
長
編
小
説
『
豊
饒
の
海
』
は
、
『
春
の
雪
』
『
奔
馬
』
『
暁
の
寺
』

『
天
人
五
衰
』
の
四
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
巻
『
春
の
雪
』
の
末
尾
の
註
に
お
い
て
、
作
者
自
身
が

「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
典
拠
と
し
た
夢
と
転
生
の
物
語
」
と
明

言
し
て
い
る
。
そ
の
言
葉
通
り
、
各
巻
に
は
そ
れ
ぞ
れ
主
人
公
と
い

え
る
若
者
が
登
場
す
る
が
、
彼
ら
四
人
は
「
転
生
」
に
よ
っ
て
つ
な

が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
四
人
の
主
人
公
の
「
転
生
」
を
見
届

け
る
存
在
と
し
て
、
全
話
を
通
じ
て
本
多
繁
邦
が
登
場
す
る
の
で
あ

る。
こ
の
作
品
の
読
者
は
、
本
多
を
通
じ
て
各
話
の
主
人
公
た
ち
が

「
転
生
」
に
よ
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
る
（
あ
る
い
は
つ
な
が
っ
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
）
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
主
に
本
多

の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
物
語
で
あ
る
と
言
え
、
そ
の
存
在
は
単

に
狂
言
回
し
や
副
主
人
公
と
い
っ
た
こ
と
ぱ
で
片
づ
け
ら
れ
る
も
の

は
じ
め
に

『
豊
饒
の
海
』
論

本
多
繁
邦
を
中
心
に

で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

よ
っ
て
、
本
論
で
は
こ
の
本
多
繁
邦
に
注
目
し
、
各
話
の
主
人
公

た
ち
と
の
関
わ
り
を
追
い
な
が
ら
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
一
考
し
て

み
た
い
と
思
う
。

本
論

（
註
＿
）

一
、
本
多
繁
邦
と
主
人
公
た
ち

『
豊
饒
の
海
』
全
四
巻
は
各
巻
ご
と
に
主
人
公
が
変
わ
っ
て
い
る
。

主
人
公
た
ち
の
つ
な
が
り
を
認
識
す
る
の
は
本
多
繁
邦
で
あ
り
、
各

巻
の
主
人
公
と
本
多
の
あ
い
だ
に
は
「
転
生
者
（
行
動
す
る
者
）
と

認
識
者
（
見
る
者
）
」
の
関
係
が
成
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の

章
で
は
、
ま
ず
本
多
繁
邦
と
四
人
の
主
人
公
た
ち
と
の
関
わ
り
を
分

析
し
て
み
た
い
。

（
一
）
松
枝
清
顕
と
本
多
繁
邦

第
一
巻
『
春
の
雪
』
の
主
人
公
は
松
枝
清
顕
で
あ
る
。
『
春
の
雪
』

は
こ
の
松
枝
清
顕
と
彼
の
幼
な
じ
み
で
あ
る
綾
倉
聡
子
の
恋
物
語
を

加

来

流

水
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さ
て
、
こ
の
よ
う
な
松
枝
清
顕
と
本
多
繁
邦
で
あ
る
が
、
と
も
か

く
も
親
し
い
友
人
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
二
人
の
友
情
に
は
一
定
の
心
的
距
離
が
存
在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、

素
の
よ
う
に
距
離
を
持
つ
こ
と
が
二
人
が
「
友
情
」
と
考
え
て
い
る

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
多
が
清
顕
に
月
修
寺
の
門
跡
の
法
話
や
月
修
寺
の
来

（註―-）

歴
に
つ
い
て
話
し
て
聞
か
せ
て
い
る
と
き
の
描
写
が
、
本
多
と
清
顕

の
心
的
距
離
の
置
き
方
を
的
確
に
表
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、

る。 中
心
に
展
開
し
て
ゆ
く
。
本
多
繁
邦
は
、
こ
の
巻
で
は
清
顕
の
〈
も
っ

と
も
親
し
い
友
だ
ち
〉
と
し
て
登
場
す
る
。

主
人
公
の
松
枝
清
顕
は
、
〈
め
ず
ら
し
い
ほ
ど
の
美
少
年
〉
で
、

〈
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
軽
ん
じ
、
軽
ん
じ
る
ば
か
り
か
冷
酷

に
扱
ふ
〉
と
い
う
性
格
の
持
ち
主
で
あ
る
。
こ
の
性
格
が
聡
子
と
の

恋
愛
の
成
就
を
妨
げ
る
発
端
と
も
な
っ
て
お
り
、
本
多
と
の
友
情
も
、

〈
も
つ
と
も
親
し
い
友
だ
ち
〉
で
あ
り
な
が
ら
、
本
多
自
身
が
持
つ

性
格
と
相
ま
っ
て
一
定
の
心
的
距
離
を
持
つ
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

一
方
、
本
多
繁
邦
は
、
美
少
年
で
あ
る
清
顕
に
対
し
て
そ
の
容
姿

は
〈
年
よ
り
も
老
け
た
、
目
鼻
立
ち
も
尋
常
す
ぎ
て
、
む
し
ろ
勿
体

ぶ
つ
て
み
え
る
風
貌
〉
で
あ
る
。
ま
た
内
面
的
に
は
、
〈
も
の
静
か

な
、
穏
和
な
、
理
知
的
な
性
格
〉
で
あ
り
、
ま
た
〈
ふ
だ
ん
は
人
に

示
さ
な
い
鋭
い
直
観
の
力
を
内
に
蔵
し
て
ゐ
た
〉
と
形
容
さ
れ
て
い

一
定
の
距
離
を
保
つ
こ
と
が
「
友
情
」
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
二
人

で
あ
る
が
、
そ
の
距
離
の
置
き
方
が
同
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
は
言

え
な
い
。

清
顕
が
友
人
と
距
離
を
置
き
た
が
る
の
は
、
そ
の
促
傲
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
彼
の
持
つ
優
雅
を
侵
害
す
る
も
の
を
嫌
う
か
ら
で

あ
る
。
一
方
、
本
多
が
清
顕
と
距
離
を
お
く
の
は
そ
れ
が
清
顕
に
対

す
る
友
情
で
あ
る
こ
と
を
心
得
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
多
は
〈
と

に
か
く
「
有
用
な
」
人
間
に
な
ら
う
と
決
意
し
た
青
年
〉
で
あ
っ
た

の
で
、
自
分
の
役
割
を
選
択
し
な
が
ら
、
清
顕
が
望
む
形
で
の
友
情

を
示
し
て
み
せ
て
い
る
。
本
多
の
清
顕
に
対
す
る
心
的
距
離
は
、
あ

く
ま
で
本
多
自
身
が
意
図
的
に
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
多
の

側
か
ら
は
清
顕
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
距
離
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
清

顕
に
心
情
を
示
す
こ
と
を
強
制
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
友
人
と
し
て

秘
密
を
打
ち
明
け
ら
れ
れ
ば
そ
れ
を
喜
ん
で
い
る
。
ま
た
、
秘
密
を

打
ち
明
け
る
こ
と
は
、
清
顕
側
か
ら
自
然
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

清
顕
は
幼
な
じ
み
の
聡
子
と
の
恋
愛
に
お
い
て
、
一
人
の
情
熱
的

な
青
年
へ
と
変
貌
し
て
い
く
が
、
そ
の
清
顕
に
つ
い
て
も
、
本
多
は

そ
の
変
化
の
過
程
を
輿
味
深
く
見
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
本
多
の
距

離
の
置
き
方
は
ま
さ
に
観
察
者
で
あ
り
、
清
顕
に
対
し
て
は
〈
審
美

的
な
見
物
人
〉
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
多
は
た
だ
観
察
す
る
ば
か
り
で
清
顕
に
対
し
て
何
の
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働
き
か
け
も
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
聡
子
と
の
恋
愛
に
お

い
て
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
状
態
に
陥
っ
て
い
く
清
顕
に
対
し
て
、
本
多

は
様
々
な
支
援
を
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
多
の
言
う
と
こ
ろ

の
『
歴
史
に
関
は
ら
う
と
す
る
意
志
』
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
『
春
の
雪
』
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
、
本
多
は
清
顕
か

ら
夢
日
記
を
託
さ
れ
、
さ
ら
に
、
清
顕
の
「
又
、
会
ふ
ぜ
。
き
っ
と

会
ふ
。
滝
の
下
で
」
と
い
う
言
葉
を
聞
く
。
こ
の
二
点
に
よ
っ
て
、

最
終
巻
『
天
人
五
衰
』
に
い
た
る
ま
で
の
本
多
の
、
転
生
の
認
識
者

と
し
て
の
役
割
が
決
定
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
本
多

の
問
題
は
、
認
識
者
と
し
て
の
役
割
と
『
歴
史
に
関
は
ら
う
と
す
る

意
志
』
と
い
う
相
反
す
る
ふ
た
つ
の
点
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

（
二
）
飯
沼
勲
と
本
多
繁
邦

第
二
巻
『
奔
馬
』
の
主
人
公
は
飯
沼
勲
で
あ
る
。
清
顕
が
「
優
雅
」

に
殉
じ
た
人
間
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
勲
は
「
純
粋
」
に
殉
じ
た
人
間

で
あ
る
。
勲
の
行
動
の
根
本
に
は
「
純
粋
」
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ

は
常
に
死
に
通
じ
て
い
る
。
勲
に
と
っ
て
そ
の
「
純
粋
」
は
最
終
的

に
は
、
自
刃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
う
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
勲
は

同
志
の
友
人
た
ち
と
と
も
に
有
力
資
本
家
た
ち
の
暗
殺
を
計
画
す
る

が
、
こ
の
計
画
は
国
を
憂
う
正
義
感
に
由
来
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、

勲
が
自
ら
の
「
純
粋
」
を
通
す
た
め
の
罪
だ
と
言
え
る
。
勲
は
国
の

未
来
の
た
め
に
死
ぬ
の
で
は
な
く
、
「
純
粋
」
に
死
ぬ
た
め
に
国
の

未
来
と
い
う
大
義
名
分
を
必
要
と
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
勲
の
外
観
は
清
顕
と
は
全
く
異
な
る
。
し
か
し
二
人

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
が
若
さ
の
化
身
と
な
っ
て
い
る
点
、
そ
の
特

性
が
本
当
に
「
一
回
的
な
も
の
」
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い

る
。
こ
れ
は
転
生
を
認
識
す
る
者
で
あ
る
本
多
に
と
っ
て
、
そ
の
対

象
と
な
る
行
為
を
成
す
者
と
し
て
の
同
一
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
勲
に
対
し
て
本
多
の
取
っ
た
行
動
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
第
二
巻
『
奔
馬
』
に
お
い
て
、
本
多
は
年
齢
三
十
八
歳
、

大
阪
控
訴
院
判
事
と
し
て
登
場
し
、
決
起
失
敗
後
は
弁
護
士
に
転
じ
、

勲
の
弁
護
人
と
な
る
。

勲
と
出
会
い
、
三
光
の
滝
の
下
で
勲
の
左
の
脇
腹
に
清
顕
と
同
じ

三
つ
の
小
さ
な
黒
子
を
見
つ
け
た
時
か
ら
、
『
春
の
雪
』
に
お
い
て

付
さ
れ
た
転
生
の
認
識
者
と
し
て
の
役
割
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
d

本
多
に
と
っ
て
勲
は
〈
顔
つ
き
も
肌
の
色
も
ま
る
で
ち
が
つ
て

ゐ
る
の
に
、
そ
の
存
在
の
形
そ
の
も
の
が
正
し
く
清
顕
そ
の
人
〉
な

の
で
あ
る
。
本
多
は
勲
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
、
清
顕
の
転
生

に
つ
い
て
考
え
は
じ
め
る
。
初
め
、
本
多
が
勲
を
清
顕
の
転
生
だ
と

見
な
す
こ
と
に
確
信
が
持
て
ず
に
い
る
が
、
後
に
、
清
顕
の
夢
日
記

の
記
述
が
本
多
の
目
前
で
実
現
さ
れ
る
に
当
た
っ
て
、
清
顕
の
勲
ヘ
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の
転
生
は
、
本
多
に
と
っ
て
事
実
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
本
多
は
一
回
目
の
転
生
を
目
の
当
た
り
に
す
る
わ
け
だ

が
、
こ
こ
で
は
本
多
に
と
っ
て
こ
の
転
生
は
ま
だ
「
清
顕
の
生
ま
れ

変
わ
り
」
の
域
を
出
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
多
は
転
生
そ

の
も
の
の
意
味
を
考
え
、
群
が
る
謎
に
惑
う
も
の
の
、
清
顕
が
蘇
っ

た
と
い
う
点
の
方
に
注
意
を
惹
か
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
ら
だ
。
本

多
は
自
分
の
人
生
に
つ
い
て
〈
清
顕
の
生
は
本
多
の
生
の
意
味
を
代

表
し
、
本
多
が
咲
か
せ
る
筈
の
な
い
花
を
成
就
し
た
〉
と
感
じ
て
い

る
。
故
に
、
勲
を
通
じ
て
の
清
顕
へ
の
こ
だ
わ
り
は
当
然
の
も
の
だ

ろ
う
。
本
多
が
実
際
に
勲
と
深
く
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、

勲
の
決
起
が
失
敗
し
、
そ
の
弁
護
人
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
こ
で
も
本
多
の
行
動
に
は
清
顕
へ
の
こ
だ
わ
り
が
見
ら
れ
る
。

（註一＿＿）

勲
の
裁
判
に
お
い
て
本
多
が
救
お
う
と
す
る
「
彼
」
は
清
顕
で
あ
り

勲
な
の
で
あ
る
。

裁
判
に
お
い
て
勲
を
弁
護
す
る
た
め
に
本
多
が
取
っ
た
方
法
は
、

後
の
『
天
人
五
衰
』
で
見
ら
れ
る
、
安
永
透
へ
の
教
育
に
通
じ
る
も

の
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
勲
の
持
つ
「
純
粋
」
を

汚
す
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
勲
に
と
っ
て
の
「
純
粋
」
は
清
顕
に
と
っ

て
の
「
優
雅
」
で
あ
る
。
清
顕
の
と
き
に
は
、
彼
が
勅
許
を
侵
し
て

聡
子
と
の
恋
愛
を
貫
く
こ
と
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
故

に
、
本
多
は
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
勲
の
弁
護

に
お
い
て
は
勲
の
「
純
粋
」
を
周
囲
の
大
人
た
ち
が
持
つ
不
純
さ
で

も
っ
て
傷
つ
け
、
壊
す
こ
と
で
勲
を
救
お
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、

本
多
の
努
力
も
虚
し
く
、
裁
判
で
は
極
刑
を
免
れ
る
も
の
の
、
結
局

は
念
願
の
自
刃
を
遂
げ
て
し
ま
う
。

本
多
は
清
顕
に
続
い
て
勲
も
救
う
こ
と
が
出
来
な
い
。
結
局
は
、

勲
と
い
う
行
為
を
成
す
も
の
の
人
生
に
対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
与

え
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
者
が
「
一
回
的
な
」
人
生
を
生
き
、
夭
折

す
る
の
を
見
届
け
る
こ
と
し
か
出
来
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ン
と
本
多
繁
邦

第
三
巻
『
暁
の
寺
』
は
二
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
主
人
公
は
ジ

ソ
・
ジ
ャ
ソ
で
あ
る
。
本
多
と
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
の
関
係
が
詳
し
く
描

か
れ
る
の
は
第
二
部
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
と

本
多
の
関
わ
り
方
は
、
そ
れ
以
前
の
清
顕
や
勲
と
本
多
の
関
わ
り
方

と
は
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
は
や
は
り
本
多
に
よ
っ
て
清
顕
の
転
生
と
認
め
ら

れ
る
の
だ
が
、
清
顕
や
勲
の
と
き
の
よ
う
に
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
そ
の

人
の
特
性
が
全
面
に
押
し
出
さ
れ
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
の
人
生
に
本
多

が
翻
弄
さ
れ
る
と
い
う
関
係
で
は
な
い
。
『
暁
の
寺
』
に
お
け
る
本

多
は
、
過
去
の
経
験
か
ら
転
生
の
存
在
、
転
生
す
る
者
の
生
に
対
し

て
の
自
分
の
無
力
さ
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
た
め
に
観
察
者
に
徹

す
る
こ
と
に
な
り
、
ジ
ン
・
ジ
ャ
ソ
と
の
関
係
は
、
ま
さ
に
見
る
者

と
見
ら
れ
る
者
な
の
で
あ
る
。
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本
多
は
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
に
転
生
の
証
拠
と
し
て
の
黒
子
が
あ
る
か

な
い
か
を
見
届
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
黒
子
の
存
在
は
、
物
語
の

最
後
の
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
と
久
松
慶
子
の
睦
み
合
い
を
本
多
が
覗
く
場

面
ま
で
は
っ
き
り
と
は
現
れ
な
い
。

本
多
は
、
清
顕
の
人
生
を
見
て
い
る
と
き
に
は
未
だ
転
生
そ
の
も

の
を
認
識
し
て
い
な
い
。
勲
の
と
き
に
は
、
彼
が
清
顕
の
転
生
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
事
実
は
本
多
を

含
む
一
般
の
理
性
の
法
則
と
は
違
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
人
目
か
ら

隠
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
は
本
多

一
人
が
認
識
す
る
も
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
の
転

生
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
認
識
す
る
こ
と
自
体
が
本
多
に
と
っ
て
快

楽
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
多
は
清
顕
と
勲
の
と
き
に
は
自
覚

な
し
に
転
生
の
認
識
者
と
い
う
自
覚
を
果
た
し
て
い
た
が
、
こ
の
巻

で
は
認
識
者
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
そ
の
役
割
に
自
ら
の

快
楽
を
見
出
し
、
実
行
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
本
多
が
見
た
い
と
望
む
も
の
は
〈
存
在
の
純
粋
な
姿
〉
と
し

て
の
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
「
覗
き
」
と
い
う
方
法

で
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
と
自
分
を
隔
離
し
、
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
で
あ
る
。
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
が
本
多
の
視

線
に
気
づ
い
た
時
点
で
そ
の
存
在
の
純
粋
さ
は
損
な
わ
れ
る
、
と
本

多
は
考
え
る
か
ら
だ
。
と
こ
ろ
が
、
本
多
の
見
た
い
〈
存
在
の
純
粋

な
姿
〉
と
し
て
の
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
と
は
す
な
わ
ち
本
多
の
認
識
の
範

ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
は
、
本
多
の
認
識
の
範
囲
内
の
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
で
し

か
な
い
。
自
分
の
認
識
の
範
囲
外
の
も
の
を
見
る
こ
と
は
不
可
能
な

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
多
が
本
当
に
見
た
い
と
思
う
も
の
と
世

界
を
共
有
す
る
か
ぎ
り
、
本
多
が
見
た
い
も
の
は
見
る
こ
と
が
出
来

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
と
共
有
す
る
世

界
か
ら
本
多
が
い
な
く
な
れ
ば
よ
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
本

多
の
死
を
意
味
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
本
多
は
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
の
左
の
脇
に
三
つ
の
黒
子
を

見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
本
多
は
自
分
の
不

死
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
。
何
故
な
ら
三
つ
の
黒
子
は
転
生
の
証
で

あ
り
、
転
生
は
本
多
に
と
っ
て
何
の
干
渉
も
参
与
も
で
き
な
い
不
可

能
の
も
の
の
は
ず
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

（
四
）
安
永
透
と
本
多
繁
邦

最
終
巻
『
天
人
五
衰
』
の
主
人
公
は
十
六
歳
の
少
年
安
永
透
で
あ

る
。
対
す
る
本
多
繁
邦
は
七
十
六
歳
の
老
人
と
し
て
登
場
す
る
。
安

永
透
は
、
転
生
の
証
拠
と
さ
れ
て
き
た
―
―
―
つ
の
黒
子
も
備
え
て
い
る

し
、
年
齢
も
あ
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
容
姿
も
美
し
く
、
一
見
し
て

今
ま
で
の
主
人
公
た
ち
に
続
く
転
生
で
あ
る
こ
と
の
要
件
を
充
た
し

て
い
る
。
し
か
し
、
今
ま
で
の
三
巻
に
お
け
る
主
人
公
た
ち
に
は
見

ら
れ
な
い
違
和
感
が
存
在
す
る
。
こ
の
違
和
感
は
、
透
と
い
う
人
物

囲
外
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
実
際
に
本
多
が
覗
き
見
る
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が
備
え
て
い
る
性
質
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

透
の
持
つ
違
和
感
の
原
因
は
三
点
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
一
点

目
は
、
そ
の
転
生
が
『
春
の
雪
』
か
ら
『
暁
の
寺
』
に
至
る
ま
で
の

あ
い
だ
に
予
告
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
二
点
目
は
、
透
自
身

が
本
多
よ
り
指
摘
さ
れ
る
よ
り
先
に
三
つ
の
黒
子
の
存
在
に
気
づ
い

て
お
り
、
そ
れ
が
〈
「
選
ば
れ
た
者
」
の
し
る
し
〉
だ
と
考
え
て
い

る
点
で
あ
る
。
三
点
目
は
、
本
多
自
身
が
自
分
自
身
に
似
す
ぎ
て
い

る
と
い
う
理
由
で
初
め
か
ら
透
に
贋
物
性
を
感
じ
て
い
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
多
は
透
を
疑
い
つ
つ
も
あ
え
て
転
生
の
候
補
者

と
し
て
養
子
に
迎
え
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
本
多
は
そ
れ

ま
で
と
は
違
い
、
〈
認
識
者
の
目
で
覗
き
穴
か
ら
覗
い
て
い
る
〉
の

で
は
な
く
〈
明
る
い
公
明
正
大
な
窓
辺
に
立
つ
て
、
自
ら
の
意
識
が

命
じ
た
と
ほ
り
に
動
く
さ
ま
を
、
片
や
心
の
中
で
自
ら
演
じ
、
片
や

全
能
の
力
で
指
揮
し
て
〉
い
く
と
い
う
積
極
的
な
態
度
に
で
て
い
る
。

こ
れ
は
、
転
生
と
い
う
自
分
に
と
っ
て
は
不
可
能
の
現
象
へ
の
介
入

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
透
を
養
子
に
迎
え
た
本
多
は
、
透
に
種
々
の
教
育
を
施
し

て
い
く
。
こ
の
教
育
方
針
は
、
透
に
は
〈
生
の
絶
頂
で
時
を
止
め
る

と
い
ふ
至
福
＞
を
許
さ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
に
よ
っ

て
教
育
が
施
さ
れ
て
い
く
過
程
で
の
透
の
行
動
に
は
、
過
去
の
三
人

の
主
人
公
た
ち
の
行
動
を
祐
彿
さ
せ
る
も
の
が
見
受
け
ら
れ
る
。

清
顕
と
透
で
は
、
清
顕
が
自
分
の
美
し
い
手
を
生
涯
汚
す
ま
い
と

し
て
い
た
こ
と
、
若
さ
故
の
偲
傲
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
通
じ
る
。

ま
た
、
百
子
と
透
の
関
係
は
聡
子
と
清
顕
の
恋
愛
を
思
い
起
こ
さ
せ

る
。
ま
た
、
汀
と
透
と
の
肉
体
の
快
楽
を
求
め
る
関
係
は
ジ
ソ
・
ジ
ャ

ソ
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
透
の
本
多
に
対
す

る
破
壊
行
動
は
勲
の
蔵
原
暗
殺
に
重
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
現

象
に
お
い
て
前
の
三
人
は
無
垢
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
さ
に
生

の
絶
頂
で
時
を
止
め
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
に
対
し
、
透
の
行
動
は

無
垢
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
加
え
て
、
本
多
自
ら
が
過
去
の
三
人

と
同
じ
結
果
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
、
対
応
の
仕
方
を
教
え

込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

結
果
と
し
て
、
透
は
満
二
十
一
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
て
も
死
ぬ
こ

と
は
な
い
。
本
多
に
と
っ
て
こ
の
こ
と
は
、
透
は
清
顕
か
ら
続
く
転

生
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
本
物
の
転
生
の

若
者
を
捜
し
出
そ
う
と
い
う
気
力
を
奪
っ
た
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま

で
の
生
涯
を
費
や
し
て
見
届
け
て
き
た
三
代
に
渡
る
転
生
を
も
奪
っ

て
い
っ
た
。
こ
れ
は
転
生
の
認
識
者
で
あ
る
と
い
う
役
目
を
自
覚
し

て
い
た
本
多
に
と
っ
て
は
自
己
の
存
在
意
義
を
失
う
に
等
し
い
こ
と

だ
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
『
天
人
五
衰
』
の
最
後
の
場
面
に
お
い
て
、

月
修
寺
の
門
跡
と
な
っ
て
い
る
聡
子
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
本
多
に
と
っ

て
は
す
べ
て
の
始
ま
り
で
あ
る
清
顕
の
存
在
さ
え
否
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
本
多
の
見
て
き
た
も
の
は
す
べ
て
否
定
さ
れ
、

無
に
返
る
と
い
う
結
果
で
物
語
は
終
わ
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
一
に
お
い
て
本
多
繁
邦
と
各
巻
の
主
人
公
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
見
て
み
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

本
多
自
身
と
転
生
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

（
一
）
転
生
の
認
識
者
と
し
て
の
役
割

『
豊
饒
の
海
』
が
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
典
拠
と
し
た
夢
と
転

生
の
物
語
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
第
一
巻
の
後
註
で
明
示
さ
れ
て
い

る。
『
春
の
雪
』
か
ら
始
ま
る
『
豊
饒
の
海
』
全
四
巻
は
、
各
巻
の
物

語
の
あ
い
だ
の
時
間
が
、
転
生
の
仕
組
み
の
都
合
上
、
十
八
年
ほ
ど

空
い
て
い
る
。
ま
た
、
四
人
の
主
人
公
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
特
性
を
持
っ

て
お
り
、
こ
の
四
人
を
清
顕
↓
勲
↓
ジ
ン
・
ジ
ャ
ソ
↓
透
と
い
う
よ

う
に
通
時
的
に
ま
と
め
て
い
る
の
が
本
多
繁
邦
と
い
う
存
在
で
あ
る
。

こ
の
点
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
の
転
生
を
認
識
し
、
同
定
す

る
こ
と
で
四
つ
の
物
語
を
ひ
と
つ
に
ま
と
め
る
と
い
う
役
割
が
本
多

に
課
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
逆
に
言
え
ば
転
生

を
認
識
し
て
い
る
の
は
本
多
た
だ
一
人
だ
け
で
あ
り
、
本
多
と
い
う

認
識
者
が
い
な
け
れ
ば
、
『
豊
饒
の
海
』
は
単
な
る
オ
ム
ニ
バ
ス
小

説
に
な
っ
て
し
ま
う
。
全
体
が
ひ
と
つ
の
物
語
と
し
て
成
り
立
つ
に

は
本
多
の
認
識
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
転
生
を
認
識
し
、

二
、
本
多
繁
邦
の
認
識
の
物
語
と
し
て
の
『
豊
饒
の
海
』

そ
れ
ぞ
れ
の
主
人
公
が
前
の
人
物
の
転
生
で
あ
る
と
同
定
す
る
の
が

本
多
一
人
で
あ
る
と
い
う
仕
掛
け
は
、
『
天
人
五
衰
』
の
最
後
に
お

い
て
、
す
べ
て
の
転
生
は
本
多
の
認
識
の
世
界
の
産
物
で
し
か
な
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
い
う
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
本
多
に
と
っ
て
の
転
生

で
は
、
『
天
人
五
衰
』
の
最
後
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
転
生
は
本

多
の
認
識
の
世
界
の
産
物
で
し
か
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
結
果
を
受
け
て
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
仮
定
す
る
と
、
本
多
に

と
っ
て
転
生
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

一
で
見
た
よ
う
に
本
多
と
各
巻
の
主
人
公
と
の
関
わ
り
を
見
て
い

く
と
、
転
生
の
認
識
者
と
し
て
の
本
多
の
行
動
や
主
人
公
に
対
す
る

態
度
に
は
あ
る
流
れ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
転
生
者
で
あ

る
主
人
公
へ
の
漠
然
と
し
た
憧
れ
」
↓
「
転
生
が
存
在
す
る
こ
と
に

つ
い
て
の
認
識
」
↓
「
認
識
し
た
転
生
に
つ
い
て
の
観
察
、
認
識
者

と
し
て
の
自
意
識
を
持
つ
」
↓
「
経
験
か
ら
蓄
積
さ
れ
た
知
識
の
実

践
、
あ
る
い
は
転
生
者
と
自
己
に
対
す
る
実
験
」
と
い
う
流
れ
で
あ

る
。
そ
し
て
こ
の
流
れ
は
、
各
巻
の
主
人
公
と
の
関
わ
り
に
対
応
す

る。
『
春
の
雪
』
に
お
い
て
、
清
顕
に
対
す
る
本
多
の
態
度
は
す
で
に

観
察
者
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
述
べ
た
が
、
し
か
し
、
未
だ
転
生
や

自
己
の
役
割
に
つ
い
て
の
認
識
や
自
覚
と
い
っ
た
も
の
は
な
い
。
そ
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れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
清
顕
す
な
わ
ち
転
生
す
る
者
の
生
に
対
す
る

憧
れ
の
よ
う
な
感
情
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
後
に
続
く
本
多

と
転
生
者
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
本
多
の
行
動
の
根
本
に
あ
る
も
の

だ
と
言
え
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本
多
は
物
語
中
に
お
い
て
清

顕
の
模
倣
を
試
み
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
聡
子
を
清
顕
の
待
っ

別
荘
へ
連
れ
て
い
く
た
め
の
自
動
車
を
友
人
か
ら
借
り
る
交
渉
を
す

る
場
面
で
は
、
好
い
た
女
と
の
密
会
の
た
め
に
友
人
か
ら
密
か
に
車

を
借
り
る
青
年
の
役
を
演
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
〈
十
九
歳
の
青

年
が
誰
し
も
手
に
入
れ
た
い
と
望
ん
で
い
る
ロ
マ
ソ
チ
ッ
ク
な
名
声

を
、
清
顕
の
お
か
げ
で
手
に
入
れ
る
筈
〉
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
本

多
に
と
っ
て
〈
ロ
マ
ソ
チ
ッ
ク
な
名
声
〉
を
手
に
入
れ
た
青
年
と
は
、

清
顕
に
重
な
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
『
春
の
雪
』
の
最
後
の
場
面
に

お
い
て
、
苦
し
む
清
顕
の
表
情
に
〈
何
か
こ
の
世
の
極
み
で
、
見
て

は
な
ら
な
い
も
の
を
見
た
歓
喜
の
表
情
＞
を
読
み
取
り
、
そ
れ
に
対

し
て
〈
嫉
妬
〉
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
奔
馬
』
で
は
勲
を
清
顕
の
転
生
と
認
め
る
が
、
そ
の
事
実
に
振

り
回
さ
れ
て
い
る
。
転
生
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
に
お
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
勲
に
清
顕
を
重
ね
つ
つ
行
動
を
起
こ
す
が
、
や
は
り
救
え

な
い
の
で
あ
る
。

『
暁
の
寺
』
で
は
、
第
一
部
に
お
い
て
本
多
は
「
阿
頼
耶
識
」
理

論
の
研
究
や
印
度
の
ベ
ナ
レ
ス
に
お
け
る
体
験
を
通
じ
て
、
転
生
に

つ
い
て
の
一
応
の
解
答
を
得
る
。
そ
し
て
、
第
二
部
で
は
転
生
の
認

識
者
と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
、
と
に
か
く
ひ
た
す
ら
「
見
る
」
こ
と

に
執
着
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
本
多
が
望
ん
で
い
る
の
は
「
転

生
の
す
べ
て
を
見
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
る
。
こ
れ
に
は
本
多

の
認
識
の
範
囲
外
の
こ
と
も
含
ま
れ
る
の
だ
が
、
「
見
た
、
分
か
っ

た
1
1
認
識
し
た
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
認
識
の
範
囲
外
の
こ
と
を

知
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
に
黒
子
を
見

つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
こ
と
に
よ
り
、
本
多
に
と
っ
て
不
可
能
の
現

象
で
あ
る
は
ず
の
転
生
が
、
本
多
に
自
信
の
不
死
を
信
じ
さ
せ
る
、

つ
ま
り
不
可
能
が
可
能
に
な
る
も
の
と
信
じ
さ
せ
る
に
い
た
る
の
で

あ
る
。そ

し
て
『
天
人
五
衰
』
に
お
け
る
本
多
は
、
観
察
者
と
い
う
よ
り

む
し
ろ
所
謂
マ
ッ
ド
サ
イ
エ
ン
テ
ィ
ス
ト
の
よ
う
で
あ
る
と
言
え
る
。

本
多
の
安
永
透
へ
の
教
育
は
、
ま
さ
に
実
験
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

透
は
、
転
生
者
の
外
形
と
極
め
て
本
多
自
身
に
似
た
内
面
を
備
え
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
本
多
は
透
を
贋
物
す
な
わ
ち
転
生
者
で
は
な

い
と
疑
う
が
、
養
子
と
し
て
引
き
取
り
教
育
を
施
す
。
こ
こ
に
本
多

の
ジ
レ
ソ
マ
が
読
み
取
れ
る
。
本
多
は
こ
こ
ま
で
に
、
そ
の
経
験
に

よ
っ
て
自
分
が
転
生
者
に
は
決
し
て
な
れ
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い

る
。
そ
れ
な
の
に
透
は
、
自
分
と
極
め
て
似
た
内
面
を
持
っ
て
い
な

が
ら
、
か
つ
転
生
者
の
資
格
を
備
え
る
者
な
の
で
あ
る
。
本
多
が
施

し
た
教
育
は
、
転
生
者
と
し
て
死
な
な
い
た
め
の
教
育
で
あ
る
。
透

が
真
に
清
顕
か
ら
続
く
転
生
で
あ
る
の
か
、
自
分
と
極
め
て
似
た
内
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面
を
持
ち
な
が
ら
転
生
者
に
な
り
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
本

多
に
と
っ
て
は
不
可
能
の
現
象
で
あ
る
「
転
生
」
へ
の
挑
戦
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
本
多
に
と
っ
て
転
生
と
は
、
決
し
て

自
分
が
立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
な
い
理
想
の
世
界
で
あ
る
だ
ろ
う
。

本
多
は
清
顕
、
勲
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
の
―
―
一
人
と
係
わ
る
な
か
で
、
こ

の
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
に
持
っ
て
い
る
特
性
に
魅
力
を
感
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
清
顕
が
「
優
雅
」
、
勲
が
「
純
粋
」
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
が

「
肉
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
本
多
の
理
想

像
の
具
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
三
）
本
多
が
転
生
者
に
な
り
え
る
可
能
性

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
転
生
の
行
為
を
成
す
生
に
惹
か
れ
た
本
多
で

あ
る
が
、
本
多
と
転
生
の
行
為
者
で
あ
る
清
顕
、
勲
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ

ソ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
本
多
が
清
顕
た
ち
転
生
者
の
側
に
移
行
し

う
る
か
ど
う
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
な
い
と
言
え
る
。

『
春
の
雪
』
に
お
い
て
、
本
多
は
〈
そ
の
表
面
に
あ
ら
は
れ
る
と

こ
ろ
で
は
、
官
能
的
な
も
の
は
片
鱗
も
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
時
あ
っ

て
ず
つ
と
奥
処
で
、
火
の
燃
え
さ
か
つ
て
薪
の
鳴
つ
て
ゐ
る
音
が
聞

こ
え
る
や
う
な
感
じ
を
人
に
与
へ
た
〉
青
年
で
あ
る
と
形
容
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
〈
熱
い
闇
に
い
つ
も
惹
か
れ
が
ち
な
心
性
を
も
、
捨

て
る
こ
と
は
で
ぎ
な
か
っ
た
〉
と
も
あ
る
。
清
顕
と
本
多
で
は
〈
同

以
上
の
よ
う
に
、
本
多
繁
邦
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

お
わ
り
に

じ
根
〉
か
ら
出
て
い
る
と
も
評
さ
れ
て
お
り
、
転
生
者
と
本
多
と
は
、

行
為
者
と
観
察
者
と
し
て
全
く
異
質
な
も
の
で
あ
る
と
は
言
い
切
れ

な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
本
多
が
観
察
者
か
ら
行
為
者
へ
移
行
す
る
こ

と
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
理
由
は
、
本
多
は
主
人
公
た
ち
の
よ
う
に

美
し
い
外
見
を
備
え
て
お
ら
ず
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
豊
饒
の
海
』
に
お
い
て
、
転
生
者
と
し
て
の
要
件
は
、
美
し
い

容
姿
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
自
分
自
身
の
行
動
に
つ
い
て
無
垢
で
あ

る
こ
と
、
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
自
分
の
こ
と
に
つ
い
て
「
知
っ
て
い

る
」
本
多
は
転
生
者
に
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
各
巻
の
主
人
公
た
ち
は
一
二
人
と
も
「
一
回
的
」
な
生
を

送
っ
て
い
る
。
そ
の
生
が
象
徴
す
る
も
の
は
違
う
と
は
い
え
、
本
質

は
同
じ
で
あ
る
と
言
え
る
。
何
度
転
生
を
繰
り
返
し
て
も
、
そ
の
時
々

の
生
の
本
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
本
多
の
生
は
転
生

を
認
識
す
る
者
の
生
で
あ
る
。
大
き
な
枠
で
見
れ
ば
、
本
多
も
ま
た

誰
か
の
転
生
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
本
多

の
転
生
の
主
体
が
持
っ
運
命
は
、
認
識
者
と
し
て
の
運
命
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
や
は
り
本
多
は
何
度
転
生
し
て
も
、
転
生

の
認
識
者
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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註
一
…
認
識
者
で
あ
る
本
多
繁
邦
に
対
し
て
、
認
識
の
対
象
と
な
る

登
場
人
物
の
こ
と
。

野
口
武
彦
「
輪
廻
転
生
の
パ
ラ
ド
ク
ス
ー
『
豊
饒
の
海
』
に
お

け
る
行
為
者
と
認
識
者
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
「
国
文
学
」
第
三
十

五
巻
四
号
、
平
成
二
年
、
学
燈
社
）
に
お
け
る
記
述
に
倣
っ
た
。

註 こ
の
作
品
に
は
清
顕
、
勲
、
ジ
ソ
・
ジ
ャ
ソ
と
い
っ
た
〈
生
の
絶

頂
で
時
を
止
め
る
〉
こ
と
が
で
き
る
人
間
と
、
そ
う
で
な
い
人
間
が

登
場
す
る
。
本
多
は
〈
「
時
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
〉
人

間
で
あ
る
。
自
分
の
宿
命
に
納
得
は
し
て
い
る
も
の
の
、
生
の
絶
頂

で
時
を
止
め
る
と
い
う
生
に
対
す
る
憧
憬
は
強
い
。
自
分
に
は
不
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
よ
け
い
に
そ
の

憧
れ
は
強
い
の
で
あ
る
。

本
多
は
清
顕
か
ら
始
ま
る
転
生
に
と
ら
わ
れ
つ
づ
け
、
転
生
の
認

識
者
と
し
て
の
生
に
翻
弄
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
『
豊
饒
の
海
』

と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
「
月
の
海
の
―
つ
の
ラ
テ
ソ
名
」
の
邦
訳
で
あ

（
註
四
）

る
そ
う
だ
が
、
月
面
の
荒
涼
と
し
た
様
子
は
、
「
豊
饒
」
と
い
う
名

前
に
も
係
わ
ら
ず
実
際
に
は
水
も
空
気
も
な
い
不
毛
の
海
で
あ
り
、

作
品
の
最
後
と
よ
く
重
な
る
の
で
あ
る
。

こ。t
 

一
九
七
三
年
）
四

一
九
七
三
年
）
四

註
二
…
三
島
由
紀
夫
全
集
第
十
八
巻
（
新
潮
社
、

一
三
頁
参
照

註
三
…
三
島
由
紀
夫
全
集
第
十
八
巻
（
新
潮
社
、

三
九
頁
参
照

註
四
…
『
春
の
雪
』
後
註
よ
り

〇
原
典

・
「
春
の
雪
」
ー
ー
ー
「
豊
饒
の
海
」
第
一
巻
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第

十
八
巻
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
）

・
「
奔
馬
」
ー
ー
|
「
豊
饒
の
海
」
第
二
巻
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第

十
八
巻
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
）

・
「
暁
の
寺
」
ー
「
豊
饒
の
海
」
第
三
巻
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第

十
九
巻
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
）

・
「
天
人
五
衰
」
ー
「
豊
饒
の
海
」
第
四
巻
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第

十
九
巻
、
新
潮
社
、
一
九
七
三
年
）

〇
参
考
文
献

口
単
行
本

・
「
『
豊
饒
の
海
』
論
」
（
渡
辺
広
士
、
審
美
社
、
一
九
七
二
年
）

・
「
三
島
由
紀
夫
『
豊
饒
の
海
』
論
」
（
到
馬
勝
淑
、
海
風
社
、

一
九
八
八
年
）

・
「
三
好
行
雄
著
作
集
第
四
巻
近
現
代
の
作
家
た
ち
」
（
三

好
行
雄
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
）

・
「
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
⑳
三
島
由
紀
夫
」
（
田
中
美
代
子
、
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一
九
八

0
年）

一
九
九

角
川
書
店
、

口
雑
誌
掲
載
論
文

・
「
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
「
転
生
」
ー
妄
想
の
子
供
た
ち

一
九
九
五
年
）

|」
（
有
元
伸
子
、
「
日
本
文
学
」
四
十
四
号
、

・
「
輪
廻
転
生
の
パ
ラ
ド
ク
ス
ー
『
豊
饒
の
海
』
に
お
け
る
行

為
者
と
認
識
者
を
め
ぐ
っ
て
—
'
」

（
野
口
武
彦
、
「
国
文
字
」
第
三
十
五
巻
四
号
、
平
成
二

年
、
学
燈
社
）

・
「
『
豊
饒
の
海
』
ー
物
語
の
構
造
」

（
若
森
栄
樹
、
「
国
文
学
」
第
三
十
八
巻
五
号
、
一
九
九

三
年
）

・
「
繰
り
返
さ
れ
る
欲
望
の
形
ー
『
豊
饒
の
海
』
読
解
の
試
み

|」

（
加
藤
裕
子
、
「
南
山
国
文
論
集
」
第
十
八
号
、

五
年
）

□

そ
の
他

・
「
春
の
雪
」
に
つ
い
て
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第
三
十
四
巻
、

新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）

・
「
豊
饒
の
海
」
に
つ
い
て
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第
三
十
四
巻

二
十
四
頁
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）

・
「
豊
饒
の
海
」
に
つ
い
て
（
三
島
由
紀
夫
全
集
第
三
十
四
巻

五
十
一
頁
、
新
潮
社
、
一
九
七
六
年
）

・
文
庫
版
『
春
の
雪
』
解
説
（
佐
伯
彰
一
、
新
潮
文
庫
、

七
七
年
）

・
文
庫
版
『
奔
馬
』
解
説
（
村
松
剛
、
新
潮
文
庫
、
一
九
七

七
年
）

・
文
庫
版
『
暁
の
寺
』
解
説
（
森
川
達
也
、
新
潮
文
庫
、
一
九

七
七
年
）

・
文
庫
版
『
天
人
五
衰
』
解
説
（
田
中
美
代
子
、
新
潮
文
庫
、

一
九
七
七
年
）

・
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
77
、
岩
波
書

店
、
一
九
六
四
年
）

一
九

-49-




