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芥
川
作
品
の
語
り
出
さ
れ
る

｜
｜
「
秋
」
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

〈
場
所
〉

西
山

康

ル
リ
ン
ク
も
知
慧
や
運
命
を
知
ら
な
か
っ
た
。

我
々
は
我
々
自
身
さ
へ
知
ら
な
い
。
況
や
我
々
の
知
っ
た
こ
と
を
行
に
移
す
の
は
困
難
で
あ
る
。
「
知
慧
と
運
命
」
を
書
い
た
メ
エ
テ

1 

｜
｜
芥
川
龍
之
介
「
保
儒
の
言
葉
」
よ
り

と
も
あ
る
意
味
で
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
が
、

我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
「
我
々
自
身
」
を
知
り
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
が
自
ら
の
〈
主
体
〉
を
ど
の
よ
う
に
し
て
見
出
す
の
か

で
あ
り
、

た
だ
し
か
し
、

だ
と
す
れ
ば
そ
れ
は
各
個
人
が
自
分
の
中
に
何
ら
か
の
〈
実
体
〉
を
想
定
し
見
出
す
行
為
な
の

ど
ん
な
〈
主
体
〉
も
他
者
と
の
共
有
を
前
提
と
し
た
社
会
的
分
節
・
価
値

そ
の
見
出
き
れ
方
も
様
々
で
あ
ろ
う
。

付
け
の
中
に
自
己
を
曝
す
こ
と
な
し
に
は
、
何
ら
か
の
明
確
な
形
を
持
っ
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、そ
れ
は
そ
の
人
が
生

き
る
解
釈
共
同
体
の
他
者
と
の
関
係
の
中
で
分
節
化
さ
れ
価
値
付
け
ら
れ
た
一
つ
の
〈
物
語
〉
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
う
し
た
自
己
像
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を
自
分
の
も
の
と
し
て
確
信
し
引
き
受
け
よ
う
と
し
た
時
、

は
じ
め
て
〈
主
体
〉
性
は
獲
得
さ
れ
る
の
だ
。

(2
) 

少
な
く
と
も
芥
川
龍
之
介
の
中
期
の
作
品
の
「
秋
」
（
『
中
央
公
論
』
大9
・
4

）
に
お
い
て
、
そ
の
主
人
公
で
あ
る
信
子
の
〈
主
体
〉

は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
る
。
か
つ
て
三
好
行
雄
氏
は
「
秋
」
に
つ
い
て
、
現
在
の
研
究
に
お
い

(3
) 

て
も
基
点
と
さ
れ
て
い
る
卓
抜
な
論
を
展
開
し
た
。
三
好
氏
は
そ
れ
ま
で
の
「
俊
吉
と
信
子
の
〈
愛
〉
」
や
そ
の
俊
吉
を
妹
照
子
に
譲
っ
た

信
子
の
「
犠
牲
的
な
結
婚
」
を
読
み
取
る
見
方
に
対
し
て
、
そ
れ
を
「
誤
解
」
と
し
「
誇
張
し
て
い
え
ば
、
俊
吉
と
信
子
の
愛
は
〈
同
窓
た

ち
の
頭
の
中
〉
に
し
か
ま
だ
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
小
説
は
、
そ
れ
以
上
の
愛
の
か
た
ち
を
つ
い
に
描
か
な
い
」
し
、
ま
た
「
信

子
の
文
学
的
才
能
」
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
「
女
流
作
家
の
光
彩
は
、
他
人
の
な
か
の
信
子
像
で
し
か
な
い
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
信

子
は
「
仮
構
の
生
」
を
生
き
て
お
り

こ
の
作
品
は
「
〈
日
常
の
生
〉
に
か
か
わ
る
い
か
な
る
劇
も
、
葛
藤
も
描
か
れ
る
こ
と
な
く
」
そ
の
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結
果
「
『
秋
』
は
、
〈
現
実
〉
を
現
実
自
体
の
重
き
に
お
い
て
描
く
こ
と
を
回
避
し
て
、
現
実
と
作
家
の
一
瞬
の
出
会
い
に
き
ら
め
く
〈
行

情
〉
し
か
描
い
て
い
な
い
。
」
と
、
決
定
的
に
断
じ
た
の
だ
っ
た
。
以
後
研
究
の
中
心
は
三
好
氏
の
論
に
従
う
形
で
進
め
ら
れ
、
「
仮
構
の

(4
)(

5
)(

6
) 

生
」
を
生
き
る
信
子
を
「
主
体
性
の
脆
弱
き
」
や
「
自
省
力
の
欠
乏
」
「
風
俗
の
上
ず
み
を
漂
う
人
間
」
と
批
判
す
る
論
が
多
く
見
ら
れ
る
。

(7
) 

の
存
在
を
見
出
す
も
の
も
幾
つ
か
見
ら
れ
る
。

ま
た
近
年
に
至
っ
て
は
同
時
に
三
好
氏
に
対
す
る
反
論
と
し
て
、
俊
吉
へ
の
信
子
の
〈
愛
〉

が
、
そ
れ
ら
も
結
局
三
好
氏
が
い
う
よ
う
な
、
信
子
に
お
け
る
「
現
実
自
体
の
重
さ
」
｜
｜
信
子
の
真
の
〈
主
体
〉
や
〈
現
実
〉
と
い
っ
た

も
の
を
想
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
は
か
わ
ら
な
い
。

だ
が
そ
れ
ら
自
体
も
実
は
認
識
上
作
ら
れ
た

（
仮
構
き
れ
た
）
概
念
に
過
ぎ

ず
、
そ
う
し
た
概
念
を
無
前
提
に
想
定
す
る
こ
と
は
こ
の
作
品
を
見
て
ゆ
く
上
で
必
ず
し
も
有
効
と
は
言
え
な
い
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
の

作
品
は
「
行
情
」
性
に
の
み
終
始
す
る
も
の
で
も
な
く
（
そ
れ
も
大
き
な
要
奏
で
は
あ
ろ
う
が
）
、
芥
川
の
意
思
は
む
し
ろ
安
易
に
想
定
さ

れ
て
し
ま
う
、

そ
う
し
た
概
念
の
実
在
性
へ
の
根
本
的
な
懐
疑
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
概
念
を
出
来
る
だ
け
実
体
化
せ
ず
に



こ
の
作
品
を
読
ん
だ
時
、
芥
川
の
見
て
い
た
何
か
も
っ
と
別
の
レ
ベ
ル
の

(8
) 

も
く
ろ
み
で
あ
る
。

〈
現
実
〉
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
、
小
論
の

2 

「
秋
」の
冒
頭
に
示
さ
れ
た
「
信
子
は
女
子
大
学
に
ゐ
た
時
か
ら
、
才
媛
の
名
声
を
担
っ
て
ゐ
た
。
彼
女
が
早
晩
作
家
と
し
て
文
壇
に
打

っ
て
出
る
事
は
、
殆
誰
も
疑
は
な
か
っ
た
。
」
と
い
う
信
子
像
は
、
信
子
が
生
き
る
共
同
体
内
の
他
の
者
｜
｜
同
窓
達
を
中
心
と
し
た
人
々

(9
) 

と
の
関
係
の
中
で
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
信
子
自
身
も
そ
こ
に
自
己
の
〈
主
体
〉
を
見
出
し
、
実
際
作
家
志
望
の
従
兄
で
あ
る
俊
吉

と
「
文
学
と
云
ふ
共
通
の
話
題
が
出
来
て
か
ら
は
、
愈
親
し
み
が
増
し
た
ゃ
う
」
に
往
来
し
、
さ
ら
に
は
俊
吉
と
の
結
婚
を
も
他
人
に
「
灰
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か
」
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
信
子
の
〈
主
体
〉
の
成
立
の
背
景
に
は
、
自
分
達
の
間
で
「
才
媛
」
だ
っ
た
者
が
「
作
家
」
に

な
る
の
を
〈
自
然
〉
と
考
え
る
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
よ
う
な
作
家
同
士
の
結
婚
を
理
想
と
す
る
、
信
子
と
同
窓
ら
と
の
解
釈
共
同
体
の
中
で

（
叩
）

共
有
さ
れ
る
解
釈
コ
l

ド
が
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

信
子
と
従
兄
の
聞
が
ら
は
、
勿
論
誰
の
眼
か
ら
見
て
も
、
来
る
べ
き
彼
等
の
結
婚
を
予
想
さ
せ
る
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
同
窓
た
ち
は

彼
女
の
未
来
を
て
ん
で
に
羨
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
し
た
。
殊
に
俊
吉
を
知
ら
な
い
も
の
は
、

滑
稽
と
云
ふ
外
は
な
い
が

一
層
こ
れ
が

甚
し
か
っ
た
。
信
子
も
亦
一
方
で
は
彼
等
の
推
測
を
打
ち
消
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
そ
の
確
な
事
を
そ
れ
と
な
く
故
意
に
灰
か
せ
た
り

し
た
。
従
っ
て
同
窓
た
ち
の
頭
の
中
に
は
、
彼
等
が
学
校
を
出
る
ま
で
の
問
に
、
何
時
か
彼
女
と
俊
吉
と
の
姿
が
、
恰
も
新
婦
新
郎
の

写
真
の
如
く

一
し
ょ
に
は
っ
き
り
焼
き
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
。

「
俊
吉
を
知
ら
な
い
も
の
」
ま
で
が
「
彼
等
の
結
婚
を
予
想
」
し
そ
れ
を
一
層
甚
し
く
「
羨
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
」
す
る
、
あ
る
い
は
ま



だ
結
婚
し
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
同
窓
た
ち
の
頭
の
中
に
は

（
中
略
）
彼
女
と
俊
吉
と
の
姿
が
、
恰
も
新
婦
新
郎
の
写
真
の
如
く

一
し
ょ
に
は
っ
き
り
焼
き
つ
け
ら
れ
」
る
に
は
、
明
ら
か
に
何
ら
か
の
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
理
想
的
イ
メ
ー
ジ
が
二
人
に
関
係
な
く
先
行
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
こ
こ
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
同
窓
ら
と
の
共
同
作
業
に
よ
り
一
連
の
〈
物
語
〉
と
し
て
紡
ぎ
だ
さ
れ
た

信
子
の

〈
主
体
〉の
成
立
過
程
で
あ
る
と
同
時
に
、
言
説
の
反
復
性
が
コ
ー
ド
化
さ
れ
存
在
自
体
に
取
っ
て
代
わ
る

（
〈
実
体
〉
性
を
獲
得

す
る
・
〈
真
実
〉
視
き
れ
る
）
こ
と
に
よ
り
、
誰
も
が
直
接
知
ら
な
く
て
も
知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
｜
｜
語

り
手
の
言
う
「
滑
稽
と
云
ふ
外
は
な
い
」
〈
現
実
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
成
立
過
程
と
も
い
え
よ
う
。

で
は
こ
う
し
た
同
窓
ら
の
「
予
期
に
反
し
」
た
と
い
う
信
子
の
結
婚
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
学
校
を
卒
業
し
た
信
子
は

「
創
作
を
始
め
る
前
に
、
ま
づ
世
間
の
習
慣
通
り
、
縁
談
か
ら
き
め
て
か
か
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
」
の
だ
が
、」
こ
で
語
り
手
は
「
後
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家
を
立
て
通
し
て
来
た
母
の
手
前
、

き
う
は
我
僅
を
云
は
れ
な
い
、
複
雑
な
事
情
も
な
い
で
は
な
か
っ
た
」
（
傍
線
筆
者
）

表
現
を
用
い
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
可
能
性
で
し
か
な
く
、
そ
れ
を
結
婚
の
理
由
と
断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
常
にと
相い
対（つ
化u 暖
き昧
れな

て
し
ま
い
か
ね
な
い
の
だ
。

だ
が
と
も
か
く
こ
う
し
た
信
子
の
結
婚
は
「
世
間
の
習
慣
通
り
」
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
違
い
な
い
。
そ
の
前

提
と
な
る
「
世
間
」
と
は
、
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
が
何
ら
か
の
解
釈
や
価
値
観
等
の
基
準
を
も
た
ら
す
、

（
ロ
）

体
と
も
い
え
、
そ
の
中
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
秩
序
｜
｜
ま
ず
は
「
縁
談
か
ら
き
め
て
か
か
る
」
と
い
う
「
世
間
の
習
慣
」
に
則
し
て
生
き
る

い
わ
ば
想
像
上
の
解
釈
共
同

」
と
に
よ
り
、
信
子
の

〈
主
体
〉
は
成
立
し
獲
得
さ
れ
る
の
だ
。
ま
た
そ
れ
は
や
は
り
先
の
同
窓
ら
の
聞
と
全
く
別
な
所
に
成
立
し
た
も
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
窓
達
の
信
子
の
こ
の
結
婚
に
対
す
る
「
妙
に
嬉
し
い
感
情
と
、
前
と
は
全
然
違
っ
た
意
味
で
妬
ま
し
い
感
情
が
交
つ

て
い
た
」
と
い
う
反
応
か
ら
も
わ
か
る
し
、
何
よ
り
も
結
婚
後
の
彼
女
の
生
活
が
そ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。

「
身
締
麗
」で
「
上
品
な
」
夫
と
、
「
大
阪
の
郊
外
」の
家
に
二
人
き
り
で

（
親
と
は
別
居
し
て
）
暮
ら
し
、
「
必
晩
飯
後
の
何
時
間
か
は
」



二
人
で
「
一
し
ょ
に
過
」
ご
し
、
「
信
子
は
編
物
の
針
を
動
か
し
な
が
ら
、
近
頃
世
間
に
騒
が
れ
て
ゐ
る
小
説
や
戯
曲
の
話
な
ど
も
し
」
、
そ

れ
に
対
し
て
「
夫
は
晩
酌
の
頬
を
赤
ら
め
た
憧

（
中
略
）
珍
し
き
う
に
耳
を
傾
け
て
」
夕
食
後
の
団
壌
を
楽
し
む
。
こ
の
よ
う
に
「
結
婚

後
彼
是
三
月
ば
か
り
は
、
あ
ら
ゆ
る
新
婚
の
夫
婦
の
如
く
、
彼
等
も
亦
幸
福
な
日
を
送
っ
た
」
の
だ
が
、
こ
の
「
あ
ら
ゆ
る
新
婚
の
夫
婦
の

如
く
」
と
い
う
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
「
世
間
」
と
同
じ
性
質
の
共
有
性
が
こ
こ
に
も
想
定
さ
れ
て
お
り
、

つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
想
定
さ
れ

た
解
釈
共
同
体
に
よ
り
〈
真
実
〉
祝
さ
れ
た
「
幸
福
」
｜
｜
ま
さ
に
こ
の
当
時
の
女
性
雑
誌
等
の
言
説
に
典
型
的
に
表
れ
創
り
上
げ
ら
れ
た

汐
健
全
な
中
流
家
庭
の
趣
味
あ
る
芸
術
的
な
生
活
。
な
ど
と
頻
繁
に
叫
ば
れ
て
い
た
〈
物
語
〉
｜
｜
に
自
己
を
同
一
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ

り
、
安
定
し
た
〈
主
体
〉
を
獲
得
し
て
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る
信
子
の
姿
が
、
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
の
だ
。
信
子
に
と
っ
て
「
近
頃
世
間

に
騒
が
れ
て
ゐ
る
小
説
や
戯
曲
の
話
な
ど
も
し
」
、
ま
た
「
創
作
」
も
行
う
よ
う
な
芸
術
的
生
活
と
、
家
庭
の
主
婦
の
生
活
と
は
矛
盾
す
る
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も
の
で
は
な
く
、

そ
う
し
た
話
を
し
た
り
、
創
作
を
書
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
そ
の
行
為
に
よ
り
、
信
子
は
そ
う
し
た
理
想
的
な
「
幸
福
」
の

〈
物
語
〉
を
自
分
の
も
の
と
し
て
獲
得
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

そ
の
点
に
お
い
て
は
や
は
り
依
然
と
し
て
夫
の
言
う
よ
う
に
「
何
時
ま
で
も
女
学
生
」
的
ー
ー
か
つ
て
の
同
窓
ら
の
中
で
の
価
値
観
を
引

き
ず
っ
て
も
い
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
夫
と
の
対
立
の
原
因
も
あ
る
。
夫
は
信
子
の
家
事
の
失
敗
（
夫
の
襟
を
一
本
残
ら
ず
洗
濯
屋
に
出
し

て
し
ま
っ
た
こ
と
）
を
「
小
説
ば
か
り
書
い
て
ゐ
」
る
せ
い
に
し
て
、
「
創
作
」
と
家
庭
の
主
婦
の
あ
り
方
と
を
相
容
れ
な
い
も
の
と
し
て

ゆ
く
が
、

そ
う
し
た
対
立
の
中
で
い
つ
も
最
終
的
に
問
題
に
な
る
の
は
、
信
子
が
〈
ぺ
ン
を
執
る
こ
と
〉
で
あ
る
。
ま
た
夫
の
不
平
は
「
タ

刊
」
や
「
商
売
向
き
の
雑
誌
」
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
そ
の
正
当
性
の
根
拠
と
し
て
い
る
が
、
結
局
そ
れ
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が

作
り
出
し
た
想
像
上
の
解
釈
共
同
体
の
磁
場
の
下
で
語
ら
れ
る
〈
現
実
〉
で
あ
る
。

つ
ま
り
こ
こ
で
の
二
人
の
対
立
は

お
互
い
が
拠
っ
て

い
る
そ
の
コ

l

ド
の
違
い
で
あ
り
、
そ
こ
で
成
立
す
る
〈
現
実
〉
あ
る
い
は
そ
れ
に
拠
っ
て
い
る
〈
主
体
〉

の
奪
い
合
い
で
あ
る
と
も
い
え
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そ
れ
は
信
子
が
今
ま
で
自
分
が
信
じ
て
き
た
（
あ
る
意
味
で
「
何
時
ま
で
も
女
学
生
」
的
な
）
価
値
や
理
想
を
、そ
れ
ら
を
保
証
す

る
コ

l

ド
と
と
も
に
奪
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
（
「
口
が
利
け
な
く
な
っ
」
て
し
ま
い
、
最
後
に
は
夫
に
対
し
て
と
い
う
よ
り
も

自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
如
く
「
か
す
か
に
繰
返
し
」
「
『
も
う
小
説
な
ん
ぞ
書
き
ま
せ
ん
。
』
と
、
噛
く
や
う
な
声
で
云
つ
」
て
「
畷
泣
き
」

す
る
）
、
信
子
に
と
っ
て
の
〈
主
体
〉
性
の
危
機
で
も
あ
る
の
だ
。

だ
か
ら
こ
の
後
も
夫
の
態
度
が
明
ら
か
に
自
分
の
理
想
と
異
な
る
こ
と
が
続
き
、
信
子
が
自
己
の
〈
主
体
〉
の
正
当
性
を
確
認
・
保
証
し

て
く
れ
る
別
の
存
在
を
密
か
に
求
め
出
す
時
、
過
去
の
良
き
世
界
を
再
び
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
照
子
の
手
紙
が
最
終
的
に
こ
こ
で
要
請
さ

れ
て
く
る
。
信
子
は
そ
の
内
容
の

〈
真
実
〉
性
に
つ
い
て
か
つ
て
一
度
は
疑
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
過
去
の
良
き
世
界
を
何
時
で
も
呼
ぴ
起

こ
し
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
夫
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
在
の
自
分
の
姿
を
「
犠
牲
」
と
い
う
言
葉
で
す
り
替
え
称
揚
し
て
く
れ
る

」
と
に
よ
っ
て

こ
れ
ま
で
の
自
己
の
〈
主
体
〉
を
密
か
に
安
定
し
た
ま
ま
保
ち
続
け
さ
せ
て
く
れ
る
共
同
体
者
と
し
て

（
現
在
の
自
分
の
27 

悲
し
み
を
共
有
し
て
「
一
し
ょ
に
泣
い
て
く
れ
る
」
）
照
子
と
い
う
存
在
を
改
め
て
見
出
し
た
の
だ
。
こ
う
し
て
い
わ
ば
照
子
は
そ
の
手
紙

の
言
葉
に
よ
り
信
子
の
〈
主
体
〉
を
「
照
」
ら
し
出
す
存
在
と
な
り
、
信
子
は
い
つ
の
間
に
か

（
あ
る
い
は
グ
敢
え
て
乙
そ
れ
を
自
己
の

〈
真
の
姿
〉
と
し
て
受
入
れ
「
信
」
じ
込
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
信
子
と
夫
の
関
係
は
も
は
や
以
前
と
は
異
な
り
、
夫
と
の
会
話
は
「
時
間
を
殺
す
事
」
と
な
り
、そ
の
関
係
は
信
子
に
と
っ
て

形
骸
化
さ
れ
て
し
ま
う
。
同
時
に
そ
の
頃
か
ら
月
々
の
雑
誌
に
載
り
だ
し
た
俊
吉
の
小
説
を
読
み
、
今
ま
で
は
「
そ
れ
人
妹
か
ら
の
手
紙
で

知
る
こ
と
｜
｜
筆
者
注
）
以
上
彼
の
事
を
知
り
た
い
と
云
ふ
気
も
起
き
な
か
っ
た
」
信
子
が
「
昔
と
同
じ
」
「
懐
し
き
」
を
覚
え
、
「
彼
女
に

は
し
か
し
気
の
せ
ゐ
か
、
そ
の
軽
快
な
皮
肉
の
後
に
、
何
か
今
ま
で
の
従
兄
に
は
な
い
、
寂
し
き
う
な
捨
鉢
の
調
子
が
潜
ん
で
ゐ
る
や
う
に

思
は
れ
た
。
と
同
時
に
き
う
思
う
事
が
、
後
め
た
い
や
う
な
気
も
し
な
い
で
は
な
」

い
の
で
あ
る
。
語
り
手
は
何
ら
そ
れ
以
上
の
意
味
づ
け



を
し
て
い
な
い
が

こ
こ
で
信
子
は
無
自
覚
の
う
ち
に
そ
の
「
寂
し
き
う
な
捨
鉢
の
調
子
」
の
裏
に
俊
吉
の
自
分
へ
の
〈
愛
〉
を
感
じ
、き

ら
に
「
犠
牲
」
と
い
う
自
己
の
〈
主
体
〉
の
実
在
性
を
感
じ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
そ
れ
以
来
」
信
子
は
夫
に
対
し
て
い
わ
ば
仮
面
を
持

つ
よ
う
に
な
る
か
ら
だ
。
信
子
は
夫
に
対
し
「
一
層
優
し
く
振
舞
」
し＝

「
以
前
よ
り
若
々
し
く
化
粧
を
し
」
、
夫
に
「
何
時
も
晴
れ
々
々

と
微
笑
し
て
ゐ
る
彼
女
の
顔
を
見
出
」
さ
せ
る
。

だ
が
「
娼
の
あ
る
返
事
」
も
所
詮
は
「
眼
に
だ
け
」
で
あ
り
「
心
の
内
で
は
」
こ
の
夫
と

「
東
京
で
式
を
挙
げ
た
当
時
の
記
憶
」
を
大
事
そ
う
に
細
か
く
覚
え
て
い
る
今
ま
で
の
自
分
す
ら
「
不
思
議
に
思
」っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
も
は
や
こ
の
結
婚
に
お
い
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
芸
術
的
で
趣
味
あ
る
中
流
家
庭
の
「
幸
福
」
と
い
う
〈
物
語
〉
ま
で
も
が

見
失
わ
れ
て
ゆ
く
こ
と
で

「
何
時
か
机
に
向
っ
て
ぺ
ン
を
執
る
事
が
稀
に
な
」
り
）
、
信
子
の
〈
主
体
〉
は
「
犠
牲
」
的
結
婚
と
い
う
別

グ〉

〈
物
語
〉
へ
移
行
し
、
信
子
が
内
面
で
生
き
て
い
る
そ
の
〈
主
体
〉
は
、
今
や
外
界
に
お
い
て
新
た
な
解
釈
共
同
体
者
で
あ
る
照
子
と
の
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間
で
、
目
に
見
え
る
形
で
実
現
し
確
認
・
保
証
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
始
め
る
の
で
あ
る
。

3 

だ
が
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、

そ
の
照
子
の
手
紙
の
中
に
表
さ
れ
た
「
犠
牲
」
と
い
う
同
一
性
に
自
己
の
〈
主
体
〉
を
見
出
し
、そ
の
確
か

な
こ
と
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
時
、
信
子
は
「
犠
牲
」
者
と
し
て
俊
吉
へ
の
〈
愛
〉
を
姉
妹
愛
の
た
め
に
捨
て
た
自
己
像
を
生
き
る
反
面
、

気
付
か
ぬ
う
ち
に
そ
の
前
提
と
し
て
俊
吉
と
の
間
に
〈
愛
〉

の
あ
っ
た

或
い
は
今
で
も
あ
る
）
自
己
像
を
求
め

そ
の
「
犠
牲
」
に
さ
れ

る
べ
き
〈
愛
〉
を
見
出
そ
う
と
す
る
矛
盾
し
た
も
う
一
人
の
自
己
も
生
き
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
俊
吉
の
小
説
の
中
の
「
寂
し

き
う
な
捨
鉢
の
調
子
」
を
感
じ
た
時
も
、
「
気
の
せ
ゐ
か
・
：
思
わ
れ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
信
子
は
決
し
て
そ
う
感
じ
て
し
ま
う
自
分
自
身

の
心
情
に
関
し
て
自
覚
的
で
は
な
い
。
ま
た
そ
う
感
じ
て
い
る
自
分
に
気
づ
き
「
後
め
た
い
や
う
な
気
」
に
な
っ
た
と
い
っ
て
も
、
「
・
：
や



う
な
気
も
し
な
い
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
そ
う
感
じ
る
の
が
自
分
で
は
な
い
〈
他
者
〉
の
よ
う
な
の
だ
。
そ
れ
は
信
子

が
俊
吉
と
照
子
の
新
居
を
訪
れ
て
か
ら
も
同
じ
で
あ
る
。
俊
吉
と
の
二
人
き
り
の
会
話
の
中
で
信
子
は
「
か
す
か
に
何
か
を
待
つ
心
も
ち
」

を
感
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
語
り
手
は
そ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
断
定
を
す
る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
も
様
々
な
可
能
性
を
含
ま
せ
語
る
だ
け
な
の

・
・
、
、
、
．
、

丈
カ

そ
の
「
待
つ
」
も
の
は
一
つ
に
は
俊
吉
か
ら
信
子
へ
の
〈
愛
〉
を
示
す
言
葉
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
り
俊
吉
と
の
聞
の
「
犠
牲
」
に
き

れ
た
〈
愛
〉
を
確
認
し
自
己
の

〈
主
体
〉
を
確
か
な
も
の
に
し
た
い
と
い
う
、
信
子
の
無
自
覚
な
期
待
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

が
、
そ
れ
も
「
か
す
か
に
何
か
を
待
つ
」
だ
け
で
、
結
局
そ
う
思
っ
て
し
ま
う
自
分
を
見
出
す
こ
と
も
な
い
。

そ
う
し
た
問
題
を
苧
み
な
が
ら
も
、
そ
の
翌
朝
俊
吉
が
出
掛
け
た
後
信
子
と
照
子
は
二
人
き
り
に
な
り
、
い
よ
い
よ
信
子
は
自
分
の
「
犠

牲
」
と
い
う
〈
主
体
〉
を
照
子
と
の
間
で
目
に
見
え
る
形
で
実
現
し
、
確
実
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
「
ど
う
す
る
事
も
出
来
な
」
し五
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「
真
面
目
な
羨
望
の
調
子
」
で
、
「
照
き
ん
は
幸
福
ね
。
」
と
言
っ
た
り
、
さ
ら
に
「
御
姉
様
だ
っ
て
幸
福
の
癖
に
」
と
い
う
、
あ
た
か
も
か

っ
て
自
分
の
書
い
た
手
紙
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
な
照
子
の
言
葉
に
対
し
、
「
さ
う
思
っ
て
？
」
「
さ
う
思
は
れ
る
だ
け
で
も
幸
福

ね
」
と
言
っ
た
り
す
る
こ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
り
、
信
子
は
照
子
に
か
つ
て
照
子
自
身
が
手
紙
の
中
で
規
定
し
た
お
互
い
の
関
係
性
を
思
い
出

き
せ

い
わ
ば
そ
の
〈
物
語
〉
の
筋
書
き
通
り
の
態
度
（
照
子
の
手
紙
の
中
に
あ
る
信
子
の
「
犠
牲
」
へ
の
「
涙
が
溢
れ
て
来
」
る
程
の
感

謝
と
「
御
詫
び
」
）
を
照
子
に
要
求
す
る
の
だ
。だ
か
ら
つ
い
に
照
子
が
泣
き
出
し
た
時
、
信
子
は
照
子
と
の
聞
に
安
定
し
た
自
己
の
〈
主

体
〉
の
位
置
を
見
出
し
「
残
酷
な
喜
び
」
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
獲
得
さ
れ
た
〈
主
体
〉
に
乗
っ
か
っ
て
、
信
子
は
筋
書
き
通
り
泣
い

て
い
る
照
子
に
対
し
て
「
私
は
照
さ
ん
さ
へ
幸
福
な
ら
、
何
よ
り
有
難
い
と
思
っ
て
ゐ
る
の
。

ほ
ん
と
う
よ
。
」
と
、
こ
ち
ら
も
筋
書
き
通

り
「
犠
牲
」
者
と
し
て
振
舞
い
続
け
る
が
、
「
云
ひ
続
け
る
内
に
」
信
子
は
「
彼
女
自
身
の
言
葉
に
動
か
さ
れ
て
、だ
ん
だ
ん
感
傷
的
に
な

り
始
め
」
る
。
信
子
の
行
動
に
は
気
持
ち
よ
り
先
に
「
言
葉
」
が
あ
る
の
だ
。
い
わ
ば
彼
女
は
照
子
の
手
紙
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
「
犠



牲
」
者
と
い
う
〈
主
体
〉
σ3 

〈
物
語
〉
の
役
柄
を
生
き
て
い
る
。
だ
が
そ
の
〈
主
体
〉
の
〈
物
語
〉
は
す
ぐ
に
裏
切
ら
れ
実
在
性
を
失
い
相

対
化
き
れ
る
。
照
子
の
涙
は
信
子
の
考
え
て
い
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
は
「
意
外
な
事
に
」
「
抑
へ
切
れ
な
い
嫉
妬
の
情
」
で
あ

り
、
信
子
の
意
識
の
内
に
も
な
か
っ
た
、
今
も
俊
吉
へ
の
〈
愛
〉
に
生
き
る

？
）
信
子
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
照
子
の
反

発
に
よ
っ
て
信
子
は
い
わ
ば
意
識
の
外
の
〈
他
者
〉

の
よ
う
な
（
と
し
て
の
）
自
己
と
唐
突
に
出
く
わ
す
。
自
ら
の
内
の
〈
他
者
〉
と
の
遭

遇
は
〈
主
体
〉
と
い
う
も
の
が
実
体
の
な
い
想
定
上
の
概
念
に
過
ぎ
な
い
限
り
、
ど
れ
を
自
己
の
〈
実
体
〉
と
す
る
こ
と
も
出
来
ず
、
そ
グ〉

結
果
信
子
は
こ
こ
で
初
め
て
自
分
の
内
に
無
限
の
複
数
者
性
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
〈
主
体
〉
と
い
う
自
己
の
同
一
性
を
喪
失
し
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。

そ
れ
は
同
時
に
自
分
の
信
じ
て
い
た
解
釈
共
同
体
や
そ
の
共
有
す
る
〈
現
実
〉

の
喪
失
で
も
あ
る
。
照
子
が
信
子
に
向
か
っ
て
言
う
「
ぢ
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や
御
姉
様
は
｜
｜
御
姉
様
は
何
故
昨
夜
も
｜
｜
」
こ
の
言
葉
に
照
子
の
成
熟
を
見
て
取
る
む
き
も
あ
る
が
、
最
後
の
「
も
」
に
注
目
す
れ
ば
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照
子
の
嫉
妬
が
「
昨
夜
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
る
。
俊
吉
と
信
子
が
信
子
の
結
婚
以
後
一
度
も
会
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ

ば
、
そ
れ
以
前
す
な
わ
ち
照
子
が
手
紙
を
書
い
た
時
点
に
お
い
て
も
「
嫉
妬
の
情
」
が
照
子
に
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
、共
同
体
者
と
し
て

の
照
子
の
同
一
性
す
ら
疑
え
て
く
る
。
照
子
も
や
は
り
同
一
性
を
与
え
き
れ
な
い
自
己
を
生
き
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
て
照
子
は
信
子
に
と

っ
て
同
一
性
を
示
き
な
い
不
透
明
な
存
在
日

〈
他
者
〉
（
「
妹
と
は
永
久
に
他
人
に
な
っ
た
よ
う
な
心
も
ち
」
）
に
な
っ
て
し
ま
う
。
最
後
の

砦
で
あ
っ
た
照
子
と
の
関
係
も
形
骸
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、

そ
れ
が
信
子
の
心
を
支
配
す
る
「
寂
し
い
諦
め
」
の
内
実
と
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
そ
れ
は
ま
た
信
子
に
と
っ
て
姉
妹
の
間
だ
け
の
こ
と
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
。
も
は
や
ど
ん
な
解
釈
共
同
体
も
ま
た
そ
の
コ

l

ド
も
信
じ

ら
れ
な
く
な
り
、
幌
俸
に
揺
ら
れ
て
帰
途
に
就
く
信
子
の
「
眼
に
は
ひ
る
外
の
世
界
」
は
所
詮
「
四
角
な
セ
ル
ロ
イ
ド
の
窓
だ
け
」
｜
｜
い

わ
ば
解
釈
共
同
体
の
中
で
〈
現
実
〉
と
し
て
創
り
出
さ
れ
た
〈
物
語
〉
の
中
に
切
り
取
ら
れ
た
姿
で
あ
る
こ
と
が
暴
か
れ
、
全
て
の
も
の
が



実
は
〈
他
者
〉
と
し
て
そ
の
向
こ
う
側
に
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
、
安
定
し
た
同
一
性
を
失
い
流
動
化
し
て
し
ま
う
の
だ（
「
も
し
そ
の
中

で
動
か
な
い
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
薄
雲
を
漂
は
せ
た
、
冷
や
か
な
秋
の
空
だ
け
で
あ
っ
た
。
」
）
。
そ
の
窓
の
中
に
俊
吉
も
現
れ
る
。

彼
女
の
心
は
動
揺
し
た
。
俸
を
止
め
よ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
偉
行
き
違
は
う
か
。
彼
女
は
動
俸
を
抑
へ
な
が
ら
、
暫
く
は
唯
幌
の
下

に
、
空
し
い
遼
巡
を
重
ね
て
ゐ
た
。

（
中
略
）
「
俊
き
ん
。
」
｜
｜
き
う
云
ふ
声
が
一
瞬
間
、
信
子
の
唇
か
ら
洩
れ
よ
う
と
し
た
。
（
中
・

略
）
が
、
彼
女
は
又
た
め
ら
っ
た
。
そ
の
暇
に
何
も
知
ら
な
い
彼
は
、
と
う
と
う
こ
の
幌
俸
と
す
れ
違
っ
た
。
（
中
略
）
後
に
は
不
相

変
人
通
り
の
少
い
場
末
の
町
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

再
び
信
子
は
自
分
の
内
に
自
己
の
唯
一
の
〈
主
体
〉
｜
｜
一
体
今
ど
う
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
が
本
当
の
自
分
な
の
か
を
見
極
め
よ
う

と
「
動
揺
」
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
空
し
い
遼
巡
」
日
答
え
の
な
い
聞
い
に
答
え
を
出
そ
う
と
す
る
行
為
で
あ
り
、
結
局
ど
ん
な
同
一
性
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も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
信
子
の
〈
主
体
〉
は
も
は
や
ど
ん
な
形
の
実
在
性
も
獲
得
す
る
こ
と
な
く
拡
散
し
て
し
ま
う
の
だ
。

る
〈
場
所
〉

従
っ
て
自
己
の
〈
主
体
〉
も
ど
ん
な
〈
現
実
〉
も
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
信
子
に
は
「
日
常
の
時
間
」
や
「
炉
辺
の
幸
福
」
と
い
っ
た
帰
れ

（
日
）

は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
の
辿
り
着
い
た
所
を
強
い
て
言
う
な
ら
ば
全
て
の
同
一
性
が
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
錯
綜
的
〈
現
実
〉
で

あ
り
、
或
い
は
同
一
性
の
根
源
的
〈
物
語
〉
性
を
知
り
な
が
ら
も
生
き
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
広
い
意
味
で
の
自
覚
さ
れ
た
「
仮
構
の
生
」

で
あ
る
。
〈
現
実
〉
と
い
う
も
の
が
持
つ
安
定
し
た
同
一
性
を
拡
散
さ
せ
て
し
ま
っ
た
信
子
だ
か
ら
こ
そ
、
何
も
語
る
こ
と
が
出
来
な
く
な

り
、
〈
主
体
〉
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
形
を
持
っ
て
見
定
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
己
の
感
情
を
た
だ
「
全
身
で
」
「
感
じ
」
る
し
か
な
く

（
凶
）

な
る
の
で
あ
る
。
室
生
犀
星
が
「
秋
」
に
対
し
て
感
じ
取
っ
た
と
い
う
「
口
龍
も
る
や
う
な
哀
愁
」
と
い
う
も
の
も
、
ま
き
に
信
子
の
知
っ

て
し
ま
っ
た
語
り
え
な
い
こ
の
感
触
で
は
な
か
っ
た
か
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。



4 

こ
う
し
て
信
子
は
小
説
の
最
後
に
至
っ
て
、
自
分
の
信
じ
て
い
た
〈
主
体
〉
も
〈
現
実
〉
も
解
釈
共
同
体
の
中
で
作
ら
れ
た
〈
物
語
〉
で

し
か
な
い
こ
と
を
感
じ
取
る
と
同
時
に
、
意
識
の
外
部
の
存
在
を
感
じ
て
全
て
の
〈
現
実
〉
が
流
動
化
し
て
し
ま
う
、
語
り
手
の
見
て
い
た

風
景
に
遭
遇
す
る
。
こ
の
「
秋
」
の
語
り
手
は
、
そ
の
最
初
か
ら
常
に
唯
一
の
〈
現
実
〉
を
何
ら
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
な
く
、
逆
に
信
子

や
解
釈
共
同
体
の
間
で
創
り
出
き
れ
た
〈
現
実
〉
や
〈
主
体
〉
を
揺
す
ぶ
り
、

そ
れ
が
一

〈
物
語
〉
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
い
て
し
ま
っ
て

い
た
。
冒
頭
で
示
き
れ
た
信
子
像
で
も
、
語
り
手
は
信
子
と
同
窓
ら
の
関
係
の
中
で
獲
得
さ
れ
た
〈
物
語
〉
で
あ
る
こ
と
を
描
く
だ
け
で
は

な
く
、

さ
ら
に
「
俊
吉
を
知
ら
な
い
も
の
」
ま
で
が
「
彼
等
の
結
婚
を
予
想
」
し
、
そ
れ
を
一
層
甚
だ
し
く
「
羨
ん
だ
り
妬
ん
だ
り
」
す
る

様
子
な
ど
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
解
釈
共
同
体
の
あ
り
方
や
そ
こ
に
成
立
し
た
信
子
像
を
「
滑
稽
と
い
う
外
な
い
」
と
、か
な
り
皮
肉
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を
込
め
て
相
対
化
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
語
り
手
自
ら
は
そ
の
絶
対
的
な
断
定
を
な
る
べ
く
回
避
し
、
他
の
誰
か
の
「
眼
」
を
通
し
て
信

子
を
巡
る
〈
現
実
〉
を
提
示
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
す
る
よ
う
な
別
の
そ
れ
を
点
描
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、

そ
れ
が
一

〈
物
語
〉
で

し
か
な
く
〈
虚
像
〉
と
呼
ば
れ
て
し
ま
う
可
能
性
も
残
し
な
が
ら
描
い
て
い
る
の
だ
。

だ
が
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
決

し
て
そ
れ
が
全
く
の
〈
虚
像
〉
で
あ
る
と
も
語
り
手
は
言
っ
て
い
な
い
の
だ
。
語
り
手
に
と
っ
て
は
信
子
の
ど
ん
な
唯
一
の
〈
実
像
〉
も
存

在
し
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
次
か
ら
次
へ
と
信
子
達
の
信
じ
る
〈
主
体
〉
や
〈
現
実
〉
を
相
対
化
し
続
け
て
ゆ
く
だ
け
な
の
で
あ
る
。
「
秋
」

に
は
い
わ
ば
こ
う
し
た
二
重
構
造
が
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

他
に
も
例
を
あ
げ
る
と
、

た
と
え
ば
そ
の
理
想
を
共
有
す
る
共
同
体
の
可
視
的
な
一
員
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
彼
女
の

〈
主
体
〉
に
お
い
て
も
必
要
な
存
在
と
し
て
信
子
の
捉
え
る
夫
像
を
、
語
り
手
の
描
く
あ
る
時
の
夫
の
姿
は
逸
脱
し
て
し
ま
う
。
信
子
の
文



学
談
義
に
対
し
て
も
「
夫
は

（
中
略
）
珍
し
き
う
に
耳
を
傾
け
て
ゐ
た
。
が
、
彼
自
身
の
意
見
ら
し
い
も
の
は
、

一
言
も
加
へ
た
事
が
な
か

っ
た
」
し
、
ま
た
信
子
が
そ
う
し
た
生
活
の
中
で
「
捨
て
で
あ
っ
た
創
作
を
思
ひ
出
し
」
創
作
を
改
め
て
始
め
た
の
を
聞
い
た
時
も
、
夫
は

「
『
愈
女
流
作
家
に
な
る
か
ね
』
と
云
っ
て
、
や
さ
し
い
口
も
と
に
薄
笑
ひ
を
見
せ
」
（
傍
線
筆
者
）
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
に
よ
り
、
語
り
手

は
信
子
が
理
想
的
に
想
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
夫
像
や
そ
の
夫
と
の
芸
術
的
な
結
婚
生
活
像
を
、
や
は
り
密
か
に
相
対
化
し
て
し
ま
っ
て
い

た
の
だ
。
ま
た
信
子
が
照
子
の
手
紙
の
「
犠
牲
」
と
い
う
言
葉
に
自
己
の
〈
主
体
〉
を
託
し
て
ゆ
く
時
も
、
語
り
手
は
そ
の
裏
で
無
自
覚
の

う
ち
に
俊
吉
か
ら
自
分
へ
の
〈
愛
〉
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
ら
し
き
信
子
の
矛
盾
し
た
姿
も
点
描
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
そ
う
し

た
無
自
覚
な
信
子
を
語
り
手
は
描
く
と
同
時
に
、
今
度
は
さ
ら
に
そ
の
無
自
覚
な
期
待
き
え
裏
切
る
よ
う
に
「
其
処
に
は
待
つ
と
は
云
へ
な

い
程
、
か
す
か
に
何
か
を
待
つ
心
も
ち
が
あ
っ
た
。
す
る
と
故
意
か
偶
然
か
、
俊
吉
は
す
ぐ
に
話
題
を
見
つ
け
て
、
何
時
も
そ
の
心
も
ち
を

打
ち
破
っ
た
。
彼
女
は
次
第
に
従
兄
の
顔
を
窺
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
が
、
彼
は

（
中
略
）
格
別
不
自
然
な
表
情
を
装
っ
て
ゐ
る
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気
色
も
見
え
な
か
っ
た
」
と
俊
吉
の
態
度
を
語
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
に
相
対
化
し
て
し
ま
う
。
語
り
手
は
信
子
の
意
識
し
て
い
る
「
犠

牲
」
と
い
う
〈
主
体
〉
を
あ
る
意
味
で
逸
脱
し
裏
切
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
彼
女
自
身
無
自
覚
な
信
子
の
矛
盾
し
た
姿
を
所
々
に
差
し
挟
ん

ま
た
そ
の
無
自
覚
な
期
待
す
ら
一

（
口
）

〈
現
実
〉
を
相
対
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
ゆ
く
こ
と
と
同
時
に
、

〈
物
語
〉
で
あ
る
こ
と
を
暴
く
こ
と
に
よ
り
、
や
は
り
信
子
の
〈
主
体
〉
や

た
だ
こ
の
作
品
の
中
で
信
子
自
身
に
よ
っ
て
自
ら
の
〈
主
体
〉
に
疑
い
を
呈
し
て
い
る
部
分
が
一
度
だ
け
あ
る
。
そ
れ
は
次
に
挙
げ
た
、

夫
の
留
守
に
針
箱
の
引
出
し
を
開
け
て
照
子
の
手
紙
を
読
ん
だ
後
の
瞬
間
で
あ
る
の
だ
が
、
特
に
そ
の
手
紙
を
「
閑
静
な
松
林
」
の
中
に
あ

（
回
）

独
り
で
い
る
時
に
読
む
こ
と
で
、
信
子
は
ど
ん
な
他
者
の
視
線
も
失
う
こ
と
に
な
り
、

る
新
居
の
二
階
の
「
活
き
活
き
し
た
沈
黙
」
の
中
、

そ
の
結
果
ど
ん
な
像
に
も
回
収
さ
れ
な
い
自
分
と
直
接
向
き
合
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。



信
子
は
こ
の
少
女
ら
し
い
手
紙
を
読
む
毎
に
、

必
涙
が
渉
ん
で
来
た
。

（
中
略
）が
、
彼
女
の
結
婚
は
果
し
て
妹
の
想
像
通
り
、
全
然

犠
牲
的
な
そ
れ
で
あ
ら
う
か
。
き
う
疑
を
挟
む
事
は
、
涙
の
後
の
彼
女
の
心
へ
、
重
苦
し
い
気
持
ち
を
拡
げ
勝
ち
で
あ
っ
た
。
信
子
は

こ
の
重
苦
し
き
を
避
け
る
為
に
、
大
抵
は
じ
っ
と
快
い
感
傷
の
中
に
浸
っ
て
ゐ
た
。

」
こ
で
信
子
は
そ
の
手
紙
の
描
く
信
子
像
の

〈
物
語
〉
に
感
動
し
て
は
い
る
が
、
反
面
そ
の
「
妹
の
想
像
」
が
果
し
て
本
当
に
真
の
自
分

の
姿
リ
自
己
の
〈
主
体
〉
で
あ
る
の
か
と
い
う
、
懐
疑
と
い
え
な
い
ま
で
も
「
疑
」
を
覚
え
て
い
る
。
既
に
結
婚
し
て
妹
や
同
窓
達
の
共
同

体
の
磁
場
か
ら
あ
る
程
度
離
れ
て
し
ま
っ
た
彼
女
に
と
っ
て
、
殊
に
妹
の
い
う
「
犠
牲
」
｜
｜
本
当
は
信
子
も
俊
吉
を
愛
し
て
お
り
、
俊
吉

と
結
婚
す
る
は
ず
だ
っ
た
と
見
る
自
己
像
に
関
し
て
は
完
全
に
は
信
じ
き
れ
ず
、

そ
の
結
果
こ
の
信
子
像
は
相
対
化
さ
れ
〈
物
語
〉
と
い
う

そ
の
本
来
の
姿
を
暴
か
れ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
の
懐
疑
が
「
全
然
」
と
い
う
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
自
己
の
同
一
性
自
体
を

疑
っ
て
い
る
こ
と
、

ま
た
そ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
結
論
を
出
し
え
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
今
ま
で
の
研
究
で
常
に
求
め
ら
れ
て
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き
た
信
子
に
俊
吉
へ
の
愛
が
あ
っ
た
／
な
か
っ
た
と
い
う
信
子
の
〈
真
の
姿
〉

〈
実
体
〉
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
面
が
描

き
出
し
て
い
る
信
子
の
感
じ
た
「
重
苦
し
き
」
と
は
い
わ
ば
「
疑
」
の
不
気
味
き
で
あ
り
、
照
子
に
よ
り
突
き
つ
け
ら
れ
た
自
己
像
の
〈
物

語
〉
に
自
己
の
安
住
で
き
る
唯
一
の
〈
主
体
〉
を
見
出
せ
な
い
た
め
に
、
そ
の
共
有
を
求
め
て
く
る
照
子
を
裏
切
り
あ
る
い
は
編
し
て
い
る

よ
う
な
感
覚
で
あ
る
と
同
時
に
、
ど
ん
な
〈
主
体
〉
も
拡
散
し
喪
失
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
く
る
不
安
、
即
ち
そ
の
先
に
自
分
で

も
分
節
化
し
き
れ
な
い
不
透
明
な
自
己
自
身
を
な
ん
と
な
く
感
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
け
れ
ど
も
こ
こ
で
の
信
子
は
そ
れ
を
直
視
せ

ず
、
故
意
か
無
自
覚
に
か
結
局
「
快
い
感
傷
の
中
に
浸
」
っ
て
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
最
終
的
に
信
子
が
こ
の
「
秋
」
の
語
り
手
の
立
つ
世
界

に
辿
り
着
く
の
は
、
最
後
の
照
子
に
よ
っ
て
無
自
覚
な
自
己
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
だ
。

た
だ
ま
た
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
後
に
信
子
の
「
創
作
」
が
進
ま
な
い
理
由
も
見
え
て
く
る
。
何
故
改
め
て
「
捨
て
で
あ
っ
た
創
作
」



を
始
め
る
に
当
た
っ
て
信
子
の
「
ぺ
ン
は
進
ま
な
か
っ
た
」
の
か
。

そ
れ
は
今
見
た
よ
う
に
自
己
の
〈
主
体
〉
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
反

面
、
ど
ん
な
〈
主
体
〉
の
分
節
化
に
も
ど
こ
か
疑
い
を
抱
い
て
し
ま
う
信
子
に
と
っ
て
は
、
や
は
り
ど
ん
な
出
来
事
も
自
分
で
分
節
化
し
言

説
に
す
り
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
信
子
は
俊
吉
と
「
文
学
と
云
ふ
共
通
の
話
題
」
を
話
し
た
り
夫
に
「
近
頃
世
間
で

騒
が
れ
て
ゐ
る
小
説
や
戯
曲
の
話
」
を
語
っ
た
り
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
そ
の
背
後
に
「
当
世
流
行
の
ト
ル
ス
ト
イ
ズ
ム
」
や
「
基
督
教
の

匂
の
す
る
女
子
大
学
趣
味
の
人
生
観
」
と
い
う
、
や
は
り
信
子
の
生
き
る
解
釈
共
同
体
の
中
で
共
有
さ
れ
保
証
さ
れ
て
い
る
コl
ド
に
従
っ

て
、
語
る
（
語
ら
さ
れ
る
）
言
葉
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
創
作
」
は
信
子
に
は
決
し
て
出
来
な
い
。
特
に
自
分
の
唯
一
の
〈
主

体
〉
や
〈
現
実
〉
を
表
す
の
が
「
自
叙
伝
体
小
説
」
な
ら
ば
、
自
分
の
経
験
や
感
情
を
言
説
に
す
り
替
え
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
い
信
子
に

は
書
き
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
結
局
共
同
体
の
中
で
コ
ー
ド
化
さ
れ
た
〈
他
者
〉
の
言
葉
で
は
な
く
自
分
の
分
節
に
よ
り
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
く
な
っ
た
時
、
信
子
に
は
真
の
自
己
自
身
の
〈
実
体
〉

〈
主
体
〉
や
そ
れ
が
捉
え
る
唯
一
の
〈
現
実
〉
を
表
す
言
葉
を
、
自
分
の
内
に
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聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
机
に
向
」
っ
て
も
信
子
に
聞
こ
え
て
く
る
の
は
外
部
か
ら
の
「
蝉
の
声
」
の
み
で
あ
り
「
ぼ
ん
や
り
頬
杖
を
つ

せい
なで
し玉 、

の（炎
だ坦天
。グ〉

松
林
グ〉

蝉
グ〉
＝士~
F 

耳
を
傾
け
て
ゐ
る
彼
女
自
身
を
見
出
」
す
だ
け
、
す
な
わ
ち
今
こ
こ
に
い
る
唯
物
的
な
自
分
し
か
見
出

き
て
こ
こ
で
敢
え
て
語
り
手
と
い
う
も
の
を
、
作
品
と
な
る
言
説
を
構
成
し
て
ゆ
く
実
体
的
な
表
現
者
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
当
然
一

つ
の
問
題
が
起
こ
る
。
先
程
私
は
語
り
手
が
何
ら
唯
一
の
〈
現
実
〉
を
示
す
こ
と
が
な
い
と
い
っ
た
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。と
し＝

う
の
も
こ
う
し
た
見
地
に
立
つ
限
り
、
語
り
手
と
い
え
ど
も
信
子
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
現
実
に
つ
い
て
何
も
語
れ
な
く
（
書
け
な
く
）

な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
唯
一
の
〈
現
実
〉
に
対
し
て
懐
疑
す
る
見
地
は
、
「
秋
」の
後
も
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
所
謂
〈
保

吉
も
の
〉

の
一
つ
で
あ
る
「
少
年
」
（
『
中
央
公
論
」
大
ロ
・
5

の
中
の
「
海
」
で
も
、
や
は
り
「
所
詮
は
我
我
の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
甚
だ
当



に
な
ら
ぬ
と
云
ふ
外
は
な
い
。
」
と
い
う
結
論
で
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
「
大
導
寺
信
輔
の
半
生
」
の
「
空
虚
」
（
未
定
稿
部
分
。
定
稿
は

『
中
央
公
論
』
大
凶
・
1

）
で
も
「
あ
ら
ゆ
る
情
緒
は
穀
物
の
や
う
に
彼
自
身
の
中
に
積
ま
れ
て
ゐ
た
。

（
中
略
カf

ペ
ン
を
執
っ
て
見
る

と
、
紙
の
上
へ
努
露
出
来
る
も
の
は
感
歎
詞
の
外
に
何
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
好
か
っ
た
。
彼
は
今
度
は
あ
り
の
ま
ま
見
聞
を

書
い
て
見
ょ
う
と
し
た
。
カf

こ
の
試
み
も
失
敗
だ
っ
た
。
彼
に
は
一
匹
の
犬
の
姿
も
、
或
は
二
人
の
学
生
の
電
車
の
中
に
話
し
て
ゐ
る
容

子
も
満
足
に
は
文
章
に
な
ら
な
か
っ
た
。
」
そ
の
結
果
彼
は
「
彼
自
身
の
中
の
空
虚
を
痛
切
に
感
じ
」
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
芥
川
は
こ
れ

ら
の
語
り
手
に
何
か
〈
現
実
〉
を
語
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
語
れ
な
き
自
体
を
語
ら
せ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。と
い
う
こ
と
は
し
か
し

」
う
し
た
語
り
手
も
あ
る
意
味
で
は
ま
た
、
同
一
性
を
持
っ
た
唯
一
の

〈
現
実
〉
な
ど
な
い
と
い
う
、
そ
う
し
た
〈
現
実
〉
像
を
や
は
り
ゆ

る
ぎ
な
く
想
定
し
て
語
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
語
り
手
の
そ
の
発
話
行
為
と
発
話
内
容
に
矛
盾
が
生
じ
て
く
る
。
も
し
そ
の
懐
疑
・

相
対
化
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
そ
れ
自
体
を
さ
ら
に
脱
構
築
し
、
唯
一
の
〈
現
実
〉
が
存
在
し
な
い
と
す
る
そ
の
〈
現
実
〉
像
も
ま
た
、
唯
一

の
〈
現
実
〉
で
は
な
い
こ
と
を
示
き
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
「
秋
」
と
い
う
作
品
が
苧
む
矛
盾
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
が
、
芥
川
の
後
年
の
作
品
を
見
れ
ば
、そ
の
矛
盾
に
対
す
る

は
っ
き
り
と
し
た
自
覚
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
に
「
保
儒
の
言
葉
」

の
「
懐
疑
主
義
」
（
『
文
妻
春
秋
』
大U
・
4

）
で
芥
川
は
そ

の
語
り
手
に
「
懐
疑
主
義
も
一
つ
の
信
念
の
上
に
、
｜
｜
疑
ふ
こ
と
は
疑
は
ぬ
と
言
ふ
信
念
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
成
程
そ
れ
は
矛
盾

か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
懐
疑
主
義
は
同
時
に
又
少
し
も
信
念
の
上
に
立
た
ぬ
哲
学
の
あ
る
こ
と
を
も
疑
ふ
も
の
で
あ
る
。
」
と
語
ら
せ
て

い
る
。
こ
こ
に
は
そ
の
懐
疑
自
体
に
も
懐
疑
を
加
え
ら
れ
て
し
ま
え
る
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
、
結
局
は
ど
う
し
て
も
懐
疑
し
て
し
ま
う
自

分
ー
ー
「
矛
盾
」
を
犯
し
な
が
ら
も
そ
う
せ
ざ
る
え
な
い
〈
自
分
〉
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
や
は
り
「
信
念
」
と
い
う
根
拠
の
な
い

も
の
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
全
て
の

〈
現
実
〉
を
懐
疑
し
相
対
化
し
な
が
ら
も
、
結
局
は
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
だ
け
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ



る
自
己
の
〈
立
脚
点
〉
を
、

そ
の
矛
盾
を
自
覚
し
な
が
ら
も
永
遠
の
脱
構
築
の
連
鎖
の
中
か
ら
、
あ
る
種
開
き
直
り
と
も
思
え
る
よ
う
な
個

人
的
な
感
性
と
し
て
発
見
す
る
の
で
あ
る
。

話
を
「
秋
」
に
戻
そ
う
。
信
子
は
最
終
的
に
は
語
り
手
と
同
じ
く
、
同
一
性
を
持
っ
た
唯
一
の
〈
主
体
〉
や
〈
現
実
〉
と
い
う
も
の
を
喪

失
し
流
動
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
が
、
同
時
に
そ
こ
に
は
彼
女
が
そ
の
ど
う
し
ょ
う
も
な
い
事
態
を
正
面
か
ら
受
け
入
れ
て
ゆ
く
姿
も
描
か

れ
て
い
る
。

秋信
子
は
う
す
ら
寒
い
幌
の
下
に
、
全
身
で
寂
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、

し
み
じ
み
か
う
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。

こ
の
「
全
身
で
」
感
じ
る
「
寂
し
き
」
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
も
う
ど
ん
な
〈
現
実
〉
も
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
結
果
信
子
が
感
じ
た
も
の

と
も
い
え
よ
う
が
、

ま
た
そ
れ
自
身
た
だ
グ
秋
日
寂
し
い
。
と
い
う
ご
く
一
般
的
な
、
〈
物
語
〉

の
中
で
使
い
古
さ
れ
た
コ
l

ド
に
汚
染
さ
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れ
た
感
性
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
も
は
や
ど
ん
な
〈
主
体
〉
も
拡
散
さ
せ
て
し
ま
っ
た
信
子
に
と
っ
て
も
、や
は

り
そ
れ
は
〈
物
語
〉
に
取
り
込
ま
れ
た
感
性
と
な
ろ
う
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
「
か
う
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。
」
と
だ
け
語

ら
れ
た
時
、
そ
こ
に
は
信
子
に
お
け
る
根
源
的
空
白
の
上
に
立
つ
感
性
で
し
か
な
い
〈
立
脚
点
〉
が
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
。
確
か
に
語
り
手
の
矛
盾
が
描
き
出
き
れ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
語
り
手
の
相
変
わ
ら
ず
の
相
対
化
す
る
視
線
を
感
じ
取
る
こ
と
も
不
可

能
で
は
な
い
が

一
方
で
そ
れ
ら
を
一
つ
の
〈
物
語
〉
と
知
り
懐
疑
さ
れ
る
契
機
を
常
に
感
じ
な
が
ら
も
、

そ
れ
と
同
時
に
ど
う
し
て
も

「
か
う
思
は
ず
に
は
ゐ
ら
れ
な
」
い
信
子
の
姿
を
こ
こ
に
見
出
す
の
こ
と
も
で
き
る
で
あ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
こ
そ
永
遠
の
脱
構
築
の
中
か

ら
、
〈
虚
構
〉
と
〈
現
実
〉
の
差
異
を
設
け
る
こ
と
の
な
い
、
〈
虚
構
〉
で
も
〈
現
実
〉
で
も
あ
る
／
な
い
（
〈
主
体
〉
と
い
う
も
の
が
〈
幻

想
〉
で
も
〈
真
実
〉
で
も
あ
る
／
な
い
よ
う
な
）
決
定
不
可
能
な
場
が
初
め
て
成
立
し
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
い
っ
て
も
こ
の
作
品



全
般
に
わ
た
っ
て
は
、

や
は
り
語
り
手
の
、
時
に
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
全
て
を
相
対
化
す
る
視
線
が
安
定
し
た
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
か
わ
り
は
な

い
。
が
、
「
秋
」
と
い
う
作
品
が
そ
う
し
た
信
子
に
対
す
る
イ
ロ
ニl
に
終
始
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、

そ
こ
に
後
の
作
品
へ
の
僅
か

な
繋
が
り
ー
ー
と
い
う
よ
り
そ
れ
は
逆
に
断
絶
と
言
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
も
の
が
図
ら
ず
も
示
さ
れ
て
い
る
よ

つ
に
思
え
る
の
だ
。

「
或
阿
呆
の
一
生
」
（
『
改
造
』
昭
2

・

m
）
の
中
の
「
十
九

人
工
の
翼
」
で
「
二
十
九
歳
の
彼
」
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
こ
の
人
工
の
翼
を
ひ
ろ
げ
、
易
や
す
と
空
へ
舞
ひ
上
っ
た
。
同
時
に
又
理
智
の
光
を
浴
び
た
人
生
の
歓
び
ゃ
悲
し
み
は
彼
の
目

の
下
へ
沈
ん
で
行
っ
た
。
彼
は
見
す
ぼ
ら
し
い
町
々
の
上
へ
反
語
や
微
笑
を
落
し
な
が
ら
、
遮
る
も
の
の
な
い
空
中
を
ま
つ
直
に
太
陽

へ
登
っ
て
行
っ
た
。
丁
度
か
う
云
ふ
人
工
の
翼
を
太
陽
の
光
り
に
焼
か
れ
た
為
に
と
う
と
う
海
へ
落
ち
て
死
ん
だ
昔
の
希
臓
人
も
忘
れ

」
れ
を
「
秋
」
の
語
り
手
と
敢
え
て
重
ね
合
わ
せ
る
と
す
れ
ば

こ
う
し
て
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
「
人
生
の
歓
ぴ
や
悲
し
み
」
全
て
に
「
反
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た
や
、
つ
に
。

語
や
微
笑
を
落
し
」
相
対
化
し
て
い
っ
た
「
秋
」
の
語
り
手
は
、
そ
の
性
質
上
自
ら
を
も
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
レ
ベ
ル
へ
落
と
し
て
ゆ
く
運
命
を

内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
芥
川
晩
年
の
私
小
説
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
当
時
一
般
的
だ
っ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
に
直
接

結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
「
秋
」
や
「
少
年
」
等
で
見
せ
た
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
懐
疑
や
反
抗
の
先
に
あ
る
。
そ
れ
は
常
に
安
定
し
た
唯
一

る
）
感
性
で
し
か
な
い

の
、
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
感
じ
て
し
ま
う
（
よ
う
に
見
え

（
却
）

〈
立
脚
点
〉
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
〈
詩
〉
的
な
も
の
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
ろ
う
。

と
い
っ
て
た
だ
の
〈
虚
構
〉
で
も
な
い

〈
私
〉

絶
対
的
な
〈
私
〉
と
は
違
っ
た



、
迂

(1 

〈
主
体
〉
と
い
う
言
葉
に
は
こ
の
他
に
も
様
々
な
見
方
が
当
然
予
想
き
れ
る
が
、
こ
の
論
で
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
扱
う
。
ま
た

〈
主
体
〉
性
と
い
っ
た
場
合
に
も
、
実
は
そ
の
前
提
と
し
て
そ
う
し
た
社
会
的
に
形
成
き
れ
た
〈
主
体
〉
が
隠
蔽
さ
れ
な
が
ら
も
想
定
き
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
自
分
の
〈
実
体
〉
と
し
て
引
き
受
け
て
ゆ
く
よ
う
な
行
為
と
考
え
る
。
ま
た
〈
物
語
〉
と
は
こ
の
論
に
お
い
て
は
言
葉
に

よ
っ
て
形
を
与
え
ら
れ
た
（
再
現
前
化
き
れ
た
）
も
の
全
て
を
指
し
示
し
、
そ
れ
は
〈
虚
構
〉
と
〈
現
実
〉
に
は
決
し
て
分
け
ら
れ
な
い
も

の
と
し
て
扱
う
こ
と
を
予
め
示
し
て
お
く
。

『
芥
川
龍
之
介
全
集
』
第
六
巻
（
平
8

・
4

岩
波
書
店
）
所
収
。
ま
た
以
下
に
お
い
て
の
本
文
引
用
も
同
全
集
に
よ
る
。

『
芥
川
龍
之
介
論
』
三
好
行
雄
昭
日
・9
筑
摩
書
房
よ
り

『
芥
川
龍
之
介
｜
意
識
と
方
法
』
菊
地
弘
昭
訂
－
m
明
治
書
院
よ
り

「
『
秋
』
｜
彼
等
三
人
の
内
面
の
劇
」
山
崎
甲
一
（
『
ア
プ
ロ
ー
チ
芥
川
龍
之
介
』
関
口
安
義
編
平
4

・
5

明
治
書
院
）
よ
り

「
『
秋
』
私
見
｜
信
子
の
造
形
を
め
ぐ
っ
て
」
蒲
生
芳
郎
（
『
キ
リ
ス
ト
教
文
化
研
究
所
研
究
年
報
』
お
平
5

・
3

）
よ
り

「
『
秋
」
を
読
む
｜
才
媛
の
自
縄
自
縛
の
悲
劇
」
漬
川
勝
彦
（
『
国
文
学
｜
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
平
4

・
2

）
な
ど

と
は
い
え
以
上
の
よ
う
に
〈
主
体
〉
や
〈
現
実
〉
の
実
在
性
に
懐
疑
を
呈
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
論
じ
て
ゆ
く
に
は
、
や
は
り
ど
う
し
て
も

そ
れ
が
〈
現
実
〉
か
〈
虚
構
〉
か
と
い
う
問
題
を
エ
ク
ス
キ
ュ
ー
ズ
し
た
上
で
し
か
語
り
え
な
い
こ
と
を
、
念
の
た
め
お
断
り
し
て
お
く
。

も
ち
ろ
ん
信
子
が
ど
こ
ま
で
自
覚
的
だ
か
は
っ
き
り
し
な
い
か
ぎ
り
、
信
子
が
自
覚
的
に
他
者
に
対
し
て
自
己
像
を
仮
構
し
て
い
た
と
す
ら

考
え
る
こ
と
も
出
来
よ
う
が
、
断
定
も
で
き
な
い
た
め
こ
こ
で
は
そ
の
点
の
断
定
は
避
け
た
ま
ま
に
し
て
お
く
。

信
子
が
通
っ
て
い
た
の
が
「
女
子
大
学
」
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
作
品
に
直
接
は
表
れ
て
い
な
い
が
そ
の
出
身
者
を
中
心
と
し

た
、
当
時
少
し
前
ま
で
騒
が
れ
て
い
た
青
鞘
社
の
運
動
を
そ
の
背
景
と
し
て
想
定
で
き
る
だ
ろ
う
（
そ
の
〈
内
実
〉
を
ど
う
捉
え
る
か
は
別

と
し
て
）
。
勿
論
周
知
の
よ
う
に
「
秋
」
に
モ
デ
ル
を
提
供
し
た
と
さ
れ
る
秀
し
げ
子
も
日
本
女
子
大
学
校
家
政
学
部
の
卒
業
生
で
あ
る
。

こ
れ
以
降
こ
の
論
の
中
で
「
相
対
化
」
と
は
、
そ
れ
が
唯
一
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
様
々
な
解
釈
の
中
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
ど

ん
な
解
釈
も
根
源
的
に
持
つ
〈
物
語
〉
性
を
暴
く
行
為
を
指
す
。

こ
こ
で
あ
の
有
名
な
B

・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
体
」
と
い
う
概
念
（
『
想
像
の
共
同
体
』
白
石
隆
・
白
石
き
や
訳
昭
臼
・
ロ
リ

ブ
ロ
ボ
ー
ト
社
参
照
）
を
思
い
出
す
方
も
い
よ
う
が
、
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
こ
の
言
葉
を
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
の
関
係
に
お
い
て
主
に
用
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い
て
い
る
た
め
、
正
確
に
は
こ
こ
で
私
が
述
べ
る
こ
と
と
は
異
な
る
。
だ
が
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
の
「
想
像
の
共
同
体
」
と
同
じ
く
、
こ
こ
に
表

さ
れ
た
「
世
間
」
も
や
は
り
当
時
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
（
特
に
女
性
雑
誌
に
多
く
見
ら
れ
る
「
婦
人
の
真
な
る
幸
福
は
家
庭
に
あ
り
」
『
婦

人
世
界
』
大
6

－

m
等
と
い
う
言
説
）
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

た
と
え
ば
第
一
次
大
戦
後
の
欧
米
の
生
活
改
革
思
想
の
流
入
に
よ
り
我
が
国
で
も
こ
の
頃
か
ら
生
活
改
善
運
動
が
提
唱
さ
れ
た
。
衛
生
的
な

生
活
と
い
う
こ
と
が
女
性
雑
誌
等
に
も
多
く
唱
え
ら
れ
、
こ
こ
に
出
て
く
る
夫
像
は
皮
肉
な
ま
で
に
そ
の
典
型
的
理
想
像
で
あ
り
、
逆
に
後

に
出
て
く
る
泥
酔
す
る
夫
の
姿
は
ま
き
に
悪
夫
の
典
型
で
あ
る
（
「
恐
る
べ
き
酒
毒
の
遺
伝
」
『
婦
人
之
友
』
大6
・

H
等
）
。
ま
た
大
阪
郊

外
住
宅
地
の
形
成
は
明
治
四
二
年
小
林
一
三
の
箕
面
有
馬
電
鉄
の
沿
線
分
譲
地
開
発
に
始
ま
る
。
そ
こ
で
興
っ
た
郊
外
文
化
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ズ
ム
を
通
し
て
、
郊
外
生
活
を
理
想
化
し
て
そ
こ
に
お
け
る
「
新
し
い
家
庭
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
人
々
に
植
え
付
け
て
い
っ
た
（
「
大
正
期
に

お
け
る
メ
デ
ィ
ア
・
イ
ベ
ン
ト
の
形
成
と
中
産
階
級
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
郊
外
」
吉
見
俊
哉
「
東
京
大
学
新
聞
研
究
所
紀
要
」
平

2

・

3

等
参
照
。
そ
う
し
た
郊
外
生
活
の
理
想
化
は
勿
論
女
性
雑
誌
に
も
多
く
見
ら
れ
る
「
都
市
と
住
宅
」
『
婦
人
之
友
』
大8
・
5

等
）
。
ま
た

「
食
卓
」
は
社
会
で
疲
れ
切
っ
た
夫
の
心
を
癒
す
幸
せ
な
家
庭
の
団
壊
の
象
徴
と
し
て
繰
り
返
し
語
ら
れ
（
「
食
糧
官
営
と
結
婚
法
の
改
造
」

「
婦
人
之
友
』
大8
－

m
等
）
、
後
に
信
子
が
夫
に
責
め
ら
れ
る
「
紹
刺
し
」
も
含
め
た
裁
縫
も
婦
人
雑
誌
で
は
推
奨
さ
れ
（
「
簡
単
に
出
来

る
紹
刺
し
の
仕
方
」
『
婦
人
之
友
』
大4
1
8

等
）
、
さ
ら
に
芸
術
的
趣
味
を
持
つ
こ
と
も
主
婦
に
は
必
要
と
さ
れ
、
中
に
は
欧
米
婦
人
が
家

政
の
傍
ら
常
に
芸
術
に
興
味
を
持
ち
文
芸
で
一
角
の
作
家
に
成
る
者
も
多
い
こ
と
を
日
本
の
婦
人
も
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
も
の
も
あ
る

（
「
西
洋
の
母
と
趣
味
」
『
婦
人
公
論
』
大
5

・
7

等
）
。
し
か
し
勿
論
家
計
の
倹
約
を
説
く
記
事
も
多
く
見
ら
れ
る
の
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

先
行
研
究
の
殆
ど
が
こ
こ
に
照
子
の
「
成
長
」
を
見
て
取
る
中
、
山
崎
氏
（
注
（

8

）
）
の
み
こ
の
「
も
」
に
触
れ
、
照
子
の
「
こ
れ
迄

「
抑
へ
』
隠
し
て
き
た
『
嫉
妬
の
情
』
」
を
見
出
し
て
い
る
。

「
日
常
の
時
間
」
は
注
（
3

）
よ
り
。
「
炉
辺
の
幸
福
」
は
『
芥
川
龍
之
介
l

実
像
と
虚
像
』
関
口
安
義
昭
臼
・
日
洋
々
杜
よ
り
。

「
芥
川
龍
之
介
の
人
と
作
品
』
室
生
犀
星
昭m
m・
4

三
笠
書
房
よ
り
。
ま
た
福
田
恒
存
氏
が
「
秋
」
に
対
し
て
感
じ
た
と
い
う
「
稀
薄
な
空

気
そ
の
も
の
で
あ
り
、
額
縁
も
枠
も
も
た
ず
、
外
界
に
向
か
っ
て
は
て
も
な
く
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
危
険
」
（
「
芥
川
龍
之
介
」

『
福
田
恒
存
全
集
』
第
一
巻
昭
臼
・1
文
妻
春
秋
社
）
も
、
や
は
り
信
子
が
辿
り
着
い
た
、
そ
し
て
語
り
手
が
語
っ
て
き
た
作
品
世
界
全
体

の
風
景
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

ま
た
寝
る
前
に
俊
吉
が
「
誰
を
呼
ぶ
と
も
な
く
」
か
け
た
声
に
応
じ
て
、

13 14 16 15 17 
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信
子
が
彼
の
後
を
追
い
庭
に
出
た
場
面
で
も
、
語
り
手
が
「
信
子



18 

は
荒
れ
た
庭
を
気
味
悪
き
う
に
、
怯
づ
怯
づ
彼
の
ゐ
る
方
へ
歩
み
寄
っ
た
。
が
、
彼
は
や
は
り
空
を
見
な
が
ら
『
十
三
夜
か
な
』
と
怯
い
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
」
と
語
る
こ
の
最
後
の
「
が
、
・
：
だ
け
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
表
現
も
信
子
の
「
何
か
を
待
つ
心
も
ち
」
を
表
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
も
語
り
手
は
そ
れ
を
裏
切
る
俊
吉
の
態
度
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
無
自
覚
な
期
待
す
ら
一
〈
物
語
〉
で
あ
る

こ
と
を
暴
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
に
こ
の
瞬
間
を
「
他
者
の
目
を
喪
失
す
る
瞬
間
」
と
し
て
捉
え
た
神
田
由
美
子
氏
の
論
が
既
に
あ
る
（
「
秋
」
「
作
品
論
芥
川
龍

之
介
』
海
老
井
英
次
他
編
平
2

・
ロ
双
文
社
出
版
に
収
録
）
。

こ
う
し
た
書
け
な
い
理
由
に
対
し
恐
ら
く
信
子
は
自
覚
的
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
の
後
の
談
話
の
中
で
信
子
は
再
び
「
私
も
小
説
で

も
書
き
出
さ
う
か
し
ら
」
と
言
い
出
す
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
対
す
る
俊
吉
の
グ
ウ
ル
モ
ン
の
警
句
の
引
用
は
女
性
全
体
の
表
現
者
と
し
て

の
可
能
性
を
否
定
し
て
い
る
。
と
す
る
と
そ
の
後
の
信
子
が
見
出
し
た
「
玉
子
を
人
に
取
ら
れ
た
鶏
」
と
い
う
の
も
、
「
鶏
」
川
信
子
を
含

む
女
性
、
「
玉
子
」
リ
そ
の
表
現
と
い
う
象
徴
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
は
な
い
か
（
勿
論
信
子
が
自
覚
し
て
い
な
い
に
し
ろ
）
。
そ
こ
に

は
（
あ
る
い
は
夫
と
信
子
の
対
立
に
も
｜
｜
こ
の
夫
は
男
で
あ
る
反
面
、
そ
の
「
女
の
や
う
な
」
面
が
強
調
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
）
書
く

こ
と
に
対
す
る
ジ
ェ
ン
ダ
！
の
問
題
が
絡
ん
で
く
る
の
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
の
関
係
上
指
摘
す
る
だ
け
に
留
め
て
お
く
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
実
践
き
れ
た
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
の
芥
川
晩
年
の
私
小
説
と
の
繋
が

り
／
断
絶
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
最
後
に
〈
詩
〉
と
の
関
連
に
つ
い
て
一
言
だ
け
言
及
し
て
お
く
と
、
芥
川
は
後
年
こ
う

語
っ
て
い
る
。
「
僕
は
何
ご
と
に
に
も
懐
疑
主
義
者
な
り
。
唯
如
何
に
懐
疑
主
義
者
な
ら
ん
と
欲
す
る
も
、
詩
の
前
に
は
未
だ
嘗
懐
疑
主
義

者
た
る
能
は
ぎ
り
し
こ
と
を
自
白
す
。
同
時
に
又
詩
の
前
に
も
常
に
懐
疑
主
義
者
た
ら
ん
と
努
め
し
こ
と
を
自
白
す
。
」
（
「
小
説
作
法
十
則
」

『
新
潮
』
昭2
・
9

）
こ
こ
に
も
永
遠
の
懐
疑
の
連
鎖
の
中
か
ら
ど
う
し
ょ
う
も
な
く
見
出
き
れ
る
一
つ
の
感
性
で
し
か
な
い
〈
立
脚
点
〉

が
あ
る
。
た
だ
そ
の
結
果
芥
川
は
〈
詩
的
精
神
〉
と
い
う
も
の
に
何
ら
か
の
揺
る
が
な
い
普
遍
性
を
、
憧
慢
す
る
が
如
く
性
急
に
求
め
て
い

っ
た
と
も
思
わ
れ
る
。
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