
、

『
こ

＼
 
ろ
』
論

二
項
構
造
と
「
死
」

金

貞

淑

、

二
、

 
『
こ
・
ろ
』
を
論
じ
る
際
、
先
生
の
死
の
問
題
は
と
て
も
難
解
で
あ
る
。
先

生
の
夕
影
の
物
語
と
し
て
展
開
し
て
き
た
ド
ラ
マ
が
、
終
わ
り
の
数
章
で
〈
明

治
の
精
神
〉
に
殉
死
す
る
と
い
う
先
生
の
死
で
突
然
幕
を
閉
じ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
死
は
何
な
の
か
。
多
く
の
論
者
が
そ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
が
、

未
だ
最
終
の
回
答
を
得
た
と
は
言
え
な
い
。
先
生
の
死
を
め
ぐ
る
「
不
透
明
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ

さ
に
こ
そ
こ
の
作
品
の
文
学
的
な
「
不
思
議
な
魅
力
」
が
あ
る
と
考
え
る
。

 
さ
て
、
漱
石
が
先
生
の
死
を
〈
明
治
の
終
焉
〉
の
意
義
に
重
ね
て
い
る
の
は

重
要
で
あ
る
。
先
生
の
自
殺
が
K
の
死
に
対
す
る
責
任
を
と
つ
で
の
行
為
で
あ

る
な
ら
ば
、
漱
石
は
K
の
死
後
、
先
生
を
す
ぐ
に
自
殺
さ
せ
た
は
ず
で
は
な
い

か
。
作
品
の
書
か
れ
た
の
は
大
正
三
年
中
あ
る
。
明
治
が
終
わ
り
大
正
に
変
わ

る
時
間
の
経
過
の
中
で
漱
石
が
ず
っ
と
見
続
け
た
も
の
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
が
先
生
の
死
と
表
裏
を
な
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
作
品

の
テ
ー
マ
が
あ
る
と
思
う
。
以
下
、
先
生
の
死
と
、
そ
の
背
後
を
な
す
蒔
代
の

変
化
 
 
明
治
と
い
う
時
代
及
び
そ
の
終
焉
、
新
ら
し
い
時
代
の
始
ま
り
一

の
関
係
に
注
目
し
な
が
ら
、
先
生
の
死
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

 
物
語
は
作
品
の
語
り
手
で
あ
り
、
ま
た
先
生
の
遺
書
の
受
け
手
で
も
あ
る

「
私
」
と
い
う
青
年
が
、
高
校
時
代
、
鎌
倉
の
海
水
浴
場
で
先
生
と
出
会
う
場

面
か
ら
始
ま
る
。
多
く
の
漱
石
文
学
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
『
こ
・
ろ
』
に

お
い
て
も
冒
頭
部
は
作
品
全
般
の
象
徴
的
な
役
割
を
荷
っ
て
い
る
。
次
の
引
用

は
、
先
生
と
「
私
」
が
初
め
て
言
葉
ら
し
い
言
葉
を
交
わ
す
遊
泳
中
の
場
面
で

あ
る
。

 
広
い
蒼
い
海
の
表
面
に
浮
い
て
み
る
も
の
は
、
其
近
所
に
私
等
二
人
よ

り
外
に
な
か
っ
た
。
さ
う
し
て
強
い
太
陽
の
光
が
、
眼
の
届
く
限
り
水
と

山
と
を
照
ら
し
て
み
た
。
私
は
自
由
と
歓
喜
に
充
ち
た
筋
肉
を
動
か
し
て

海
の
中
で
躍
り
狂
っ
た
。
先
生
は
又
ぱ
た
り
と
手
足
の
運
動
を
已
め
て
仰

向
に
な
っ
た
上
家
の
上
に
寝
た
。
（
上
三
）

 
海
岸
か
ら
二
丁
ほ
ど
沖
へ
出
て
き
て
、
た
っ
た
二
人
し
か
い
な
い
空
間
、
日

頃
と
違
っ
た
裸
、
そ
し
て
自
然
。
．
一
種
の
別
世
界
を
思
わ
せ
る
風
景
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
が
語
る
の
は
、
危
篤
状
態
で
あ
る
父
を
捨
て
て
、
「
た
“
先
生
の
安
否

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

だ
け
」
（
中
十
八
）
を
案
じ
て
東
京
行
き
三
等
列
車
に
乗
る
「
精
神
上
の
親
子
」

関
係
で
あ
る
こ
と
へ
の
暗
示
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
急
に
動
き
を
止
め
た
先

生
の
身
体
が
「
仮
死
の
姿
勢
」
で
あ
る
な
ら
、
躍
動
に
充
ち
た
一
「
私
」
の
身
体

 
 
 
 
 
 
ヨ
 

は
「
生
の
姿
勢
」
を
象
徴
し
て
い
る
。
極
め
て
対
照
的
な
こ
の
姿
勢
は
、
暗

い
過
去
の
た
め
、
人
生
の
す
べ
て
を
放
棄
し
、
「
ミ
イ
ラ
」
（
下
一
）
の
よ
う
に

生
き
続
け
て
い
る
先
生
の
精
神
的
な
死
と
、
過
去
を
持
た
ず
、
希
望
に
あ
ふ
れ

た
未
来
を
生
き
る
「
私
」
が
照
応
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
更
に
い
え
ば
、

精
神
的
な
死
を
耐
え
切
れ
ず
、
自
ら
進
ん
で
命
を
断
つ
先
生
と
、
生
き
残
る
「
私
」

へ
の
暗
示
も
読
み
取
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
鎌
倉
に
お
け
る
場
面
で
は
、
こ
の
他
注
目
す
べ
き
象
徴
的

な
設
定
が
二
箇
所
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
先
生
が
「
優
れ
て
白
い
皮
膚
の
色
」

（
上
二
）
の
「
西
洋
人
を
叢
れ
て
み
た
」
（
同
）
こ
と
で
あ
る
。
「
私
」
が
海
水

浴
客
の
雑
踏
か
ら
最
初
に
先
生
を
見
出
す
の
は
、
実
は
西
洋
人
祀
れ
の
日
本
人

へ
の
好
奇
心
が
働
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
」
西
洋
人
自
体
が
珍
し
か
っ
た
当
時

に
お
い
て
、
西
洋
人
と
連
れ
立
つ
日
本
人
は
な
お
さ
ら
珍
ら
し
く
、
人
目
に
立

つ
の
に
充
分
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
の
西
洋
人

は
そ
れ
か
ら
姿
を
消
し
、
先
生
は
二
度
と
西
洋
人
を
連
れ
て
こ
な
い
。
謎
の
よ

う
な
西
洋
人
の
持
つ
意
味
に
つ
い
て
、
越
智
治
雄
氏
は
「
先
生
の
精
神
の
位
相

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
暗
示
す
る
た
め
」
で
あ
る
と
し
、
先
生
が
『
行
人
』
の
一
郎
の
よ
う
に
強

烈
な
自
意
識
の
持
ち
主
だ
と
い
う
。
近
代
が
生
ん
だ
自
我
の
強
い
知
識
人
像
か

ら
先
生
も
免
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
次
に
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
の
先
生
が
鎌
倉
で
泊
っ
て
い
る
場
所
の
特
異
性

で
あ
る
。
「
宿
と
言
っ
て
も
普
通
の
旅
館
と
違
っ
て
、
広
い
寺
の
境
内
に
あ
る

別
荘
の
や
う
な
建
物
」
（
上
三
）
で
あ
る
。
「
物
質
的
に
豊
か
な
」
（
上
二
十
七
）

先
生
が
近
所
に
あ
る
「
ホ
テ
ル
」
（
上
二
）
に
泊
ら
ず
、
寺
を
選
ん
だ
と
い
う

の
は
見
落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
前
述
の
西
洋
人
が
先
生
の
近
代
に
つ
な
が

る
新
し
さ
を
象
徴
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
寺
は
そ
の
対
極
に
あ
る
伝
統
的

古
さ
を
象
徴
し
て
い
る
と
見
て
良
い
。
つ
ま
り
、
新
し
い
も
の
と
古
い
も
の
が

先
生
の
内
面
で
背
中
合
わ
せ
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
先
生
が
「
私
」
と
最
後
に
散
歩
し
た
場
面
も
、
冒
頭
部
に
酷
似
し
た
設
定
で

あ
る
。
「
私
」
は
東
京
に
帰
っ
て
か
ら
次
第
に
先
生
と
親
密
に
な
る
。
や
が
て

卒
業
論
文
を
終
え
た
「
私
」
は
、
帰
省
す
る
前
に
、
先
生
を
誘
っ
て
郊
外
に
出

掛
け
る
。
次
の
引
用
は
郊
外
に
出
た
二
人
が
、
あ
る
「
植
木
屋
」
（
上
二
十
六
）

の
「
奥
の
方
」
（
同
）
に
入
っ
た
く
だ
り
で
あ
る
。

 
巧
薬
学
の
傍
に
あ
る
古
び
た
縁
台
の
や
う
な
も
の
・
上
に
先
生
は
大
の

字
な
り
に
森
た
。
私
は
其
余
っ
た
端
の
方
に
腰
を
卸
し
て
咽
草
を
吹
か
し

た
。
先
生
は
蒼
い
透
き
徹
る
や
う
な
空
を
見
て
み
た
。
私
は
私
を
包
む
若

葉
の
色
に
心
を
奪
は
れ
て
る
た
。
（
上
二
十
六
）

 
人
影
の
な
い
「
奥
の
方
」
の
空
間
、
そ
こ
で
「
大
の
字
な
り
に
探
」
て
、
空

を
仰
い
で
い
る
先
生
と
「
若
葉
の
色
に
心
を
奪
は
れ
て
」
い
る
「
私
」
と
の
対

比
は
、
冒
頭
部
の
、
鎌
倉
の
海
に
お
け
る
イ
メ
ー
ジ
の
変
奏
で
あ
る
。

 
こ
こ
で
二
人
が
入
っ
た
場
所
は
「
植
木
屋
」
で
あ
っ
た
。
「
植
木
屋
」
と
は

よ
く
寺
や
神
社
の
縁
日
に
市
を
立
て
る
、
あ
る
種
の
風
流
を
持
っ
た
場
所
で
あ

る
。
作
品
中
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
荷
車
の
音
に
、
「
私
」
は
「
村
の
男
が
植

木
か
何
か
を
載
せ
て
縁
日
へ
で
も
出
掛
け
る
」
（
上
二
十
九
）
こ
と
を
想
像
し

［138）



て
い
る
。
卒
業
祝
い
の
た
め
に
「
赤
い
飯
」
（
中
三
）
を
炊
こ
う
と
す
る
父
親

の
古
い
習
慣
を
拒
否
す
る
「
私
」
で
さ
え
も
、
自
然
に
思
い
浮
か
べ
る
植
木
屋

の
伝
統
的
な
姿
で
あ
る
。
あ
て
も
な
く
歩
く
散
歩
中
、
植
木
屋
を
見
付
け
た
の

は
先
生
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
私
」
が
得
意
が
っ
て
吹
く
芝
笛
に
対
し
て
は
全

く
無
関
心
で
あ
っ
た
先
生
が
、
突
然
「
這
入
っ
て
見
や
う
か
」
（
上
二
十
六
）

と
誘
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
先
生
が
日
本
の
伝
統
的
雰
囲
気
に
進
ん
で
入
っ
て

い
っ
た
と
言
え
る
。
こ
こ
は
作
中
で
も
印
象
的
な
一
場
面
だ
が
、
先
生
は
「
私
」

に
君
の
家
の
財
産
は
ど
う
か
と
問
い
か
け
る
。
逆
に
先
生
は
ど
う
か
と
問
い
返

す
と
、
あ
る
程
度
の
余
裕
は
あ
る
、
「
け
れ
ど
も
決
し
て
財
産
家
ぢ
や
あ
り
ま

せ
ん
。
財
産
家
な
ら
も
っ
と
大
き
な
家
で
も
造
る
さ
」
（
上
二
十
七
）
．
と
言
っ
て
、

縁
台
に
あ
ぐ
ら
を
か
い
て
い
た
が
、
言
い
終
る
と
「
竹
の
杖
の
先
で
地
面
の
上

へ
円
の
や
う
な
も
の
を
描
き
始
め
た
。
そ
れ
が
済
む
と
、
今
度
は
ス
テ
ッ
キ
を

突
き
刺
す
や
う
に
真
直
に
立
て
た
」
（
同
）
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
と
り
ご
と

 
そ
う
し
て
「
是
で
も
元
は
財
産
家
な
ん
だ
が
な
あ
」
（
同
）
と
な
か
ば
「
独
言

の
や
う
」
（
同
）
に
眩
く
。
こ
れ
は
親
の
遺
産
を
父
の
弟
で
あ
る
叔
父
に
だ
ま

し
と
ら
れ
た
こ
と
を
め
ぐ
る
心
の
重
重
が
か
ら
む
と
こ
ろ
だ
が
、
注
目
す
べ
き

は
先
の
描
写
の
部
分
で
あ
り
、
先
生
は
「
竹
の
杖
」
の
先
で
地
面
に
円
の
よ
う

な
も
の
を
描
く
。
そ
う
し
て
今
度
は
ス
テ
ッ
キ
を
突
き
刺
す
よ
う
に
真
直
に
立

て
る
。
こ
れ
は
作
者
の
無
意
識
の
筆
の
勢
い
か
、
あ
る
い
は
よ
り
意
識
的
に
か
、

速
断
は
し
が
た
い
が
、
や
は
り
先
に
「
竹
の
杖
」
と
言
っ
て
、
そ
の
直
後
「
ス

テ
ッ
キ
」
と
言
い
か
え
る
所
に
、
作
者
の
強
い
意
識
は
か
か
っ
て
い
る
と
み
て

よ
か
ろ
う
。
「
竹
の
杖
」
で
円
を
描
く
と
は
、
よ
り
伝
統
的
な
心
性
に
つ
な
が
る
、

よ
り
土
着
の
心
性
の
働
き
を
示
す
が
、
そ
の
後
こ
れ
を
「
ス
テ
ッ
キ
」
と
即
座

に
言
い
か
え
、
そ
の
円
の
中
心
を
突
き
刺
す
よ
う
に
真
直
に
立
て
る
と
い
う
と

『
こ
・
ろ
』
論
-
二
項
構
造
と
「
死
」

こ
ろ
に
、
あ
る
心
の
働
き
が
強
く
響
く
。
「
竹
の
杖
」
と
円
の
ご
と
き
も
の
に

対
し
て
、
「
ス
テ
ッ
キ
」
を
先
生
の
裡
な
る
く
近
代
的
自
我
V
の
喩
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
も
ま
た
伝
統
（
的
心
性
）
と
近
代
（
的
自
我
）

の
交
錯
、
複
合
と
も
言
う
べ
き
様
相
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
二
人
は
鎌
倉
で
初
め
て
出
会
い
、
三
年
後
郊
外
の
散
歩
を
し
な
が
ら
別
れ
る

場
面
へ
と
向
う
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
大
切
な
場
面
は
、
若
く
明
る
い
「
私
」

と
悩
め
る
先
生
、
近
代
的
な
も
の
を
携
え
つ
つ
も
古
い
空
間
を
選
択
す
る
先
生
、

と
い
う
相
通
じ
る
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
二
項
の
対
立
す
る
構
…
造

は
意
識
的
に
作
ら
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
漱
石
の
思
考
性
が
無

意
識
に
作
り
出
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
二
項
構

造
の
中
で
先
生
の
死
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
、

 
遺
書
は
、
先
生
の
生
涯
に
お
い
て
最
初
に
暗
い
影
を
落
と
し
た
叔
父
の
こ
と

か
ら
始
め
ら
れ
る
。
新
潟
県
某
村
出
身
の
先
生
は
若
く
し
て
資
産
家
で
あ
っ
た

両
親
を
失
い
、
万
事
を
叔
父
に
頼
み
、
勉
学
生
活
を
送
る
た
め
に
東
京
に
出
る
。

「
血
の
つ
f
い
た
親
戚
」
（
上
三
十
）
だ
か
ら
先
生
は
叔
父
に
全
幅
の
信
頼
を

置
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
後
に
そ
の
叔
父
に
よ
る
財
産
横
領
が
発
覚
す

る
。
こ
れ
を
叔
父
が
「
親
族
関
係
と
い
う
も
の
を
前
近
代
的
に
理
解
」
し
た
た

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

め
、
と
捉
ら
え
る
山
崎
正
和
氏
の
眼
を
借
り
て
い
う
な
ら
ば
、
そ
う
悪
意
に

満
ち
た
行
為
と
は
言
え
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
件
で
先
生

が
受
け
た
衝
撃
は
大
き
く
人
間
不
信
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
先
生
は
財
産
を
整
理

す
る
に
及
ん
で
、
叔
父
の
み
な
ら
ず
自
分
の
味
方
に
な
っ
て
く
れ
た
他
の
親
戚

と
ま
で
、
き
び
し
く
縁
を
断
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
激
し
さ
は
自
分
の
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依
存
し
て
き
た
家
族
主
義
を
、
根
元
か
ら
排
斥
し
た
い
と
い
う
よ
う
な
心
理
の

発
現
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
家
の
跡
継
の
た
め
誘
わ
れ
た
従
妹
と

の
縁
談
を
「
愛
し
て
み
な
い
」
（
下
六
）
こ
と
を
理
由
に
強
く
拒
ん
だ
先
生
は
、

明
ら
か
に
強
い
近
代
的
自
我
の
持
ち
主
で
あ
る
。
先
生
は
明
ら
か
に
、
こ
の
よ

う
な
意
識
か
ら
田
舎
で
あ
れ
ば
最
も
強
い
は
ず
の
伝
統
的
な
家
の
枠
組
、
古
い

家
族
制
度
を
激
し
く
断
ち
切
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
生
に
故
郷

を
も
捨
て
さ
せ
て
し
ま
う
。

 
生
れ
た
所
は
空
気
の
色
が
違
ひ
ま
す
、
土
地
の
匂
も
格
別
で
す
、
父
や

母
の
記
憶
も
濃
か
に
漂
っ
て
ゐ
ま
す
。
一
年
宣
う
ち
で
、
七
八
の
二
月
を

其
中
に
包
ま
れ
て
、
穴
に
入
っ
た
蛇
の
様
に
凝
と
し
て
み
る
の
は
、
私
に

取
っ
て
何
よ
り
も
温
か
い
好
い
心
持
だ
つ
た
の
で
す
。
-
（
下
七
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
あ
ふ
れ
る
望
郷
の
思
い
が
語
る
の
は
「
母
の
膝
に
も
ひ
と
し
い
」
も
の
、

本
来
帰
る
べ
き
精
神
の
場
の
喪
失
へ
の
深
い
痛
恨
そ
の
も
の
で
あ
る
。
新
し
い

思
想
と
古
い
思
想
と
の
狭
間
に
置
か
れ
た
先
生
の
姿
が
次
第
に
現
わ
れ
て
く

る
。
先
生
は
悩
め
る
近
代
の
人
間
像
と
し
て
く
っ
き
り
表
わ
さ
れ
る
。

 
K
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
先
生
の
幼
な
じ
み
で
あ
る
K
は
「
真
宗
の
坊
さ
ん
」

（
下
十
九
）
の
「
次
男
」
（
同
）
と
し
て
生
ま
れ
、
中
学
校
の
時
、
あ
る
医
者
の

家
の
養
子
に
な
っ
た
と
い
う
設
定
で
登
場
す
る
。
浮
土
真
宗
と
養
子
と
い
う
古

 
 
 
ア
 

い
伝
統
が
K
の
一
身
に
二
重
じ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
平
凡
な
家
で
生
ま
れ

た
先
生
に
対
し
、
K
の
そ
れ
は
最
初
か
ら
強
い
印
象
を
与
え
る
。

 
「
物
質
的
に
割
が
好
か
っ
た
」
（
下
十
九
）
真
宗
寺
の
K
の
家
が
、
彼
を
養

子
に
出
し
た
の
は
次
男
の
将
来
を
考
え
た
判
断
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
も
家
の
都
合
に
よ
る
も
の
で
、
K
自
身
の
意
思
は
全
く
介
入
し
て
い

な
い
。
す
で
に
そ
の
時
か
ら
「
宗
教
と
か
哲
学
」
（
同
）
な
ど
を
言
う
ほ
ど
早

熟
で
あ
っ
た
K
に
、
養
子
に
対
す
る
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
分
別
は
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
無
視
し
て
子
の
運
命
を
勝
手
に
決
定
し
た
の
は
、
家
制
度

の
持
つ
一
種
の
暴
力
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

 
養
家
の
方
は
ど
う
か
。
養
家
は
も
ち
ろ
ん
始
め
か
ら
K
を
家
業
で
あ
る
「
医

者
に
す
る
積
」
（
同
）
で
入
籍
さ
せ
た
の
で
あ
り
、
K
の
希
望
な
ど
は
毛
頭
も

考
え
て
い
な
い
。
先
生
の
眼
に
映
る
K
の
「
普
通
の
坊
さ
ん
よ
り
も
揺
か
に
坊

さ
ん
ら
し
い
性
格
」
（
同
）
が
、
養
父
母
の
眼
に
映
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。

百
歩
譲
っ
て
、
実
家
の
影
響
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
性
格

が
メ
ス
を
取
る
医
者
と
い
う
職
業
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
、
医
者
で
あ
る
か
ら

こ
そ
考
え
る
べ
き
で
あ
る
問
題
に
養
父
は
眼
を
逸
ら
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ

よ
、
K
を
抑
圧
し
て
い
る
の
は
古
い
家
制
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
医
者
に
な
る
こ
と
を
前
提
条
件
に
東
京
に
出
て
き
た
K
は
、
養
家
の
期
待
に

背
き
、
自
分
の
好
き
な
文
科
を
選
ぶ
。
と
こ
ろ
が
、
K
は
養
父
母
を
裏
切
っ
て

で
も
己
が
道
を
進
も
う
と
す
る
自
分
に
恥
じ
入
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
養
父
母
を

欺
い
て
良
い
の
か
と
心
配
す
る
先
生
に
「
構
は
な
い
」
（
同
）
と
言
い
放
つ
。

そ
こ
に
は
、
自
分
が
追
求
す
る
「
道
の
た
め
」
（
同
）
な
ら
、
例
え
、
裏
切
り

を
も
辞
さ
な
い
と
い
う
強
い
自
己
主
張
が
あ
る
。
養
子
の
立
場
を
思
い
、
養
父

母
の
願
い
に
従
お
う
と
す
る
意
識
は
微
塵
も
持
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
自

己
に
基
づ
い
た
主
体
性
を
前
面
に
出
し
、
欺
い
て
い
る
事
実
を
進
ん
で
養
家
に

通
告
も
す
る
。
K
の
意
図
は
養
父
母
を
し
て
、
自
分
の
し
た
こ
と
を
既
成
の
事

実
と
し
て
承
知
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
だ
が
、
医
者
の
家
業
の
み
を
思
う
養

父
母
に
こ
ん
な
道
理
が
通
じ
る
は
ず
が
な
い
。
当
然
K
は
養
家
を
追
わ
れ
、
実
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家
か
ら
は
「
勘
当
」
（
下
二
十
一
）
さ
れ
て
し
ま
う
。
中
に
妹
の
失
が
入
り
、

融
和
を
勧
め
る
が
、
K
は
妥
協
に
決
し
て
応
じ
な
い
。
，
先
生
が
裏
切
ら
れ
た
こ

と
か
ら
家
や
故
郷
を
捨
て
切
っ
た
と
す
れ
ば
、
K
は
み
ず
か
ら
裏
切
っ
た
こ
と

の
故
に
先
生
と
同
様
の
境
遇
に
立
ち
合
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
同
じ
位
相
に
立
つ
よ
う
に
見
え
る
こ
の
二
人
の
問
に
は
、
内
包
す

る
方
向
性
に
実
に
大
き
な
差
が
あ
っ
た
。
養
家
か
ら
誘
わ
れ
た
医
学
は
紛
れ
も

な
く
、
新
し
い
西
洋
医
学
で
あ
る
。
時
代
の
尖
端
を
行
く
学
問
の
一
つ
で
あ
り
、

世
間
的
な
地
位
も
保
証
さ
れ
う
る
。
だ
が
、
K
は
そ
の
道
を
捨
て
て
、
自
分
の

意
思
通
り
文
科
を
選
ん
だ
。
文
科
に
も
英
文
学
な
ど
の
近
代
思
想
を
持
つ
学
問

は
多
い
。
し
か
し
、
寺
に
閉
じ
籠
り
、
「
手
頸
に
珠
数
を
掛
け
て
」
（
下
二
十
）

「
思
う
通
り
に
勉
強
が
出
来
た
」
（
同
）
と
喜
ぶ
彼
の
姿
か
ら
は
、
そ
う
い
う

新
し
い
学
問
の
連
想
は
毫
も
浮
か
ば
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
と
は
逆
の
世
界
に

傾
倒
し
て
い
る
彼
が
浮
き
彫
り
に
な
る
の
で
あ
る
。
K
が
常
に
口
に
す
る
言
葉

は
「
精
進
」
「
道
」
「
向
上
」
で
あ
る
。
彼
が
精
神
的
な
世
界
を
求
め
る
人
間
で

あ
る
こ
と
を
語
る
表
現
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
K
は
、
西
洋
の
「
聖
書
」

（
下
二
十
）
・
も
読
む
が
、
「
仏
教
の
教
義
で
養
は
れ
た
」
（
下
二
十
三
）
彼
の
考

え
方
に
た
い
し
た
影
響
は
与
え
な
い
。
彼
は
自
分
の
追
求
す
る
精
神
的
な
も
の

を
伝
統
的
な
仏
教
の
精
神
圏
内
で
さ
が
そ
う
と
し
、
「
難
行
苦
行
」
（
下
三
十
こ

の
昔
の
高
僧
の
修
行
に
従
う
。
出
家
は
し
て
い
な
い
が
、
精
神
を
高
め
る
た
め

の
K
の
厳
し
さ
は
修
行
僧
の
姿
そ
の
も
の
で
あ
る
。
彼
が
近
代
の
新
し
さ
と
無

縁
で
は
な
い
こ
と
は
、
こ
う
い
う
道
へ
の
決
意
か
ら
家
と
の
間
で
起
こ
っ
た
行

動
で
見
て
き
た
わ
け
だ
が
、
彼
が
求
め
た
世
界
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
自
分
の
出

身
で
あ
る
仏
教
に
依
拠
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
言
う
。

 
 
 
K
が
古
い
自
分
を
さ
ら
り
と
投
げ
出
し
て
、
；
思
に
新
し
い
方
角
へ
走

『
こ
・
ろ
』
論
一
二
項
構
造
と
「
死
」

り
出
さ
な
か
っ
た
の
は
、
現
代
人
の
考
へ
が
彼
に
欠
け
て
み
た
か
ら
で
は

な
い
の
で
す
。
彼
に
は
投
げ
出
す
事
の
出
来
な
い
程
尊
と
い
過
去
が
あ
っ

た
か
ら
で
す
。
（
下
四
十
三
）

 
K
も
先
生
と
同
様
、
近
代
性
と
伝
統
性
を
抱
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
が
、

先
生
と
の
相
違
は
K
が
古
い
方
に
よ
り
重
み
を
置
き
、
自
分
の
精
神
世
界
を
絶

え
ず
追
求
し
つ
づ
け
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

 
さ
て
、
先
生
は
こ
の
K
を
無
理
や
り
自
分
の
下
宿
に
連
れ
て
く
る
。
仕
送
り

が
切
れ
、
苦
労
し
て
い
る
K
を
助
け
よ
う
と
す
る
友
情
の
発
露
で
あ
る
。
先
生

の
こ
の
好
意
を
K
に
対
す
る
日
頃
の
劣
等
意
識
、
「
何
を
し
て
も
K
に
及
ば
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

い
」
（
下
二
十
四
）
と
い
う
意
識
に
結
び
、
内
田
道
雄
氏
は
、
K
の
「
優
位
者
．

と
し
て
の
ふ
る
ま
う
こ
と
を
庶
幾
し
た
挑
戦
的
行
為
」
と
し
て
捉
ら
え
る
。
ま

 
 
 
 
 
 
 
 

た
、
前
田
角
藏
氏
は
、
金
に
不
自
由
の
な
い
先
生
の
「
気
前
の
よ
さ
」
や
「
叔

父
と
対
照
的
な
人
間
、
つ
ま
り
、
金
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
『
立
派
な
人
間
』
で
あ

り
た
い
」
と
い
う
願
い
が
あ
る
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
先
生
の
行
為
の
動

機
を
純
粋
な
善
意
と
し
て
読
め
な
い
見
方
で
あ
る
。
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

な
ら
ば
、
K
を
連
れ
て
く
る
時
の
先
生
の
、
次
の
よ
う
な
心
境
は
ど
う
解
釈
す

れ
ば
良
い
か
。

 
 
私
が
孤
独
の
感
に
堪
へ
な
か
っ
た
自
分
の
境
遇
を
顧
み
る
と
、
親
友
の

 
彼
を
、
同
じ
孤
独
の
境
遇
に
置
く
の
は
、
私
に
取
っ
て
忍
び
な
い
事
で
し

 
た
。
一
歩
進
ん
で
、
よ
り
孤
独
な
境
遇
に
突
き
落
す
の
は
猶
厭
で
し
た
。

 
（
下
二
十
四
）

こ
こ
に
「
挑
戦
的
」
な
姿
や
「
気
前
の
よ
さ
」
に
隠
さ
れ
た
「
立
派
な
人
間
」
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へ
の
願
い
が
あ
り
う
る
か
。
む
し
ろ
、
故
郷
喪
失
や
家
の
絶
縁
を
先
に
体
験
し

た
者
と
し
て
、
K
の
孤
独
を
自
分
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
、
可
能
な
限
り
彼

を
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
て
や
り
た
い
と
い
う
思
い
込
み
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
K
を
単
な
る
「
彼
」
と
呼
ば
ず
、
「
親
友
の
彼
」
と
強
調
す
る
の
は
、
そ

の
思
い
込
み
が
友
情
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
は
、
若
き
日

の
そ
の
自
分
を
「
今
の
学
生
に
な
い
一
種
の
質
朴
な
点
」
（
下
四
）
と
語
る
先

生
の
述
懐
か
ら
も
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
K
を
下
宿
に
連
れ
て
く
る

動
機
自
体
に
僻
み
を
見
出
す
論
に
は
賛
成
し
か
ね
る
。

 
K
を
自
分
の
下
宿
に
呼
び
寄
せ
た
際
の
先
生
は
、
実
に
細
か
い
こ
と
に
ま
で

気
配
り
す
る
。
K
の
「
鋭
ど
い
自
尊
心
」
（
下
四
十
三
）
を
考
え
、
密
か
に
下
、

三
代
を
払
い
、
そ
の
寂
す
で
に
下
宿
の
奥
さ
ん
や
お
嬢
さ
ん
と
家
族
同
様
に
食

事
を
し
た
こ
と
か
ら
、
K
を
自
分
と
「
同
じ
や
う
に
取
扱
は
せ
る
」
（
下
二
十
六
）

た
め
に
食
卓
を
寄
附
す
る
。
「
足
の
畳
み
込
め
る
」
（
同
）
食
卓
の
形
容
は
、
多

分
、
皆
が
並
ん
で
食
べ
う
る
ち
ゃ
ぶ
台
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
先
生
は

奥
さ
ん
と
お
嬢
さ
ん
に
「
あ
た
・
か
い
面
倒
」
（
下
二
十
三
）
も
頼
む
。
特
に

先
生
が
「
鉄
が
腐
る
」
（
下
二
十
五
）
よ
う
に
硬
直
し
て
い
る
K
の
心
の
た
め

に
計
っ
た
の
は
、
K
を
異
性
に
接
近
さ
せ
、
「
人
間
ら
し
く
」
（
同
）
す
る
こ
と

で
あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
異
性
と
は
二
人
の
女
性
、
つ
ま
り
、
奥
さ
ん
と
お
嬢

さ
ん
を
指
す
。
す
で
に
心
の
中
で
お
嬢
さ
ん
に
対
す
る
「
信
仰
に
近
い
愛
」

（
六
十
四
）
を
抱
い
て
い
た
先
生
が
、
全
く
K
を
警
戒
し
な
か
っ
た
の
は
「
K

な
ら
大
丈
夫
」
（
下
二
十
六
）
と
い
う
信
頼
が
あ
っ
た
か
ら
に
相
違
な
い
。
こ

う
し
た
友
情
に
裂
け
目
が
生
じ
る
の
は
、
女
性
と
の
話
を
「
無
駄
話
」
（
下
二

十
五
）
と
「
軽
蔑
」
（
同
）
し
て
い
た
K
が
お
嬢
さ
ん
と
二
人
き
り
で
話
す
場

面
を
度
重
ね
て
目
撃
し
た
後
で
あ
る
。

 
私
は
た
“
で
さ
へ
K
と
宅
の
も
の
が
段
々
親
し
く
な
っ
て
行
く
の
を
見

て
み
る
の
が
、
余
り
好
い
心
持
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
が
最
初
希
望

し
た
通
り
に
な
る
の
が
、
何
で
私
の
心
持
を
悪
く
す
る
の
か
と
云
は
れ
・

ば
夫
婦
で
す
。
私
は
馬
鹿
に
違
な
い
の
で
す
。
（
下
二
十
七
）

 
こ
れ
は
嫉
妬
心
で
あ
る
。
だ
が
、
先
生
は
ま
だ
そ
こ
に
は
気
付
い
て
お
ら
ず
、

「
馬
鹿
」
と
い
う
言
葉
が
語
る
よ
う
に
、
矛
盾
す
る
自
分
へ
の
自
嘲
の
念
が
よ

り
強
い
。
K
と
「
何
で
も
話
し
合
へ
る
」
（
下
二
十
九
）
先
生
が
お
嬢
さ
ん
に

対
す
る
自
分
の
心
に
限
り
獣
っ
て
い
た
の
は
、
「
道
学
の
余
習
」
（
同
）
と
規
定

さ
れ
て
い
る
、
堅
い
時
代
の
雰
囲
気
に
そ
の
要
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

「
女
に
関
し
て
立
ち
入
っ
た
話
」
（
同
）
を
す
る
人
が
周
り
に
一
人
も
い
な
か
っ

た
と
語
る
先
生
の
証
言
が
そ
れ
を
裏
付
け
る
。
K
と
の
友
情
を
引
き
裂
く
決
定

的
な
引
き
金
と
な
る
の
は
、
寒
い
雨
の
降
る
日
、
散
歩
途
中
に
偶
然
出
会
っ
た

K
と
お
嬢
さ
ん
の
並
ん
で
歩
く
姿
で
あ
る
。
K
が
自
分
よ
り
「
後
れ
て
帰
る
時

間
割
だ
つ
た
」
（
下
三
十
三
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
早
く
帰
っ
て
ま
た
出
掛
け

た
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
先
生
に
と
っ
て
、
そ
の
光
景
は
疑
い
よ
う
が

な
か
っ
た
。
先
生
に
K
は
、
た
だ
町
で
偶
然
に
出
会
っ
た
の
で
連
れ
だ
っ
て
帰

っ
て
き
た
と
い
う
。
先
生
自
ら
が
認
め
て
い
る
「
人
一
倍
の
正
直
」
（
下
四
十
二
）

で
あ
る
K
の
性
質
か
ら
見
て
も
、
そ
こ
に
偽
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

「
是
非
御
嬢
さ
ん
を
専
有
し
た
い
」
（
下
三
十
二
）
と
い
う
一
念
に
囚
ら
わ
れ

て
い
る
先
生
に
、
そ
う
い
う
分
別
の
入
る
余
地
は
な
い
。
先
生
は
か
つ
て
味
わ

っ
た
こ
と
の
な
い
激
し
い
嫉
妬
心
を
意
識
す
る
。

 
 
 
そ
れ
な
ら
何
故
K
に
宅
を
出
て
貰
は
な
い
の
か
と
貴
方
は
聞
く
で
せ
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う
。
然
し
さ
う
す
れ
ば
私
が
K
を
無
理
に
引
張
っ
て
来
た
主
意
が
立
た
な

く
な
る
丈
で
す
。
私
に
は
そ
れ
が
出
来
な
い
の
で
す
。
（
下
三
十
二
）

 
先
生
は
明
ら
か
に
K
を
下
宿
か
ら
追
い
出
し
た
い
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
K
を
説
得
し
て
く
る
時
の
自
分
の
大
義
名
分
が
先
生
を
自
由
に
さ
せ
な

い
。
し
か
し
、
真
意
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
K
か
ら
お
嬢
さ
ん
に
対
す
る
切

な
い
愛
の
告
白
を
聞
い
た
時
の
先
生
の
反
応
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
激
し
い
嫉

妬
を
感
じ
た
わ
り
に
は
、
先
生
は
K
の
告
白
を
全
く
「
予
覚
」
（
下
三
十
六
）

も
し
な
か
っ
た
「
不
意
打
ち
」
（
下
三
十
七
）
と
受
け
止
め
る
の
で
あ
る
。
「
鋭

敏
過
ぎ
」
（
下
二
）
る
先
生
の
気
質
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
予
想
す
べ
き

こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
は
先
生
の
手
落
ち
で
あ
る
以
前
に
、
先
生
が
友

情
の
古
い
固
定
観
念
に
余
り
に
も
囚
ら
わ
れ
、
実
際
の
問
題
に
は
無
防
備
で

あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
先
生
は
友
情
は
守
る
べ
き
で
あ
る
、
と
す
る

倫
理
観
を
守
る
余
り
に
、
こ
こ
か
ら
出
る
こ
と
を
自
他
共
に
予
想
だ
に
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
K
に
先
を
越
さ
れ
た
先
生
は
、
K
を
「
騙
し
打
ち
に
し
て
も
構
は
な
い
」

（
下
四
十
二
）
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
、
様
々
な
「
策
略
」
（
下
四
十
一
）
を
思

い
め
ぐ
ら
す
。

 
と
こ
ろ
で
、
先
生
の
心
の
中
を
夢
に
も
知
ら
な
い
K
は
、
「
進
ん
で
可
い
か

退
い
て
可
い
か
」
（
下
四
十
）
迷
う
自
分
の
苦
悩
を
先
生
に
打
ち
明
け
る
。
精

進
を
モ
ッ
ト
ー
に
「
道
」
の
た
め
な
ら
恋
は
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て
の
も
の
を
犠

牲
に
し
て
悼
ら
な
か
っ
た
彼
に
と
っ
て
、
恋
へ
の
目
覚
め
は
自
分
の
全
存
在
を

危
う
く
す
る
問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
理
想
と
現
実
の
間
で
彷
復
す
る
K
を

見
抜
い
た
先
生
が
、
こ
の
絶
好
の
…
機
会
を
逃
す
は
ず
が
な
い
。
先
生
は
相
手
を

『
こ
・
ろ
』
論
-
二
項
構
造
と
「
死
」

＝
打
で
倒
す
」
（
下
四
十
一
）
た
め
に
、
か
つ
て
K
が
使
っ
た
言
葉
、
「
精
神

的
に
向
上
心
の
な
い
も
の
は
馬
鹿
だ
」
（
同
）
を
投
げ
つ
け
る
。
こ
う
し
て
先

生
は
友
情
の
倫
理
観
の
柵
を
い
と
も
容
易
に
踏
み
越
え
て
し
ま
う
。
K
の
口
に

し
た
「
覚
悟
」
（
同
）
と
い
う
言
葉
を
恋
へ
の
決
意
と
解
釈
し
た
先
生
は
、
そ

の
後
仮
病
を
つ
か
っ
て
一
人
下
宿
に
残
り
、
お
嬢
さ
ん
の
「
監
督
者
た
る
」

（
下
三
十
九
）
奥
さ
ん
に
結
婚
を
申
し
込
み
、
承
諾
を
得
る
。
一
見
知
識
人
の

自
我
を
通
し
た
行
為
に
見
え
る
こ
の
婚
約
の
下
に
、
倫
理
観
や
友
情
、
友
人
の

自
我
は
押
し
つ
ぶ
さ
れ
、
近
代
的
自
我
と
は
関
わ
り
の
な
い
、
生
の
原
基
と
も

い
う
べ
き
エ
ゴ
だ
け
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
。

．
私
は
何
と
か
し
て
、
私
と
此
家
族
と
の
間
に
成
の
立
つ
た
新
ら
し
い
関

係
を
、
K
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
位
置
に
立
ち
ま
し
た
。
然
し
倫

理
的
に
弱
点
を
も
つ
て
み
る
と
、
自
分
で
自
分
を
認
め
て
み
る
私
に
は
、

そ
れ
が
ま
た
至
難
の
や
う
忙
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
す
。
（
下
四
十
七
）

 
こ
こ
に
「
倫
理
的
弱
点
」
を
強
く
意
識
し
て
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
た
先
生

の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
工
夫
の
あ
げ
く
、
先
生
は
奥
さ
ん
に
頼
ん
で
K
に
知

ら
せ
る
こ
と
を
思
う
が
、
「
未
来
の
信
用
」
（
同
）
を
失
う
心
配
が
そ
の
考
え
を

遮
る
。
先
生
は
自
ら
「
馬
鹿
」
（
同
）
も
し
く
は
「
狡
猜
な
男
」
（
同
Y
と
罵
倒

す
る
。
こ
う
し
て
先
生
が
逡
巡
し
て
い
る
う
ち
、
運
命
を
変
え
る
一
撃
が
先
生

の
上
に
下
さ
れ
る
。
K
が
自
殺
し
た
の
で
あ
る
。
奥
さ
ん
か
ら
先
生
と
お
嬢
さ

ん
の
婚
約
を
聞
か
さ
れ
た
数
日
後
で
あ
る
。
先
生
宛
の
遺
書
に
は
「
自
分
は
薄

志
弱
行
で
到
底
行
先
の
望
み
が
な
い
か
ら
」
（
下
四
十
八
）
自
殺
す
る
と
書
い

て
お
り
、
裏
切
つ
た
先
生
や
お
嬢
さ
ん
へ
の
言
及
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
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即
ち
、
失
恋
で
は
な
く
、
道
の
実
現
の
困
難
さ
を
自
覚
し
た
絶
望
感
が
彼
を
死

に
追
い
や
っ
た
と
遺
書
は
語
る
。
荒
正
人
氏
は
そ
こ
に
「
儒
教
精
神
」
を
見
出

し
て
い
る
が
、
儒
教
精
神
と
自
殺
を
結
び
付
け
る
氏
の
考
え
に
は
納
得
が
い
か

 
 
 な

い
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
K
の
死
に
「
古
い
伝
統
的
な
日
本
の
象
徴
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
読
む
桶
谷
秀
昭
氏
の
見
解
が
妥
当
に
思
わ
れ
る
。

 
と
こ
ろ
で
、
K
自
ら
が
語
っ
た
失
恋
と
は
無
関
係
な
死
の
動
機
を
、
先
生
は

「
失
恋
の
た
め
に
死
ん
だ
も
の
と
す
ぐ
極
め
て
」
（
下
五
十
三
）
し
ま
う
。
女

の
話
題
で
さ
え
も
自
由
に
で
き
な
か
っ
た
堅
い
時
代
の
陰
に
は
、
事
実
女
の
た

め
に
死
ん
で
い
く
こ
と
も
稀
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
先
生
は
こ
れ
が
痛
切

に
分
か
る
の
で
K
と
の
間
で
生
じ
た
心
理
的
三
角
関
係
、
し
か
も
自
分
の
裏
切

り
が
親
友
を
死
な
せ
た
と
い
う
倫
理
的
罪
責
感
を
ど
う
し
て
も
越
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
ど
う
し
て
K
が
自
殺
し
た
の
だ
ろ
う
と
質
問
す
る
友
．
人
の
一
人
の

前
で
、
「
早
く
御
前
が
殺
し
た
と
白
状
し
て
し
ま
え
」
（
下
五
十
一
）
と
い
う
自

分
の
声
を
聞
く
の
で
あ
る
。

 
私
は
倫
理
的
に
生
れ
た
男
で
す
。
又
倫
理
的
に
育
て
ら
れ
た
男
で
す
。

其
倫
理
上
の
考
は
、
今
の
若
い
人
と
大
分
違
っ
た
所
が
あ
る
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。
（
下
二
）

 
倫
理
観
念
を
こ
と
も
な
く
跨
み
越
え
な
が
ら
、
一
歩
踏
み
出
て
み
る
と
す
ぐ

事
の
大
き
さ
に
気
付
き
、
恐
れ
、
畏
ま
っ
て
自
ら
の
持
つ
伝
統
的
な
倫
理
観
に

再
び
し
が
み
つ
く
。
そ
れ
な
ら
ば
、
踏
み
越
え
る
前
に
こ
そ
近
代
人
ら
し
く
、

自
分
が
お
嬢
さ
ん
を
先
に
好
き
に
な
つ
．
た
の
だ
と
自
我
を
む
き
出
し
に
し
て
戦

う
べ
き
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
近
代
の
自
我
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の

か
。
先
生
と
K
は
お
互
い
に
そ
れ
が
で
き
た
は
ず
だ
し
、
K
は
す
で
に
そ
の
よ

う
に
し
た
の
で
あ
る
。
先
生
の
裡
な
る
近
代
的
知
識
や
人
一
倍
強
い
伝
統
的
倫

理
観
は
、
最
も
肝
腎
な
時
に
何
も
役
に
立
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
K
も
同
様
で
あ
る
。
因
襲
か
ら
逃
れ
て
近
代
人
と
し
て
仏
教
的
求
道
者
の
道

を
選
ん
だ
K
も
、
お
嬢
さ
ん
一
人
の
存
在
で
そ
れ
を
投
げ
打
と
う
と
し
、
ま
た

先
生
の
彼
女
に
寄
せ
る
思
い
に
さ
え
気
付
か
ず
、
自
身
を
追
い
詰
め
て
し
ま
っ

た
の
で
あ
る
。
近
代
人
と
し
て
求
め
た
彼
の
仏
教
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も

見
抜
け
ぬ
も
の
だ
っ
た
の
か
。
近
代
的
知
と
は
人
間
を
か
く
も
た
や
す
く
追
い

詰
め
、
死
に
至
ら
し
め
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
彼
の
死
後
、
先
生
も
「
私
」

に
遺
書
を
残
し
て
自
殺
す
る
。

四
、

 
さ
て
、
K
の
死
後
、
そ
の
倫
理
的
な
負
い
目
か
ら
常
に
死
を
思
い
つ
つ
生
き

て
き
た
先
生
が
、
急
に
自
殺
を
．
決
心
す
る
の
は
、
二
つ
の
降
代
的
な
事
件
が
契

…
機
と
な
る
。
明
治
天
皇
の
崩
御
と
そ
れ
に
続
く
乃
木
大
将
の
殉
死
で
あ
る
。
ま

ず
、
二
つ
の
死
に
対
す
る
先
生
の
反
応
を
見
て
み
た
い
。

 
す
る
と
夏
の
暑
い
盛
り
に
明
治
天
皇
が
崩
御
に
な
り
ま
し
た
。
其
時
私

は
明
治
の
精
神
が
天
皇
に
始
ま
っ
て
天
皇
に
終
わ
っ
た
や
う
な
気
が
し
ま

し
た
。
最
も
強
く
明
治
の
影
響
を
受
け
た
私
ど
も
が
、
其
後
に
生
き
残
つ

．
て
る
る
の
は
必
寛
時
勢
遅
れ
だ
と
い
ふ
感
じ
が
烈
し
く
私
の
胸
を
打
ち
ま
．

し
た
。
（
下
五
十
五
）

そ
れ
か
ら
約
一
ヶ
月
程
経
ち
ま
し
た
。
御
大
葬
の
夜
私
は
何
時
も
の
通
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り
書
契
に
坐
っ
て
、
相
図
の
号
砲
を
聞
き
ま
し
た
。
私
に
は
そ
れ
が
明
治

が
永
久
に
去
っ
た
報
知
の
如
く
聞
こ
え
ま
し
た
。
後
で
考
へ
る
と
、
そ
れ

が
乃
木
大
将
の
永
久
に
去
っ
た
報
知
に
も
な
っ
て
み
た
の
で
す
。
私
は
号

外
を
手
に
し
て
、
思
は
ず
妻
に
殉
死
だ
く
と
云
ひ
ま
し
た
。
（
下
五
十
六
）

 
「
明
治
の
終
焉
」
を
告
げ
る
事
件
に
当
た
り
、
先
生
が
思
わ
ず
見
せ
て
い
る

こ
の
よ
う
な
反
応
は
、
田
舎
の
平
凡
な
老
人
で
あ
る
「
私
」
の
父
の
反
応
と
類

似
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
死
病
に
罹
っ
て
い
る
父
は
明
治
天
皇
の
崩
御
に

「
あ
・
、
あ
・
、
天
子
様
も
と
う
一
頭
か
く
れ
に
な
る
、
己
も
…
…
」
（
中
五
）

と
言
っ
て
お
り
、
乃
木
大
将
の
死
に
関
し
て
も
、
「
大
変
だ
大
変
だ
」
（
中
十
二
）

と
口
走
る
。
先
生
が
激
し
く
打
た
れ
る
、
明
治
天
皇
の
死
後
生
き
残
る
こ
と
へ

の
感
慨
と
、
「
殉
死
だ
く
」
と
い
う
驚
き
に
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
終

生
「
古
く
住
み
慣
れ
た
郷
里
」
（
中
部
）
と
「
住
み
古
し
た
田
舎
家
」
（
中
塗
）

を
出
な
か
っ
た
父
の
古
さ
を
考
え
る
時
、
先
生
の
持
つ
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
伝

統
性
の
淵
源
が
見
え
る
。
し
か
し
、
心
情
的
に
は
共
通
性
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ

を
見
る
両
者
の
視
点
は
決
定
的
に
異
な
る
。
父
が
そ
の
古
さ
か
ら
ほ
と
ん
ど
無

自
覚
、
無
批
判
に
二
つ
の
死
を
受
け
止
め
℃
い
る
と
す
れ
ば
、
先
生
の
見
方
は

覚
め
た
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
先
生
に
と
っ
て
の
明
治
天
皇
は
時

代
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
の
み
重
要
で
あ
る
。
「
乃
木
さ
ん
の
死
ん
だ
理
由
が
能

く
解
ら
な
い
」
（
下
五
十
六
）
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
乃
木
殉
死
に
心
打
た
れ

つ
つ
も
、
ま
た
一
面
批
判
的
に
見
て
い
る
。
先
生
が
乃
木
に
共
鳴
し
た
の
は
、

西
南
戦
争
の
時
、
乃
木
が
敵
に
旗
を
奪
わ
れ
て
か
ら
三
十
五
年
も
死
ぬ
こ
と
を

意
識
し
な
が
ら
生
き
続
け
た
事
実
に
、
自
分
を
見
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
一
方
、

乃
木
が
妻
を
道
連
れ
に
し
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
先
生
は
「
私
に
私
の
宿
命
が

『
こ
・
ろ
』
論
-
二
項
構
造
と
「
死
」

あ
る
限
り
、
妻
に
は
妻
の
廻
り
合
は
せ
」
（
下
五
十
五
）
が
あ
る
の
だ
か
ら
、

「
妻
の
天
寿
を
奪
ふ
な
ど
・
い
ふ
手
荒
な
所
作
」
（
同
）
は
考
え
る
こ
と
さ
え

恐
ろ
し
い
と
言
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
先
生
の
批
評
の
眼

が
生
き
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ

 
こ
こ
で
明
治
天
皇
崩
御
に
対
す
る
漱
石
の
考
え
を
見
て
み
よ
う
。
瀬
沼
茂
樹

氏
は
、
作
中
、
先
生
が
に
が
に
が
し
く
語
っ
た
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
と
に
充

ち
た
現
代
」
（
上
十
四
）
を
「
明
治
の
精
神
」
に
重
ね
合
せ
、
明
治
の
終
焉
と

共
に
漱
石
が
「
自
己
の
個
人
主
義
思
想
の
転
機
」
を
狙
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し

た
場
合
、
氏
の
捉
え
方
は
自
我
に
目
覚
め
た
近
代
人
の
新
し
い
側
面
に
漱
石
が

偏
っ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
こ
れ
に
対
し
、
同
様
の
場
面
で
「
明
治

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
精
神
」
を
読
む
桶
谷
秀
昭
氏
は
、
「
古
い
日
本
の
伝
統
的
な
倫
理
」
と
「
『
自

由
と
独
立
と
己
れ
』
の
新
し
い
も
う
、
一
つ
」
の
モ
ラ
ル
、
つ
ま
り
、
新
旧
の
両

面
を
導
き
出
し
、
漱
石
は
自
己
の
分
身
「
先
生
」
を
古
き
日
本
の
伝
統
的
倫
理

で
あ
る
、
「
明
治
の
精
神
」
に
殉
ぜ
し
め
た
が
、
そ
れ
は
同
時
に
い
ま
一
つ
の
「
明

治
の
精
神
」
で
あ
る
「
自
由
と
独
立
と
己
れ
」
に
充
ち
た
近
代
の
背
後
に
、
そ

れ
を
「
押
し
遣
っ
た
」
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
。
私
は
氏
の
意
見
に
基
本
的
に

賛
同
す
る
。

 
次
に
、
「
明
治
の
精
神
」
に
対
し
て
漱
石
自
身
の
持
つ
葛
藤
と
矛
盾
に
つ
い

て
述
べ
て
み
た
い
。
若
い
頃
漢
学
を
学
ん
だ
漱
石
が
、
途
中
か
ら
英
文
学
を
志

し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
漢
学
と
英
文
学
、
換
言
す
れ
ば
東
と
西
、

近
世
と
近
代
、
伝
統
と
開
化
、
新
と
旧
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
中
に
挟
ま
れ
た

違
和
感
は
、
い
ち
早
く
「
漢
学
に
所
謂
文
学
と
英
語
に
所
謂
文
学
と
は
到
底
同

定
義
の
下
に
一
括
し
得
べ
か
ら
ざ
る
異
種
類
の
も
の
」
（
『
文
学
論
』
序
、
明
治

39
N
1
1
月
）
と
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
『
こ
・
ろ
』
が
書
か
れ
る
お
よ
そ
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三
年
前
、
大
阪
で
行
わ
れ
た
講
演
『
文
芸
と
道
徳
』
（
明
治
4
4
年
8
月
）
の
中
で
、

漱
石
は
そ
の
自
分
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

 
私
は
明
治
維
新
の
丁
度
前
に
生
ま
れ
た
人
間
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
今
日

此
聴
衆
諸
君
の
中
に
御
見
え
に
な
る
若
い
方
と
は
違
っ
て
、
ど
っ
ち
か
と

い
ふ
と
中
途
半
端
の
教
育
を
受
け
た
海
陸
両
棲
動
物
の
や
う
な
怪
し
げ
な

も
の
で
あ
り
ま
す
…
…

 
こ
れ
は
、
漢
文
学
と
英
文
学
、
旧
と
新
で
語
ら
れ
る
だ
け
の
図
式
的
な
内
容

で
は
も
ち
ろ
ん
な
か
っ
た
。
両
者
の
内
包
す
る
も
の
は
儒
教
倫
理
と
キ
リ
ス
ト

教
倫
理
に
根
ざ
し
た
、
非
常
に
根
本
的
な
も
の
で
人
間
が
判
断
の
極
限
に
追
い

や
ら
れ
た
時
、
必
ず
や
対
立
す
る
必
然
性
を
持
っ
て
い
た
。
物
品
や
技
術
の
よ

う
に
和
魂
洋
才
と
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
。
両
方
を
知
る
こ
と
で
両
方
の
長
所

を
取
り
入
れ
る
と
い
う
図
式
は
、
精
神
の
問
題
と
は
掛
け
離
れ
て
い
た
。
文
明

開
化
の
謳
歌
さ
れ
る
時
期
、
漱
石
は
ま
ず
こ
の
精
神
の
問
題
で
自
ら
の
内
面
に

鋭
く
対
立
す
る
二
つ
の
倫
理
観
を
抱
え
込
み
、
国
や
文
化
の
将
来
を
思
っ
て
悩

み
抜
い
て
い
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
漱
石
が
「
中
途
半
端
の
教
育
を

受
け
た
海
陸
両
棲
動
物
の
や
う
な
怪
し
げ
な
も
の
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
漱
石
の
こ
の
言
葉
は
痛
ま
し
い
。
古
い
時

代
を
引
き
ず
り
な
が
ら
、
明
治
と
い
う
新
し
い
時
代
、
つ
ま
り
、
近
代
の
た
だ

申
に
生
き
る
一
知
識
人
と
し
て
の
漱
石
の
苦
悩
が
む
き
出
し
に
現
わ
れ
る
の

だ
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
近
代
的
思
想
に
傾
倒
し
つ
つ
も
現
実
の
生
活
で
は
、

実
生
活
の
細
々
と
し
た
事
に
ま
で
伝
統
的
観
念
に
縛
ら
れ
ざ
る
を
得
ず
、
悩
む

ば
か
り
の
『
こ
・
ろ
』
の
先
生
こ
そ
、
漱
石
自
身
の
等
身
大
だ
っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

 
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
先
生
を
自
殺
さ
せ
る
の
は
何
な
の
か
。
こ
こ
で
、
明
治

天
皇
の
崩
御
に
際
し
て
あ
れ
程
冷
静
に
対
応
し
た
先
生
が
言
っ
た
、
「
最
も
強

く
明
治
の
影
響
を
受
け
た
私
ど
も
が
、
其
後
に
生
き
残
っ
て
み
る
の
は
必
寛
時

勢
遅
れ
だ
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
し
た
い
。
「
私
ど
も
」
と
い
う
複
数
の
言
い

方
は
自
己
、
K
、
お
嬢
さ
ん
ら
を
含
ん
で
い
て
重
要
で
あ
る
。
明
治
と
い
う
激

し
い
時
代
を
生
き
た
人
々
が
背
負
っ
て
い
る
「
煩
悶
や
苦
悩
」
（
下
三
）
は
、

時
代
と
共
に
否
応
な
く
押
し
寄
せ
た
、
大
き
な
二
つ
の
倫
理
観
の
対
立
の
強
い

る
矛
盾
に
起
因
し
て
い
る
こ
と
を
無
意
識
に
示
し
て
い
る
。
「
明
治
の
精
神
に

殉
死
す
る
」
（
下
五
十
六
）
と
い
う
先
生
の
言
葉
は
、
近
代
明
治
が
宿
命
の
よ

う
に
抱
え
て
い
た
問
題
に
、
自
分
の
心
の
歴
史
を
見
抜
い
た
の
で
あ
る
。
先
生

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ざ
ま

は
時
代
と
の
強
烈
な
共
生
感
を
感
じ
る
故
に
、
そ
の
時
代
の
精
神
性
の
狭
間
に
、

あ
り
の
ま
ま
の
自
分
を
殉
ぜ
し
め
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
こ
・
ろ
』
一
篇

に
賭
け
た
漱
石
の
意
図
は
、
ま
さ
に
こ
の
大
き
な
対
立
に
挟
ま
れ
た
「
心
」
の

問
題
で
あ
っ
た
と
思
う
。
作
者
は
い
ま
自
身
の
最
も
重
い
分
身
と
し
て
の
先
生

を
描
く
。
し
か
し
そ
の
日
常
の
中
で
た
や
す
く
追
い
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う
彼
（
先

生
）
に
は
、
導
い
て
く
れ
る
先
人
も
テ
キ
ス
ト
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

 
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
死
が
自
己
否
定
の
極
、
個
の

悲
劇
で
あ
る
な
ら
ば
、
先
生
を
自
殺
さ
せ
る
漱
石
の
意
は
紋
切
形
で
あ
る
。
そ

う
で
は
な
く
、
漱
石
は
先
生
個
人
の
負
っ
た
心
の
問
題
を
、
明
治
の
精
神
性
に

結
び
付
け
る
こ
と
で
普
遍
化
さ
せ
、
自
分
が
生
き
た
激
変
の
時
代
に
、
〈
心
の

未
解
決
〉
と
い
う
締
め
括
り
を
つ
け
た
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
『
こ
・
ろ
』
の
先

生
が
、
遺
書
を
託
す
「
私
」
に
向
け
て
言
う
、
「
今
自
分
で
自
分
の
心
臓
を
破

っ
て
、
其
血
を
あ
な
た
の
顔
に
浴
せ
か
け
や
う
と
し
て
る
る
の
で
す
。
私
の
鼓
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動
が
停
っ
た
時
、
あ
な
た
の
胸
に
新
ら
し
い
命
が
宿
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
満

足
で
す
」
（
下
二
）
と
い
う
言
葉
は
、
先
生
な
ら
ぬ
漱
石
の
熱
い
思
い
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
漱
石
は
、
心
の
未
解
決
を
締
め
括
っ
て
、
ど
ち
ら
に
し
ろ
重

荷
を
背
負
っ
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
大
正
の
若
人
に
対
し
、
先
生
の
矛
盾
を
矛

盾
の
ま
ま
に
、
苦
し
み
を
苦
し
み
の
ま
ま
に
、
そ
れ
こ
そ
が
ま
た
人
間
の
、
人

生
の
実
相
で
も
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
、
そ
の
心
に
受
け
つ
が
せ
て
や
ろ
う
と

し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

 
以
上
、
『
こ
・
ろ
』
を
二
つ
の
対
立
す
る
構
造
の
中
で
、
先
生
の
「
死
」
を
テ
ー

マ
に
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
先
生
と
「
私
」
の
中
に
あ
る
二
項
、
先
生

の
中
の
二
項
、
K
の
中
の
二
項
、
先
生
と
K
の
二
項
、
明
治
の
精
神
の
内
包
す

る
二
項
が
浮
か
び
、
漱
石
が
意
識
的
、
あ
る
い
は
無
意
識
的
に
こ
の
よ
う
な
構

図
を
描
き
な
が
ら
、
こ
の
対
立
を
持
っ
て
、
一
つ
の
時
代
を
生
き
る
こ
と
を
強

い
ら
れ
た
人
間
の
精
神
性
の
矛
盾
を
説
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
。
前
作
の
『
行
人
』
で
漱
石
は
封
建
的
家
族
制
度
の
中
に
置
か
れ
た
知
識

人
一
郎
を
設
定
し
て
い
る
が
、
彼
の
内
面
を
こ
の
よ
う
な
形
で
は
描
か
な
か
っ

た
。
『
こ
・
ろ
』
に
続
く
『
道
草
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
『
こ
・
ろ
』
に

お
い
て
こ
そ
漱
石
は
、
明
治
の
精
神
の
痛
み
を
冷
徹
に
騎
分
け
し
、
熱
い
思
い

で
次
の
世
代
に
背
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
の
だ
と
思
う
。
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荒
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人
 
『
こ
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三
浦
泰
生
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学
全
集
6
巻
 
解
説
』
集
英
社
、

「
心
」
に
お
け
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つ
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日
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文

『
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論
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巻
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号
 
1
9
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・
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）

 
 
 
 
 
こ
も
ろ

小
森
陽
一
「
『
心
』
に
お
け
る
反
転
す
る
〈
手
記
〉
」
1
空
白
と

意
味
の
生
成
一
（
「
成
城
国
文
学
」
1
コ
口
1
9
8
5
・
3
）

越
智
治
雄
」
「
こ
・
ろ
」
（
『
漱
石
私
論
』
角
川
書
店
、
1
9
7
1
・

6
）

山
崎
正
和
 
「
淋
し
い
人
間
」
（
「
ユ
リ
イ
カ
」
9
巻
1
1
号
、
昭
5
2
・

1
1
）

佐
藤
泰
正
 
「
『
こ
・
ろ
』
-
〈
命
根
〉
を
求
め
て
一
」
（
『
夏
目

漱
石
論
』
筑
摩
書
房
、
昭
6
1
・
1
1
）

浄
土
真
宗
と
い
う
家
柄
は
鎌
倉
時
代
を
背
景
と
す
る
日
本
新
仏
教

の
最
も
古
い
一
派
で
あ
り
、
養
子
制
は
中
世
か
ら
制
度
化
さ
れ
た

日
本
独
特
の
社
会
制
度
で
あ
る
。

内
田
道
雄
 
 
「
『
こ
・
ろ
』
再
考
」
（
「
古
典
と
現
代
」
5
6
号
、
1

9
8
8
・
9
）

前
田
角
田
 
「
宙
に
浮
く
K
像
へ
の
批
評
1
「
こ
・
ろ
」
論
ノ
ー

ト
ー
（
「
日
本
文
学
」
4
2
巻
5
号
 
1
9
9
3
・
5
）

儒
教
の
倫
理
で
は
自
殺
は
一
番
悪
い
親
不
孝
で
あ
る
。
氏
が
言
う

「
儒
教
の
倫
理
」
と
は
純
粋
な
儒
教
倫
理
で
は
な
く
、
多
分
、
江

戸
時
代
の
倫
理
観
に
近
い
だ
ろ
う
。

桶
谷
秀
昭
 
「
淋
し
い
「
明
治
の
精
神
」
1
『
こ
・
ろ
』
」
（
『
増

補
版
夏
目
漱
石
論
』
河
出
書
房
新
社
、
昭
5
8
・
6
）

瀬
沼
茂
樹
 
 
『
こ
こ
ろ
』
（
『
夏
目
漱
石
』
東
京
大
学
出
版
会
、
1

9
9
4
・
1
）

注
（
1
1
）
に
同
じ
。
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