」
に
対
す
る
違
和
感
を
覚
え
、
そ
う
し
た
石
橋
が
「
僕
ら
の
渡
る
橋

ぢ
や
な
い
」
と
感
じ
て
い
る
点
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
麻
子
や
夏
二
と
い
う
【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
な

い
生
者
】
は
、
特
に
麻
子
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
動
物
の
よ
う
な
無
垢

な
純
粋
さ
を
有
す
る
。
そ
し
て
死
者
に
ま
つ
わ
る
〈
言
葉
〉
を
用
い
ず
、

動
植
物
や
自
然
の
よ
う
な
、
多
く
を
語
ら
な
い
〈
無
言
〉
と
い
う
価
値
観

を
有
し
て
お
り
、
夏
二
も
こ
の
系
譜
に
属
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
二
人

は
、〈
言
葉
〉
や
芸
術
美
と
い
っ
た
人
為
を
排
し
、〝
自
然
〟
で
あ
る
こ
と

に
価
値
を
見
出
す
系
譜
の
者
た
ち
だ
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
、
人
工
の
石
橋
の
よ
う
な
心
の
橋
が
「
人
と
人
と

の
心
の
あ
ひ
だ
」
に
架
け
ら
れ
る
状
態
と
は
、
水
原
や
青
木
、
百
子
が
囚

わ
れ
て
い
る
、
死
者
を
取
り
巻
く
〈
言
葉
〉
の
束
縛
の
様
を
表
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
対
に
な
る
「
虹
の
や
う
な
橋
」
と
は
、

水
原
や
青
木
、
百
子
と
は
全
く
異
な
る
、
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
次
元
で
生

き
る
者
た
ち
の
価
値
観
の
姿
で
あ
り
、〈
虹
〉
と
は
そ
う
し
た
価
値
観
を

体
現
し
、
幸
福
の
中
で
生
き
る
麻
子
や
夏
二
の
姿
そ
の
も
の
だ
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
麻
子
や
夏
二
と
は
対
照
的
な
百
子
の
前
に
、〈
虹
〉

が
現
れ
る
。
堕
胎
後
青
木
の
家
で
療
養
中
の
百
子
は
、
青
木
の
勧
め
も
あ

り
、
二
人
で
嵐
山
へ
と
赴
く
。
そ
の
際
に
百
子
は
、
直
前
に
麻
子
か
ら
届

い
た
手
紙
の
内
容
を
思
い
出
す
が
、そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
東
京
は
こ
の
あ
ひ
だ
、
雹
と
あ
ら
れ
と
が
降
つ
た
さ
う
で
す
わ
。

妹
が
手
紙
に
書
い
て
来
ま
し
た
の
。
そ
れ
が
降
り
や
む
と
、
虹
が
出

た
ん
で
す
つ
て
…
…
。
ど
こ
だ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
妹
は
広

い
ア
ス
フ
ア
ル
ト
の
道
を
歩
い
て
ゐ
て
、
道
の
行
く
手
の
正
面
に
、

大
き
い
虹
が
か
か
つ
て
、
虹
の
中
心
に
向
つ
て
歩
い
て
行
つ
た
ん
だ

さ
う
で
す
わ
。」

麻
子
は
夏
二
と
二
人
で
、虹
に
向
つ
て
行
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
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手
紙
を
読
ん
だ
時
に
、
百
子
は
感
じ
た
が
、
今
も
さ
う
思
へ
た
。

し
か
し
、
夏
二
の
父
に
は
言
は
な
か
つ
た
。

夏
二
の
父
で
も
あ
る
啓
太
の
父
と
、
嵐
山
の
蔭
の
小
路
を
、
か
う

し
て
歩
い
て
ゐ
る
、
と
い
ふ
よ
り
も
、
か
う
し
て
歩
く
や
う
に
な
る

ま
で
の
自
分
が
、
百
子
は
か
へ
り
み
ら
れ
た
。

 

（「
虹
の
道
」
一
）

　

百
子
は
麻
子
か
ら
届
い
た
手
紙
に
あ
る
〈
虹
〉
に
触
れ
て
、「
麻
子
は

夏
二
と
二
人
で
、
虹
に
向
つ
て
行
つ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
思
い
を

抱
く
。
そ
の
上
で
「
か
う
し
て
歩
く
や
う
に
な
る
ま
で
の
自
分
が
、
百
子

は
か
へ
り
み
ら
れ
た
」
と
、
堕
胎
を
経
た
今
の
自
身
の
境
遇
を
省
み
る
。

　

右
の
箇
所
は
、
先
程
述
べ
た
〈
虹
〉
に
象
徴
さ
れ
る
、
麻
子
と
夏
二
の

幸
福
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
場
面
で
あ
り
、幸
福
な
麻
子
や
夏
二
と
、

不
幸
な
百
子
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
明
瞭
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
百
子

は
、〈
虹
〉
の
話
が
書
か
れ
た
麻
子
の
手
紙
を
受
け
と
る
こ
と
で
、
自
身

が
歩
め
な
か
っ
た
幸
福
な
生
き
方
に
思
い
至
り
、
そ
れ
ま
で
の
過
去
や
、

〈
虹
〉
の
道
と
は
対
照
的
な
自
分
の
生
き
方
を
振
り
返
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。〈
虹
〉
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
百
子
の
内
省
は
、
そ
の

直
後
の
「
虹
い
く
た
び
」
の
結
末
部
を
見
る
上
で
重
要
な
意
味
を
帯
び
て

く
る
。

③
　「
き
や
う
だ
い
の
杯
」
の
拒
否
─
─
若
子
の
意
思

　
「
虹
い
く
た
び
」
の
結
末
部
で
、
百
子
と
若
子
は
姉
妹
と
し
て
初
め
て

対
面
す
る
。
こ
の
対
面
の
席
は
青
木
の
計
ら
い
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
し

か
も
百
子
に
は
知
ら
せ
ず
に
、「
い
き
な
り
会
は
せ
て
、お
ど
ろ
か
せ
よ
う
」

と
い
う
思
い
か
ら
、
嵐
山
の
料
亭
で
会
食
の
席
を
設
け
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
面
は
ま
た
、「
虹
い
く
た
び
」
を
通
し
て
、
京
都
に
い
る
若
子

が
自
身
の
意
思
を
顕
わ
に
す
る
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
場
面
で
も
あ
る
。
若
子

は
百
子
や
麻
子
に
比
べ
て
、
作
中
で
描
か
れ
る
分
量
が
圧
倒
的
に
少
な

く
、
ま
た
登
場
す
る
僅
か
な
場
面
で
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
受
け
身
の
態
度
を

取
り
、
自
分
の
意
思
を
明
ら
か
に
し
な
い
人
物
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
よ
う

な
若
子
が
、
姉
で
あ
る
百
子
と
初
め
て
対
面
し
、
そ
の
場
で
百
子
だ
け
で

な
く
、
菊
枝
や
青
木
に
対
し
て
も
、
自
分
の
強
い
意
思
を
明
確
に
示
す
。

　
　

「
き
や
う
だ
い
の
盃
を
し
ま
す
か
。」

と
、
青
木
に
言
は
れ
て
、

「
さ
う
で
す
わ
ね
。」

と
、
百
子
は
た
め
ら
ひ
な
が
ら
、

「
き
や
う
だ
い
つ
て
、
ど
う
い
ふ
も
の
か
し
ら
…
…
？
三
人
と
も
、

お
母
さ
ま
が
ち
が
つ
て
…
…
。」

し
か
し
、
百
子
は
盃
を
持
つ
て
、
若
子
を
う
な
が
す
や
う
に
見
た
。
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と
こ
ろ
が
、
若
子
は
盃
を
持
た
な
か
つ
た
。

「
ど
う
し
た
の
？
い
や
な
の
？
私
の
言
ふ
こ
と
が
気
に
さ
は
つ
た

の
？
」

若
子
は
か
ぶ
り
を
振
つ
た
が
、
盃
は
持
た
な
か
つ
た
。

菊
枝
も
す
す
め
る
風
は
な
く
、
若
子
を
な
が
め
て
ゐ
た
が
、

「
芸
子
は
ん
の
町
に
ゐ
ま
す
よ
つ
て
に
、
盃
ご
と
は
い
や
な
ん
と

ち
が
ひ
ま
つ
か
。」

「
さ
う
？
こ
ん
な
お
芝
居
は
よ
し
ま
せ
う
。」

と
、
百
子
も
盃
を
お
い
た
。

菊
枝
の
い
ひ
わ
け
は
た
く
み
だ
が
、
若
子
が
ほ
ん
た
う
に
さ
う
な

の
か
、
百
子
は
疑
は
し
か
つ
た
。

百
子
は
む
し
ろ
若
子
が
盃
を
こ
ば
ん
だ
と
し
た
方
が
、
清
く
激
し

い
も
の
に
貫
か
れ
る
感
じ
だ
つ
た
。

「
お
父
さ
ま
が
見
て
ゐ
な
い
か
ら
、
だ
め
ね
。」

 

（「
虹
の
道
」
二
）

右
に
あ
る「
き
や
う
だ
い
の
盃
」を
巡
る
象
徴
的
な
場
面
に
よ
っ
て
、「
虹

い
く
た
び
」
は
結
末
を
迎
え
る
。
こ
の
場
面
に
は
こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う

な
作
品
の
構
図
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
し
か
青
木
は
水
原
に
取
っ
て

代
わ
っ
た
よ
う
に
百
子
の
父
親
然
と
し
て
振
る
舞
う
よ
う
に
な
っ
て
お

り
、
そ
の
青
木
は
百
子
の
意
思
を
考
慮
せ
ず
に
、
勝
手
に
姉
妹
同
士
の
対

面
の
場
を
設
け
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ま
で
離
れ
離
れ
の
姉
妹
で
あ
っ
た
百

子
と
若
子
を
「
き
や
う
だ
い
」
に
す
る
杯
事
を
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
だ
。

す
な
わ
ち
、
姉
妹
の
自
己
決
定
の
在
り
方
に
も
関
与
し
よ
う
と
す
る
の
で

あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
若
子
は
一
言
も
物
を
言
わ
ず
、
最
後
ま
で
「
き
や
う
だ

い
の
盃
」を
持
た
な
か
っ
た
。つ
ま
り
若
子
は
、青
木
の
計
ら
い
に
よ
る「
き

や
う
だ
い
の
盃
」
を
〈
無
言
〉
で
拒
絶
し
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
躊
躇
い

が
ち
に
杯
を
持
っ
た
百
子
は
、
そ
う
し
た
若
子
の
姿
に
「
清
く
激
し
い
も

の
に
貫
か
れ
る
」も
の
を
見
て
取
り
、杯
を
置
い
た
の
で
あ
る
。要
す
る
に
、

身
勝
手
な
父
親
・
青
木
、
そ
れ
に
翻
弄
さ
れ
る
百
子
、
そ
し
て
青
木
の
論

理
を
〈
無
言
〉
で
拒
絶
す
る
若
子
と
い
う
三
者
の
構
図
が
見
て
取
れ
る
の

で
あ
る
。
若
子
は
「
き
や
う
だ
い
の
盃
」
を
拒
絶
し
て
い
る
が
、
そ
の
理

由
は
本
人
の
口
か
ら
語
ら
れ
な
い
た
め
、
定
か
で
は
な
い
。
若
子
の
「
き

や
う
だ
い
の
盃
」
の
拒
絶
の
意
義
は
、
若
子
本
人
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の

姿
に
「
清
く
激
し
い
」
様
子
を
見
て
取
っ
た
百
子
の
側
に
あ
る
。

水
原
や
青
木
の
「
狡
猾
な
策
略
」
に
よ
っ
て
竹
宮
の
子
を
堕
胎
し
た
後
、

百
子
は
「
自
分
を
失
つ
て
、人
に
ま
か
せ
て
」
い
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
、

青
木
の
も
と
に
身
を
寄
せ
る
。そ
う
し
た
百
子
の
前
に
現
れ
た
の
が
、〈
虹
〉

の
道
を
歩
ん
で
い
く
幸
福
な
麻
子
や
夏
二
の
姿
で
あ
り
、
そ
の
姿
は
百
子
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と
は
縁
遠
い
生
き
方
で
あ
る
。〈
虹
〉
の
姿
か
ら
自
ら
の
半
生
を
省
み
た

百
子
は
、
そ
の
蟠
っ
た
思
い
を
抱
え
た
ま
ま
「
き
や
う
だ
い
の
盃
」
の
場

に
赴
き
、
そ
こ
で
目
に
し
た
の
が
、
青
木
の
論
理
を
〈
無
言
〉
で
拒
絶
す

る
若
子
の
「
清
く
激
し
い
」
姿
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
百
子
は
、
二
人
の
異
母
妹
の
姿
を
通
し
て
二
度
も
、
そ
れ
ま
で

自
分
を
苦
し
め
て
き
た
母
親
、
啓
太
、
竹
宮
の
よ
う
な
死
者
や
、
死
者
を

恣
に
語
る
父
親
た
ち
に
よ
っ
て
翻
弄
さ
れ
た
自
分
の
半
生
に
直
面
し
た
と

言
え
る
。
そ
し
て
、
百
子
が
最
後
に
口
に
し
た
の
が
、「
お
父
さ
ま
が
見

て
い
な
い
か
ら
、
だ
め
ね
」
と
い
う
一
言
で
あ
り
、
百
子
は
最
後
ま
で
、

自
分
を
囲
う
「
お
父
さ
ま
」
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
検
討
し
た
観
点
か
ら
、
麻
子
と
夏
二
の
よ
う
な
【
死
者
と
の

間
に
蟠
り
が
な
い
生
者
】
の
類
型
が
描
か
れ
た
意
味
を
考
え
る
と
、
次
の

よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
だ
ろ
う
。
麻
子
と
夏
二
は
共
に
幸
福
の
中
で
生
き

る
者
た
ち
で
あ
り
、
そ
の
幸
福
は
死
者
と
距
離
を
置
く
と
い
う
価
値
観
に

根
差
し
た
も
の
で
あ
る
。
仮
に
死
者
に
言
及
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
そ

れ
は
水
原
や
青
木
、
百
子
の
よ
う
な
、
死
者
を
取
り
巻
く
〈
言
葉
〉
の
束

縛
と
は
異
な
り
、純
粋
に
死
者
を
〝
慰
霊
〟
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

彼
岸
の
死
者
と
の
間
で
そ
れ
以
上
の
関
わ
り
を
持
と
う
と
は
し
な
い
。

ま
た
若
子
は
、
両
親
の
水
原
と
菊
枝
と
が
今
も
生
き
て
お
り
、
血
縁
や

近
し
い
間
柄
に
死
者
が
い
な
い
。
そ
の
た
め
母
親
を
喪
っ
た
麻
子
や
、
兄

啓
太
を
特
攻
で
喪
っ
た
夏
二
と
は
や
や
性
質
が
異
な
る
。
だ
が
若
子
は
、

恣
な
〈
言
葉
〉
を
語
ら
ず
、「
清
く
激
し
い
」
ほ
ど
に
、
自
分
の
在
り
方

を
ほ
と
ん
ど
〈
無
言
〉
で
貫
く
。
こ
の
点
で
、
麻
子
や
夏
二
と
も
一
脈
通

じ
る
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

麻
子
や
夏
二
、
さ
ら
に
若
子
は
百
子
と
は
異
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方

を
示
し
て
お
り
、
自
分
の
生
き
方
を
自
分
自
身
で
決
め
、
歩
む
姿
を
百
子

に
見
せ
る
。
百
子
は
そ
う
し
た
純
粋
で
無
垢
、
そ
し
て
「
清
く
激
し
い
」

生
き
方
に
接
す
る
が
、
自
分
は
同
じ
よ
う
に
出
来
ず
、
死
者
に
囚
わ
れ
続

け
て
い
る
の
で
あ
る
。

結
び
に

本
論
で
は
、
生
者
と
死
者
と
の
関
係
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究

で
十
分
に
は
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
視
点
か
ら
研
究
を
行
っ
た
。「
虹
い
く

た
び
」
の
登
場
人
物
を
【
死
者
と
の
間
に
蟠
り
が
あ
る
生
者
】
と
、【
死

者
と
の
間
に
蟠
り
が
な
い
生
者
】
の
二
つ
の
類
型
に
分
け
、
そ
の
特
徴
を

考
察
し
、
そ
れ
ら
が
描
か
れ
た
意
味
を
検
討
し
て
き
た
。

本
作
で
重
要
な
の
は
、
死
者
と
距
離
を
置
く
よ
う
な
麻
子
や
夏
二
の
生

き
方
で
あ
る
。
そ
の
姿
は
、
死
者
と
の
関
わ
り
を
持
た
ず
、
幸
福
の
中
で

生
き
る
麻
子
と
夏
二
が
歩
む
〈
虹
〉
の
道
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
描
か
れ
て
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い
る
。
つ
ま
り
〈
虹
〉
と
は
、
百
子
の
前
に
示
さ
れ
た
、
百
子
に
と
っ
て

得
難
い
幸
福
の
姿
な
の
で
あ
る
。

「
虹
い
く
た
び
」
は
「
き
や
う
だ
い
の
盃
」
以
降
の
物
語
が
描
か
れ
て

お
ら
ず
、
三
人
の
異
母
姉
妹
の
中
で
唯
一
、百
子
だ
け
が
自
分
の
生
き
方

を
求
め
て
彷
徨
す
る
こ
と
に
な
る
。
百
子
は
「
虹
い
く
た
び
」
の
物
語
を

通
し
て
、
死
者
に
囚
わ
れ
、
苦
悩
し
な
が
ら
も
、
戦
後
の
現
在
の
中
で
自

分
ら
し
い
生
き
方
を
希
求
し
続
け
て
い
る
。
だ
が
麻
子
の
よ
う
な
幸
福
を

見
出
せ
ず
、
若
子
の
よ
う
な
確
固
と
し
た
自
分
の
態
度
を
示
せ
な
い
ま
ま

物
語
が
終
わ
る
。
百
子
の
生
き
方
の
希
求
は
未
完
で
あ
り
、
麻
子
や
夏
二

が
歩
ん
で
行
く
よ
う
な
幸
福
の
〈
虹
〉
の
道
を
探
し
求
め
彷
徨
う
の
だ
。

要
す
る
に
「
虹
い
く
た
び
」
と
は
、
幸
福
の
〈
虹
〉
を
求
め
て
「
い
く

た
び
」
も
彷
徨
し
続
け
る
、
百
子
の
姿
そ
の
も
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

〔
注
〕

（
1
）　
『
婦
人
生
活
』（
同
志
社
刊
、
昭
和
二
十
五
年
三
月
号
～
二
十
六
年

四
月
号
、
全
十
四
回
連
載
）。
以
下
、
連
載
号
と
章
題
を
記
す
。
昭
和

二
十
五
年
三
月
号
「
冬
の
虹
」
／
四
月
号
「
夢
の
跡
」
／
五
月
号
「
炎

の
色
」
／
六
月
号
「
京
の
春
」
／
七
月
号
「
黒
の
椿
」
／
八
月
号
「
花

の
篝
」
／
九
月
号
「
桂
の
宮
」
／
十
月
号
「
生
の
橋
」
／
十
一
月
号
「
銀

の
乳
」
／
十
二
月
号
「
耳
の
後
」
／
二
十
六
年
一
月
号
「
虹
の
絵
」
／

二
月
号
「
秋
の
葉
」
／
三
月
号
「
川
の
岸
」
／
四
月
号
「
虹
の
道
」（
※

完
結
）。

（
2
）　

伊
藤
整
「
解
説
」（『
現
代
の
文
学
8　

川
端
康
成
集
』
河
出
書
房

新
社
、
昭
和
三
十
八
年
七
月
）。

（
3
）　

近
藤
裕
子
「「
虹
い
く
た
び
」
の
構
造　

円
環
と
断
絶
」（
川
端
文

学
研
究
会
編
『
川
端
康
成
研
究
叢
書
8　

哀
艶
の
雅
歌
─
古
都
・
舞
姫
・

天
授
の
子
・
他
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
五
年
十
一
月
）。

（
4
）　

深
澤
晴
美
「
川
端
康
成
「
虹
い
く
た
び
」
論　

虚
空
に
か
か
る
〈
反

橋
〉
／
虚
像
の
反
復
」（『
芸
術
至
上
主
義
文
芸
』
30
、
芸
術
至
上
主
義

文
芸
学
会
、
平
成
十
六
年
十
一
月
）。

（
5
）　
「
虹
」（『
苦
楽
』
昭
和
二
十
二
年
一
月
）、「
愛
居
」（『
小
説
と
読

物
』
昭
和
二
十
二
年
一
月
）、「
音
楽
は
尚
ほ
続
き
を
り
」（『
苦
楽
』
昭

和
二
十
二
年
七
月
）。
こ
れ
ら
の
連
作
短
篇
は
、
虚
子
門
下
の
俳
人
、

伊
藤
柏
翠
の
女
弟
子
で
あ
る
森
田
愛
子
を
主
人
公
と
し
、
虚
子
を
彷
彿

さ
せ
る
語
り
手
「
私
」
と
、
愛
子
と
の
間
の
交
情
の
様
が
描
か
れ
て
お

り
、
虹
は
様
々
な
制
約
を
超
越
し
た
、
心
の
架
け
橋
の
よ
う
な
存
在
と

し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
。

（
6
）　

こ
れ
ら
の
他
に
斎
藤
是
伸
「〈
母
〉
と
い
う
空
白
、
空
白
と
い
う

〈
母
〉　

川
端
康
成
『
虹
い
く
た
び
』
の
構
造
」（『
立
正
大
学
國
語
國
文
』
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四
十
八
号
、立
正
大
学
國
語
國
文
学
会
、平
成
二
十
二
年
三
月
）で
は
、

近
藤
の
見
方
を
踏
ま
え
て
、
物
語
中
で
虹
だ
け
で
な
く
母
の
存
在
も

虚
像
と
し
て
在
る
と
見
た
上
で
、
母
の
模
倣
（
ミ
メ
ー
シ
ス
）
が
人

間
関
係
を
規
定
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。

（
7
）　

金
采
洙「
第
二
部　

ス
ト
ー
リ
ー
に
お
け
る〈
死
〉」（
金
采
洙『
川

端
康
成　

文
学
作
品
に
お
け
る
〈
死
〉
の
内
在
様
式
』
教
育
出
版
セ

ン
タ
ー
、
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
）。 

（
8
）　

物
語
の
時
間
設
定
に
つ
い
て
は
、
既
に
複
数
の
論
者
に
よ
っ
て

作
品
連
載
と
同
時
期
の
昭
和
二
十
五
年
前
後
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
特
に
、
三
谷
憲
正
は
「『
虹
い
く
た
び
』
試
論
─
─
基
礎
的

作
業
を
中
心
と
し
て
─
─
」（
田
村
充
正
・
馬
場
重
行
・
原
善
編
『
川

端
文
学
の
世
界
2　

そ
の
発
展
』
勉
誠
出
版
、
平
成
十
一
年
三
月
）

の
中
で
、物
語
中
に
描
か
れ
た
同
時
代
の
事
象
を
手
掛
か
り
に
し
て
、

物
語
時
間
を
昭
和
二
十
五
年
だ
と
断
定
し
て
い
る
。

（
9
）　
『
官
報
』（
大
蔵
省
印
刷
局
、
昭
和
二
十
三
年
七
月
十
三
日
）。

（
10
）　

藤
目
ゆ
き
「
第
十
章　

優
生
保
護
法
体
制
」（
藤
目
ゆ
き
『
性

の
歴
史
学
』
不
二
出
版
、
平
成
十
年
一
月
）。

（
11
）　

山
本
起
世
子
「
生
殖
を
め
ぐ
る
政
治
と
家
族
変
動
─
─
産
児
制

限
・
優
生
・
家
族
計
画
運
動
を
対
象
と
し
て
─
─
」（『
園
田
学
園
女

子
大
学
論
文
集
』
第
45
号
、
園
田
学
園
女
子
大
学
、
平
成
二
十
三
年

一
月
）。

（
12
）　

女
性
の
堕
胎
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
、
同
時
期
に
川
端
が
断
続
的
に

発
表
し
て
い
た
長
篇
『
山
の
音
』
に
お
け
る
菊
子
の
堕
胎
の
様
に
も
通

じ
る
も
の
が
あ
る
。
石
川
巧
は
「
第
一
節　

妻
た
ち
の
性
愛
─
─
川
端

文
学
の
水
脈
」（
石
川
巧
『
高
度
経
済
成
長
期
の
文
学
（
ひ
つ
じ
研
究

叢
書
〈
文
学
編
〉
4
）』
ひ
つ
じ
書
房
、平
成
二
十
四
年
二
月
）
の
中
で
、

『
山
の
音
』
の
物
語
の
背
景
に
あ
る
、「
優
生
保
護
法
」
施
行
下
の
言
説

空
間
で
高
ま
り
を
見
せ
た
優
生
思
想
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

〈
付
記
〉

・「
虹
い
く
た
び
」
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
、
三
十
七
巻
本
『
川
端
康
成

全
集
第
十
一
巻
』（
新
潮
社
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
）
に
拠
っ
た
。

引
用
に
際
し
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。
ま
た
引
用
部
の
傍
線
は
論
者
に

よ
る
。

・
本
論
は
、
令
和
元
年
度
第
2
回
関
西
大
学
国
文
学
会
研
究
発
表
会
（
令

和
元
年
十
二
月
二
十
一
日
、
於
・
関
西
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に

基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
対
し
ご
指
導
を
賜
っ
た
方
々
に
深
く
御

礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
つ
じ　

し
ゅ
う
へ
い
／
本
学
大
学
院
生
）




