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文
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自
己
表
現
の
機
構

|
|
島
崎
藤
村
「
庭
女
地
」

を
視
座
と
し
た
表
現
指
導
の
老
盈

T
|

親
友
「
K
」
を
助
け
て
あ
げ
ら
れ
ず
、
死
な
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
悔

恨
と
自
責
の
念
、
そ
し
て
死
に
対
す
る
恐
怖
。
「
私
」
は
生
き
る
意
味
も
生

き
る
喜
び
も
喪
失
し
、
「
自
分
も
死
ぬ
ぺ
き
な
の
だ
」
と
い
う
自
戒
の
声
に

苛
ま
れ
な
が
ら
四
十
年
の
月
日
を
何
と
か
生
き
て
き
た
。
し
か
し
あ
る
日
、

彼
は
生
き
る
意
志
を
再
び
手
に
入
れ
た
。
過
去
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

で
は
な
い
。
過
去
を
捨
て
去
る
の
で
は
な
く
、
過
去
の
体
験
の
意
味
を
別
の

角
度
か
ら
捉
え
、
意
味
づ
け
直
し
、
他
者
に
物
語
る
こ
と
で
、
自
分
が
生
き

る
た
め
の
意
志
を
も
う
一
度
獲
得
し
得
た
の
で
あ
る
。

「恐
怖
は
た
し
か
に
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。
:
:
:
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
か

た
ち
を
と
っ
て
現
れ
、
時
と
し
て
私
た
ち
の
存
在
を
圧
倒
し
ま
す
。
し

か
し
何
よ
り
も
怖
い
の
は
、
そ
の
恐
怖
に
背
中
を
向
け
、
目
を
閉
じ
て

し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
、
?
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
中

に
あ
る
い
ち
ば
ん
重
要
な
も
の
を
、
何
か
に
譲
り
渡
し
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
私
の
場
合
に
は
|
|
そ
れ
は
波
で
し
た
」

村
上
春
樹
「
七
番
目
の
取
」
が
示
唆
し
て
く
れ
る
の
は
、
〈
過
去
〉
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
「
自
分
」
を
精
算
す
る
た
め
に
記
述
さ
れ
る
自
己
言

刀く

井

聖

問。

及
で
は
な
く
、
〈
い
ま
・
こ
こ
〉
を
生
き
る
「
私
」
を
肯
定
し
、
生
き
抜
く

た
め
の
〈
物
語
〉
の
持
つ
可
能
性
で
あ
る
。

世
界
に
お
け
る
自
分
の
位
置
、
す
な
わ
ち
〈
意
味
〉
は
、
す
で
に
決
定
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
常
に
一
得
解
釈
可
能
な
も
の
と
し
て
開
か
れ
て
い
る
。

「
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
自
分
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
、
自
己

に
語
っ
て
聞
か
せ
る
豊
岡
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
〈
説
話
H

物
語
〉
は
、
そ
の
意
味
づ
け
が
他
人
に
も
了
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
日
。
だ

か
ら
、
自
己
一言
及
の
〈
物
語
〉
は
、
他
人
と
何
ら
か
の
形
で
時
間
と
空
間
を

と
も
に
し
、
そ
の
、
気
恥
ず
か
し
く
、
息
苦
し
く
、
思
う
ま
ま
に
な
ら
な
い

関
係
性
の
中
で
模
索
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
定
番
教
材
「
こ
こ
ろ
」
に

お
け
る
悲
痛
な
「
遺
書
」
が
ひ
し
と
胸
に
こ
た
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
が
、
「
七
番
目
の
男
」
の
生
き
る
た
め
の
自
己
一言
及
は
「
遺
書
」
に
は

な
い
困
難
を
乗
り
越
え
た
地
平
に
達
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
考
え
さ
せ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
親
友
を
助
け
て
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
者
で
も
、
そ
の

死
を
厳
粛
に
受
け
止
め
つ
つ
、
そ
れ
で
も
な
お
生
き
る
た
め
の
論
理
を
見
出

す
こ
と
は
可
能
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
台
風
の
高
波
に
さ
ら
わ
れ
て
い
っ
た
親
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友
の
死
を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
う
無
責
任
な
行
動
な
ど
で
は
な
い
。

と
も
あ
れ
、
少
な
く
と
も
、
い
ま
、
国
語
教
科
書
は

「こ
こ
ろ
」
と
い
う

カ
ノ
ン
の
カ
ノ
ン
た
る
所
以
の
問
い
直
し
を
あ
か
ら
さ
ま
に
迫
る
よ
う
な
テ

ク
ス
ト
を
収
録
し
は
じ
め
て
い
て
、
扱
い
方
次
第
で
は
、
テ
ク
ス
ト
相
互
の

豊
か
な
対
話
が
可
能
に
な
り
つ
つ
あ
る
、
と
い
え
る
。

他
人
に

「あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
、
私
に
向
か
っ
て
、
語
り
な
さ
い
」
と

命
じ
る
こ
と
に
は
、
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
重
た
い
問
題
が
つ
き
ま
と

う
は
ず
な
の
だ
が
、
同
じ
国
語
教
科
書
で
も
、
「
表
現
指
導
」
と
な
る
と
突

然
、
次
の
よ
う
に
無
自
覚
な
認
識
が
横
行
し
が
ち
な
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。

「以
心
伝
心
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
何
も
言
わ
な
く
て
も
、

E
い

の
考
え
が
心
か
ら
心
へ
と
通
じ
合
う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
だ

が
、
社
会
が
複
雑
に
な
っ
た
現
代
で
は
、
言
葉
に
出
さ
ず
に
自
分
の
考

え
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。
多
様
な
価
値
観

を
持
つ
人
々
の
中
で
何
も
言
わ
ず
に
い
て
は
、
十
分
に
理
解
し
て
も
ら

う
こ
と
は
で
き
な
い
。
私
た
ち
は
、
人
前
で
自
分
の
考
え
や
意
見
を
述

べ
る
練
習
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
お。

「
以
心
伝
心
」
と
は
、
た
し
か
に
、
人
間
と
人
間
と
の
関
係
の
ひ
と
つ
の
幸

福
な
境
地
を
指
す
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も

「自
己
」
の

「
表
現
」
な
る
も
の
を
見
渡
す
地
平
に
立
っ
て
い
る
以
上
、
こ
こ
で
は
、
あ

た
か
も
「
他
人
に
お
け
る
自
己
」
を
理
解
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ

と
の
虚
偽
性
を
、
き
ち
ん
と
指
摘
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
の
引
用
で
も
っ
と
も
問
題
な
の
は

「社
会

が
複
雑
に
な
っ
た
現
代
で
は
、
言
葉
に
出
さ
ず
に
自
分
の
考
え
を
相
手
に
伝

え
る
と
い
う
こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
」
と
い
う
認
識
だ
ろ
う
と
国
々
っ
。
い
っ

た
い
い
つ
、
言
葉
を
媒
介
と
し
な
い
で

「自
分
」
を
構
築
で
き
た
時
代
が
あ
っ

た
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。「
複
雑
」
で
な
い
社
会
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
も
し
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
個
人
の
言
葉
が
浮
上
し

て
こ
な
い
よ
う
な
状
況
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
が
あ
る
シ
ス
テ
ム
の
中

で
機
能
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は

幸
福
な
こ
と
だ
っ
た
の
か
。
ま
た
、
で
は
、
い
ま
な
ぜ
、
生
徒
た
ち
は

「人

前
で
自
分
の
老
五
や
意
見
を
述
べ
る
練
習
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
」
の
か
。

こ
の
疑
問
を
解
く
鍵
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
「
中
学
校
μ
孟
息
遣
寸

面
蓄
の
解
説
」
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
っ
。

生
徒
を
取
一
ー
を
く
環
境
の
変
化
、
問
題
行
動
の
状
況
、
社
会
体
験
や

自
然
体
験
の
減
少
な
ど
の
状
況
を
老
虐
し
、
調
和
の
と
れ
た
豊
か
な
人

間
性
や
社
会
性
の
育
成
を
一
層
重
視
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
国
際

化
の
進
展
に
伴
い
、
国
際
社
会
の
中
で
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち

主
体
的
に
生
き
て
い
く
上
で
必
要
な
資
質
や
能
力
の
基
礎
を
培
う
こ
と

も
大
切
で
あ
お。

生
徒
た
ち
は
「
国
際
社
会
の
中
で
日
本
人
と
し
て
」
「
自
分
の
考
え
や
意

見
」
を
述
べ
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
、

「
日
本
」
と
い
う
比
較
的
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
自
己
主
張
を
特
別

求
め
ら
れ
な
か
っ
た
人
た
ち
が
、
世
界
化
・
多
元
化
の
潮
流
の
中
で

「自
覚

を
も
ち
主
体
的
に
生
き
て
い
く
」
「
日
本
人
」
な
る
主
体
と
し
て
見
出
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

学
習
指
導
要
慌
を
読
ん
で
い
る
と
、
教
室
で
教
え
ら
れ
、
生
徒
が
身
に
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付
け
る
べ
き

「自
分
の
考
え
」
と
は
、
「
日
本
」
や
「
異
な
る
価
値
観

・
文

化
」
を
代
表
す
る
た
め
の
も
の
と
し
て
定
位
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て

な
ら
な
い
。
ま
ず
、
こ
ち
ら
側
と
あ
ち
ら
側
と
の
間
に
明
瞭
な
「
線
」
が
引

か
れ
て
い
て
、
「
自
分
の
意
見
」
は
相
手
の
侵
入
に
備
え
た
り
、
ま
た
時
に

は
、
あ
ち
ら
側
に
譲
歩
を
求
め
た
り
、
ま
た
は
「
相
手
の
意
息
と
理
解
し

合
っ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
の
前
に
、
そ
も
そ
も
「
白
金
な
る
も
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ

と
個
別
的
で
、
な
お
か
っ
、
よ
り
隠
微
な
局
面
で
つ
く
ら
れ
る
も
の
な
の
で

は
な
い
の
か
。
ま
た
、
自
他
の
あ
わ
い
に
つ
い
て
も
、
も
っ
と
暖
味
で
、
す

く
な
く
と
も
「
線
」
と
い
う
よ
り
は
「
問
」
「
場
」
な
ど
と
呼
ん
だ
ほ
う
が

し
っ
く
り
く
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

残
念
な
が
ら
、
村
上
春
樹
「
七
番
目
の
男
」
に
お
け
る
「
私
」
の
建
在
、

学
習
指
導
要
領
の
射
程
に
は
ま
っ
た
く
入
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
だ
が
し
か

し
、
こ
の
作
品
は
、
今
日
に
お
け
る
た
い
へ
ん
重
要
な
「
自
己
表
現
」
の
あ

り
方
を
提
示
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は

「生
き
る
カ
」
と
よ
り
密
接
に
関
わ
っ
て
も
い
る
。

わ
た
し
た
ち
は
ま
ず
、
他
人
に
「
あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
、
私
に
向
か
っ

て
、
語
り
な
さ
い
」
と
命
じ
る
こ
と
と
、
命
じ
ら
れ
た
人
が
そ
れ
に
応
え
る

こ
と
、
こ
の
普
段
何
気
な
く
し
て
い
る
応
酬
の
卒
む
問
題
を
よ
く
知
っ
て
お

く
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
も
「
自
己
表
現
」
が
生
起
す
る
場
を
よ
り
微

視
的
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
以
下
、
あ
る
雑
誌
に
お
け
る
表
現
指

導
の
守
護
主
概
観
し
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
若
干
の
老
黍
を
試
み
た
い
。

2 一
九
二
二
年
四
月
、
島
崎
藤
村
は
雑
誌
「
慮
女
地
」
を
創
刊
し
た
。
こ
れ

は
、
自
身
の
全
集
の
利
益
を
「
何
か
意
義
あ
る
仕
事
に
と
思
っ
て
」
作
っ
た

も
の
で
、
「
私
の
処
へ
来
る
若
い
婦
人
た
ち
で
、
文
学
な
り
思
想
問
題
な
り

宗
教
な
り
に
考
へ
を
向
け
て
ゐ
る
人
々
の
た
め
」
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

今
の
日
本
の
状
態
で
は
、
男
子
の
た
め
に
は
い
ろ
/
¥
想
ふ
と
こ
ろ
を

発
表
す
る
機
関
が
あ
っ
て
も
、
女
子
の
た
め
に
は
少
し
も
な
い
と
い
ふ

有
様
な
の
で
す
。
(
略
)
も
と
/¥
こ
の
雑
誌
は
、
私
を
中
心
と
し
て

行
く
と
い
ふ
こ
と
が
私
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
っ
て
、
編
輯
か
ら
事

務
一
切
を
全
然
婦
人
自
身
の
手
で
や
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。
婦
人
の
力

で
新
し
い
道
を
拓
い
て
行
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。
た
ピ
私
は
そ
の
舞
台

を
提
供
し
た
い
と
い
ふ
に
過
ぎ
な
い
の
で
し
た
}。

雑
誌
「
慮
女
地
」
の
意
義
は
、
「
女
子
」
の
「
い
ろ
い
ろ
想
ふ
と
こ
ろ
」

を
発
表
す
る
機
関
を
「
編
輯
か
ら
事
務
一
切
を
全
然
婦
人
自
身
の
手
」
で
作

り
上
げ
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
。
伊
東

一
夫
氏
は
そ
の
菜
子
史
的
な

位
置
づ
け
を
、
次
の
よ
う
に
明
瞭
に
説
明
し
て
い
る
。「
婦
人
の
め
ざ
め
を

実
現
し
よ
う
と
す
る
意
図
に
お
い
て
は
、

「世
界
婦
人
」
や
「
青
絡
」
の
流

れ
に
「
処
女
地
」
も
位
置
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
村
の
意
図

の
な
か
に
は
、
前
二
者
と
は
異
な
る
、
彼
自
身
の
切
実
な
体
験
|
|
そ
れ
は

明
治
二
十
年
代
に
お
け
る
女
学
雑
誌
・
文
学
界
時
代
か
ら
の
宗
教
的
体
験
と

文
学
的
体
験
及
び
新
生
事
件
と
い
う
死
闘
を
の
り
こ
え
て
き
だ
人
間
的
体
験

ー
ー
に
う
ら
う
ち
さ
れ
な
が
ら
、
開
拓
し
篠
生
し
て
き
た
自
我
の
解
放
、
拡

充
、
育
成
と
い
う
、
内
面
的
な
自
我
形
成
の
ゆ
き
か
た
が
厳
と
し
て
存
在
し
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て
い
た
の
で
あ
る
」
。

「
婦
人
」
の
「
内
面
的
な
自
我
形
成
」
を
念
願
し
て
「
庭
女
地
」
は
創
刊
さ

れ
た
、
と
伊
東
氏
は
い
う
。
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、

こ

の
雑
誌
が
推
進
し
た

「婦
人
の
内
面
的
自
我
形
成
」
に
つ
い
て
は
、
よ
り
慎

重
に
検
証
し
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
伊
東
氏
が
い
う
よ
う

に
、
「
自
己
を
現
す
こ
と
は
、
他
か
ら
強
制
さ
れ
た
り
他
を
模
倣
す
る
こ
と

で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
も
の
を
現
す
と

と
も
に
、
そ
れ
を
害
わ
ず
に
大
切
に
育
成
し
て
ゆ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
実
践
さ
れ
て
い
た
と
は
に
わ
か
に
信
じ
が
た
い
か
ら
だ
。

「
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
も
の
」
。
こ
こ
に
は
、
言

語
化
さ
れ
た
自
己
表
現
を
起
源
ま
で
遡
っ
て
い
く
と
、
純
粋
無
垢
な
「
自
己

の
内
部
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
も
の
」
へ
と
辿
り
着
く
、
と
い
う
素
朴
な
文
学

主
義
が
看
取
で
き
る
。
し
か
し
そ
も
そ
も
「
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
内
部
か
ら

生
ま
れ
て
来
る
も
の
」
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

「
庭
女
地
」
創
刊
号
で
は
、

「創
型
す
は
ご
覧
の
ご
と
く
大
部
分
を
手
紙
の

読
物
に
あ
て
ま
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
戦
略
的
に
「
手
紙
」

の
形
式
を
借
り
て
婦
人
の
内
面
的
な
自
我
形
成
が
促
さ
れ
た
。
「
手
紙
の
形

式
は
自
由
で
好
ま
し
い
も
の
で
す
か
ら
、
先
ず
一
同
手
紙
か
ら
出
発
す
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
」
、
と

「
読
者
へ
」
と
題
さ
れ
た
無
記
名
(
も
ち
ろ
ん
藤

村
の
筆
で
あ
ろ
う
)
の
文
章
は
い
う
。

わ
た
し
た
ち
は
こ
の
自
由
な
形
式
に
基
調
を
置
き
た
い
考
へ
で
す
。
し

か
し
毎
号
こ
ん
な
風
に
手
紙
を
満
載
す
る
つ
も
め
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第

二
号
か
ら
は
恩
ひ
/
¥
の
読
物
を
載
せ
て
行
く
考
へ
で
す
。
長
い
世
紀

の
聞
の
沈
黙
に
慣
ら
さ
れ
た
わ
た
し
た
ち
が
、
ど
う
し
て
き
う
に
は
か

に
自
己
を
言
ひ
あ
ら
は
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
う
。
わ
た
し
た
ち
が
物
言

ひ
の
た
ど
/
¥
し
い
の
は
そ
の
故
で
す
。
わ
た
し
た
ち
は
こ
の

『慮
女

地
」
を
小
さ
な

「生
命
の
{
乏
と
も
見
て
、
自
分
等
の
内
部
か
ら
生
れ

て
来
る
も
の
を
育
で
行
き
た
い
考
へ
で
す
。

「
長
い
世
紀
の
聞
の
沈
黙
に
慣
ら
さ
れ
た
わ
た
し
た
ち
が
、
ど
う
し
て
き
う

に
は
か
に
自
己
を
言
ひ
あ
ら
は
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
う
」
と
い
う
口
吻
に
、

「
真
の
自
己
/
偽
り
の
自
己
」
「
自
己
表
現
/
沈
黙

・
抑
圧
」
と
い
う
二
分
法

を
見
出
す
の
は
た
や
す
い
。
藤
村
に
は
や
は
り
、
「
自
分
等
の
内
部
か
ら
生

れ
て
来
る
も
の
」
が
先
験
的
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
文
字
に
変
換
さ
れ
た
も
の

が
自
己
表
現
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
実
感
と
し
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
女
性
の
言
論
へ
の
抑
圧
が
除
か
れ
、
適
切
な
表
現
の
場
さ
え
与
え
ら
れ
れ

ば
、
お
の
ず
と
た
ど
た
ど
し
さ
は
消
え
「
自
己
を
言
ひ
あ
ら
は
す
こ
と
が
出

来
」
る
と
断
言
で
き
る
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
右
の
藤
村
の
認
識
に
は
大
き
な
逆
説
が
苧
ま

れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
手
紙
と
い
う
「
自
由
な
形
式
」

を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
す
る
と
い
う
行
為
が
身
近
な
も
の
に
感
じ

ら
れ
、
自
発
的
に
筆
を
執
る
婦
人
が
増
え
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
で
き
る
。
た

だ
し
、

「手
紙
」
と
は
、
そ
も
そ
も
き
わ
め
て
相
手
依
存
性
の
強
い
自
己
表

現
の
場
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
聞
き
書
き
に
よ
る
発
話
の
誘
発
が
、
往
々
に

し
て
、
開
き
手
の
関
与
の
仕
方
で
語
り
手
の
発
話
の
内
容
を
大
き
く
変
容
さ

せ
て
し
ま
う
よ
う
に
、
「
手
紙
」
に
表
出
さ
れ
る
「
自
己
」
は
、
一
見
「
ど

こ
ま
で
も
自
己
の
内
部
か
ら
生
ま
れ
て
来
る
も
の
」
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら

も
、
手
紙
の
相
手
の
次
事
に
よ
っ
て
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
可
変
的
な
も

の
と
し
て
あ
る
と
い
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。
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〈
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
〉
に
は
す
べ
て
、
他
者
が
必
要
で
あ
る
。
誰
か

他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
、
関
係
を
通
し
て
、
自
己
と
い
う
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
現
実
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
他
者
は
、
そ
の
行
動

に
よ
っ
て
、
望
ま
し
く
な
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
自
己
に
対
し
て
強

制
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
「
手
紙
」
と
い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
回
路
に
お
い
て
表
出

さ
れ
る
「
自
分
」
は
、
「
自
分
等
の
内
部
か
ら
生
れ
て
来
る
も
の
」
と
い
う

よ
う
な
単
純
素
朴
な
自
己
自
身
に
対
す
る
言
及
な
ど
で
は
な
い
。
そ
こ
に
身

を
投
じ
た
「
自
分
」
は
、
他
者
へ
の
言
及
と
自
分
自
身
へ
の
言
及
と
い
う
拡

散
す
る
志
向
に
引
き
裂
か
れ
、
ま
た
同
時
に
、
再
統
合
を
強
い
ら
れ
る
存
在

と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
庭
女
地
」
で
自
分
自
身
に
つ
い
て
書
く
と
い
う

こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
不
自
由
な
「
自
分
」
へ
と
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
受
け

入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
た
の
だ
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
自
己
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な

「自
己
に
と
っ
て
の

自
己
」
で
も
あ
り
「
他
者
に
と
っ
て
の
他
者
」
で
も
あ
る
存
在
と
し
て
の

「私
」
が
、
言
葉
と
の
不
調
和
に
四
苦
八
苦
し
な
が
ら
も
、
最
後
に
は
結
局
、

表
現
す
る
こ
と
で
獲
得
し
た
自
己
同
一
性
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、

島
崎
藤
村
が
用
意
し
た

「
手
紙
」

と
い
う
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン
の
場
は
、

藤
村
の
思
惑
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
で
、

「婦
人
」
の
「
自
己
」
形
成
を
促
す

可
能
性
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

3 「
庭
女
地
」
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た

「
友
に
与
ふ
る
手
紙
」
(
上
野
小
枝
)

は
、
友
か
ら
も
ら
っ
た
手
紙
へ
の
返
事
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

黙
っ
て
故
郷
を
去
っ
た
恨
み
と
、
あ
の
晩
私
が
予
感
し
て
恐
れ
た
事

を
詳
し
く
書
か
れ
た
長
い
御
手
紙
を
頂
い
た
の
は
東
京
に
帰
っ
て
間
も

な
く
で
し
た
。

そ
の
時
の
私
の
陵
昧
な
同
情
の
手
紙
を
、
貴
女
は
ど
ん
な
に
か
飽
き

足
り
な
く
御
思
ひ
に
な
っ
た
で
せ
う
。
お
赦
し
下
さ
い
。
(
略
)
自
分

の
力
無
さ
は
近
頃
益
々
強
く
私
を
悲
し
ま
せ
、
寂
し
く
さ
せ
ま
す
。

時
々
居
て
も
立
っ
て
も
ゐ
ら
れ
な
い
様
な
焦
燥
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま

す
。
か
う
し
た
自
分
自
身
に
対
す
る
不
信
頼
な
落
附
か
な
い
鞘
お
し
た

気
分
の
中
で
ど
ク

f
¥し
て
ゐ
た
所
に
大
き
な
音
を
た
て
、
貴
女
の
御

手
紙
が
落
ち
て
き
た
も
ん
で
す
か
ら
迷
ひ
抜
い
た
魂
は
ぐ
っ
た
り
な
っ

て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
庭
女
地
」
に
お
け
る
自
己
表
現
手
段
と
し
て
の
手
紙
は
、

独
自
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
対
話
を
基
礎
に
お
き
な
が
ら

「私
」
な
る
主

体
を
作
り
上
げ
て
ゆ
く
場
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
い
や
、
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、
お
よ
そ
促
さ
れ
て
書
く
「
自
己
」
な
る
も
の
は
、
本
質

的
に
こ
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

『新
生
」
で、

岸
本
捨
吉
が
マ
ル
セ
イ
ユ
に
向
か
う
船
の
中
か
ら
返
信
不
能
の
書
簡
を
義
兄

に
送
り
付
け
た
の
と
は
訳
が
違
う
。
こ
の
「
私
」
は
、
「
貴
女
」
に
呼
び
か

け
ら
れ
、
そ
し
て
逆
に
、
「
貴
女
」
に
呼
び
か
け
、
さ
ら
に
そ
れ
を
聴
い
て

も
ら
え
る
(
臆
き
容
れ
て
も
ら
え
る
、
で
は
な
い
)
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
語

る
存
在
と
し
て
生
成
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
右
の
文
章
に
も
顕
著
に
現
れ
て
い

る
よ
う
に
、
こ
の

「貴
女
」
と
は
、
常
に
意
思
を
一
致
さ
せ
得
る
親
和
的
な

パ
ー
ト
ナ
ー
な
ど
で
は
な
い
。「
私
」
は
「
貴
女
」
と
共
鳴
す
る
側
面
を
持

ち
な
が
ら
も
、
む
し
ろ
、
「
貴
女
」
に
脅
か
さ
れ
、
そ
し
て
更
に
、
「
貴
女
」
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と
の
差
異
を
明
確
に
し
な
が
ら
対
象
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。

人
間
は
「
そ
の
心
の
揺
れ
を
、
沈
黙
に
封
じ
込
め
得
る
存
在
で
も
あ
る
」

と、

「贈
答
の
う
た
」
を
め
ぐ
る
書
物
の
中
で
、
竹
西
寛
子
氏
は
い
う
。
だ

か
ら
こ
そ
、

「沈
黙
を
{寸
り
通
せ
な
か
っ
た
人
々
」
の
こ
と
ば
は
モ
ノ
ロ
ー

グ
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
も
の
に
な
る
。「
適
わ
し
い
対
象
の
呼
び
か
け
が

あ
っ
て
、
ま
る
で
そ
れ
を
待
っ
て
で
も
い
た
か
の
よ
う
に
強
く
、
更
に
強
く

繰
り
返
さ
れ
る
詩
語
に
は
、
潜
み
、
制
さ
れ
て
い
た
情
が
一
気
に
噴
き
上
げ

て
ゆ
く
一
穫
の
爽
快
が
あ
る
。
(
略
)
必
ず
し
も
対
象
の
呼
び
か
け
を
待
っ

て
い
た
状
態
で
は
な
い
の
に
、
刺
激
に
思
い
が
け
ず
反
応
し
て
ゆ
く
自
分
の

情
を
知
ら
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
意
識
し
て
も
い
な
か
っ
た
自
分
の
内
面
が
対
象

化
さ
れ
て
、
そ
の
あ
り
よ
う
に
驚
く
と
い
、
っ
場
合
も
あ
る
」
。

沈
黙
の
裡
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
偽
り
な
き
真
の
自
分
」
な
ど

で
は
な
く

「心
の
揺
れ
」
と
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
な
い
な
に
も
の
か
で
あ
る
。
あ

る
他
者
の
こ
と
ば
が
、

何
ら
か
の
形
で
、
そ
の
「
動
揺
し
た
気
分
の
中
」
に

渉
み
込
ん
で
き
た
と
き

(右
の
上
野
小
枝
は

「大
き
な
音
を
た
て
、
貴
女
の

御
手
紙
が
落
ち
て
き
た
」
と
そ
れ
を
表
現
し
て
い
た
て
そ
れ
へ
の
思
い
が

け
な
い
反
応
と
し
て
「
私
」
が
構
成
H
発
見
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

突
然
に
書
簡
を
差
上
げ
ま
す
失
礼
を
御
許
し
下
さ
い
ま
し
。
今
日
子

供
を
背
負
ひ
買
物
に
出
ま
し
た
途
次
に
、
ふ
と
久
し
く
立
寄
り
ま
せ
ん

で
し
た
雑
誌
や
の
庖
に
何
と
な
い
誘
惑
を
覚
え
ま
す
ま
¥
子
供
の
も

の
で
も
と
存
じ
あ
れ
こ
れ
と
運
び
ま
す
う
ち
、
「
慮
女
地
」
の
赤
い
文

字
に
心
を
引
か
れ
共
に
贈
っ
て
参
り
、
子
供
を
ね
せ
ま
し
た
仮
に
と
び

っ
く
斗
り
の
心
で
開
き
読
み
ま
し
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
三
木
栄
子
様
の

「
あ
る
婦
人
に
送
る
手
紙
」
そ
れ
を
拝
見
し
ま
し
て
私
の
驚
博
、
狂
喜
、

中
程
か
ら
胸
を
押
へ
て
私
は
、
ぉ
、
/
¥
と
呼
び
つ

v
け
ま
し
た
。
読

み
お
は
っ
て
手
を
拡
げ
又
胸
を
抱
き
又
目
を
覆
う
て
泣
出
し
ま
し
た
。

そ
の
三
木
栄
子
様
と
仰
る
お
方
に
何
と
よ
く
似
た
私
の
境
遇
で
ご
ざ
い

引
引
引
。

(

河
内
利
子
「
向
柳
原
町
よ
切
」)

「毎
号
こ
ん
な
風
に
手
紙
を
満
載
す
る
つ
も
り
も
あ
り
ま
せ
ん
。
第
二
号
か

ら
は
思
ひ
/
¥
の
読
物
を
載
せ
て
行
く
考
へ
で
す
」
と
い
、
ユ
勝
村
の
当
初
の

目
論
見
と
は
異
な
り
、

「慮
女
地
」
に
お
け
る

「手
紙
」
と
い
、
ヱ
衣
現
手
段

は
、
こ
の
雑
誌
を
性
格
，
つ
け
る
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
終
刊
時
ま
で
そ

の
連
鎖
を
続
け
て
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
「
あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
、
私

に
向
か

っ
て
、
語
り
な
さ
い
」
と
い
、
ユ
直
接
的
な
指
示
よ
り
も
、
「
聴
く
/

応
え
る
」
と
い
う
「
場
」
を
用
意
す
る
こ
と
こ
そ
が
自
己
表
現
を
促
す
、
と

い
う
こ
と
の
一
つ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

見
て
の
通
り
、
右
の
「
手
紙
」
は
、
「
庭
女
地
」
第

一
号
に
載
っ
た
三
木

栄
子
「
あ
る
婦
人
に
送
る
手
紙
」
に
対
す
る
返
信
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で

あ
る
。「
読
み
お
は
っ
て
羊
る
』
拡
げ
又
胸
を
抱
き
又
目
を
覆
う
て
泣
出
し
ま

し
た
。
そ
の
三
木
栄
子
様
と
仰
る
お
方
に
何
と
よ
く
似
た
私
の
境
遇
で
ご
、さ

い
ま
せ
う
」
。
ま
さ
に
、
書
き
手
河
内
利
子
は
「
私
の
境
遇
」
に
ふ
さ
わ
し

い
表
現
を
得
、
そ
れ
と
同
時
に
「
私
」
を
発
見
し
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

沿
っ
て
「
私
」
を
表
現
し
て
い
る
。
竹
西
寛
子
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
適
わ

し
い
対
象
の
呼
び
か
け
」
が
あ
っ
た
と
き
、
は
じ
め
て
「
そ
れ
ま
で
意
識
し

て
も
い
な
か
っ
た
自
分
の
内
面
が
対
象
化
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

「
自
分
の
内
面
」
と
は
、
す
で
に
「
私
」
の
内
部
に
あ
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
他
者
か
ら
の
ま
な
ざ
し
へ
の
「
反
応
」
と
し
て
現
れ
る
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
、
と
き
に
「
私
」
は
「
そ
の
あ
り
よ
う
に
驚
く
と
い
う
場
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合
」
さ
え
あ
る
。
「
私
」
の
発
現
と
は
、
「
ど
こ
ま
で
も
自
己
の
内
部
か
ら
生

ま
れ
て
来
る
も
の
」
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
河
内
利
子
「
向
柳
原
町
よ
り
」
に
戻
ろ
う
。
こ
の
「
手
紙
」
に
は
、

さ
き
ほ
ど
老
黍
し
た
上
野
小
枝
「
友
に
与
ふ
る
手
紙
」
と
は
決
定
的
な
違
い

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
文
章
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
手
紙
」
が
、
こ
の

文
章
の
書
き
手
に
向
け
ら
れ
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
点
だ
。

つ
ま
り
、
河
内
利
子
は
三
木
栄
子
の
手
紙
を
、
自
分
に
向
け
て
書
か
れ
た
手

紙
の
よ
う
に
、
い
わ
ば
勝
手
に
読
ん
だ
に
渇
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。
三
木
栄
子
「
あ
る
婦
人
に
送
る
手

紙
」
は
、
経
誌
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
で
、
多
方
向
に
拡
散
し
、
雲
信
者
「
あ

な
た
」
を
無
数
に
創
出
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
雲
信
者
は
、
今
度

は
彼
女
た
ち
自
身
が
「
私
」
と
い
、
つ
発
信
者
に
な
っ
て
自
己
表
現
を
試
み
る

こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
庭
女
地
」
は
、
書
簡
の
連
鎖
と
い
う

運
動
の
中
で
、
無
数
の
書
き
手
「
私
」
を
「
沈
黙
を
守
り
通
せ
な
か
っ
た

人
々
」
と
し
て
誌
上
に
登
場
さ
せ
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

ヲ
匂
。

4 
さ
き
ほ
ど
か
ら
考
察
し
て
い
る
上
野
小
枝
「
友
に
与
ふ
る
手
紙
」
は
、

「
時
さ
ん
」
と
い
、
っ
女
性
か
ら
の
手
紙
に
対
す
る
、
「
時
さ
ん
」
へ
の
返
信
と

し
て
綴
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
具
体
的
な
特
定
の
他
者
に
向
か
っ
て
投
げ
掛

け
ら
れ
た
候
女
の
言
葉
は
、
常
に
、
自
分
が
「
時
さ
ん
」
の
他
者
で
あ
る
と

い
う
こ
と
の
意
識
を
失
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
「
私
は
頼
ら
れ
る
様

な
人
間
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
」
、
「
も
し
貴
女
の
御
苦
し
み
が
私
に
話
さ
れ
た
為

に
少
し
で
も
薄
ら
ぐ
様
な
も
の
で
し
た
ら
私
は
い
く
ら
で
も
御
聞
き
い
た
し

ま
せ
う
」
(
「
友
に
与
ふ
る
手
紙
」
)
。
こ
こ
で
は
、
「
時
さ
ん
」
の
手
紙
が
、

上
野
小
枝
に
自
己
意
識
を
発
見
さ
せ
る
却
議
と
な
っ

て
い
る
。
上
野
小
枝
は
、

「
時
さ
ん
」
に
見
ら
れ
て
い
る
・
「
時
さ
ん
」
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
気
付

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
は
「
時
さ
ん
」
の
言
う
よ
う
な
人
間
で
は
な
い

(
で
は
、
自
分
は
ど
う
い
ろ
人
間
な
の
か
)
と
対
象
化
し
得
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
そ
の
三
木
栄
子
様
と
仰
る
お
方
に
何
と
よ
く
似
た
私

の
境
遇
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」
と
述
べ
た
河
内
利
子
「
向
柳
原
町
よ
り
」
は
ど

う
だ
ろ
う
か
。
彼
女
は
、
上
野
小
枝
に
と
っ
て
の
「
時
さ
ん
」
に
相
当
す
る

具
体
的
な
相
手
を
持
た
な
い
。
「
一
一
一
木
栄
子
」
に
と
っ
て
の
彼
女
は
、
不
特

定
多
数
の
読
み
手
の
う
ち
の
一
人
に
渇
主
守
、
ま
た
、
横
女
の
「
手
紙
H
向

柳
原
町
よ
り
」
は
誰
に
宛
て
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
「
手
紙
の

相
手
」
が
極
め
て
抽
象
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

お
そ
ら
く
こ
こ
に
、
「
慮
女
地
」
と
い
う
場
が
も
た
ら
し
た
自
己
表
現
の

一
つ
の
達
成
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
「
私
」
は
、

ま
ず
何
よ
り
先
に
、
特
定
の
誰
か
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
指
示
対
象
と
し
て
存

在
し
た
。
こ
の
と
き
す
で
に
「
私
」
に
は
、
あ
る
外
部
か
ら
の
物
語
が
付
与

さ
れ
、
「
私
」
は
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
物
語
が
分
節

化
し
よ
う
と
す
る
力
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

一方、

「
三
木
栄
子
様
と
仰
る
お
方
に
何
と
よ
く
似
た
私
の
境
遇
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
」

と
述
べ
た
「
私
」
は
、
所
与
の
物
語
以
外
の
「
別
の
物
語
」
を
自
ら
の
手
で

見
出
し
、
そ
れ
を
も
と
に
自
己
同

一
性
の
構
築
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け

の
想
像
力
と
自
律
性
を
手
に
入
れ
て
い
る
(
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
戸
律
性
は
あ

く
ま
で
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
)
。
そ
し
て
、
「
私
」
は
、
自
ら
の
自
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己
表
現
が
さ
ら
に
不
特
定
の
「
禁
致
匂
/
私
」
の
も
と
に
届
き
、
受
け
容
れ
ら

れ
る
こ
と
を
想
像
し
な
が
ら
、
「
庭
女
地
」
に
向
け
て
言
葉
を
紡
い
で
い
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、
相
補
的
な
営
み
の
中
で
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
は
ほ
ん
の
一
時
の
安
定
を
み
る
。

と
こ
ろ
で
、
村
上
春
樹
の
「
七
番
目
の
男
」
の
主
人
公
が
語
っ
た
物
語
と

は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

彼
は
、
少
な
く
と
も
「
六
人
」
は
い
る
と
思
わ
れ
る
聴
き
手
に
向
か
っ
て
、

次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

そ
し
て
あ
る
と
き
、
一
週
間
ば
か
り
た
っ
た
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
、
私
は

は
っ
と
こ
う
思
っ
た
の
で
す
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
自
分
は
こ
れ
ま
で
重
大

な
思
い
違
い
を
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
。
あ
の
波
の
先
端
に

横
た
わ
っ
て
い
た
K
は
、
私
を
憎
ん
だ
り
恨
ん
だ
り
、
あ
る
い
は
私
を

ど
こ
か
に
連
れ
て
い
こ
う
と
思
っ
た
り
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
に
や
り
と
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
の
は
、
た
だ
何
か
の
加

減
で
そ
う
見
え
た
だ
け
で
、
彼
は
そ
の
と
き
に
は
も
う
意
識
も
何
も
な

か
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
K
は
私
に
向
か
っ
て
最
後
に
や

さ
し
く
ほ
ほ
え
み
か
け
て
、
永
遠
の
別
れ
を
告
げ
て
い
た
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
私
が
K
の
表
情
に
認
め
た
激
し
い
憎
悪
の
色
は
、
そ
の
瞬
間

に
私
を
と
ら
え
支
配
し
て
い
た
激
し
い
恐
怖
の
聾
定
週
き
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
:
:
:
。
K
の
描
い
た
昔
の
水
彩
画
を
子
細
に
眺
め
て
い

る
と
、
そ
の
よ
う
な
私
の
思
い
は
ま
す
ま
す
強
い
も
の
に
な
っ
て
い
き

ま
し
た
。
ど
れ
だ
け
眺
め
て
も
、
私
は
、

K
の
絵
の
中
に
、
汚
れ
の
な

い
穏
や
か
な
魂
し
か
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。

こ
の
場
面
で
は
、
「
私
」
の
い
ま

・
こ
こ
を
す
く
い
上
げ
る
役
割
は
「
K

の
描
い
た
昔
の
水
彩
画
」
と
い
う
き
わ
め
て
抽
象
的
な
他
者
が
果
た
し
て
い

る
。
そ
こ
に
「
私
」
は
、
自
分
の
生
き
る
余
地

(H
物
語
)
を
「
K
」
の
言

葉
と
し
て
見
い
だ
し
、
そ
し
て
、
そ
れ
を
他
者
に
向
か
っ
て
試
行
錯
誤
し
な

が
ら
物
語
っ
て
み
せ
た
。
一

方
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
聴
き
手
た
ち
は
、

話
し
手
を
ま
な
、ざ
し
、
時
に
は
相
槌
を
打
ち
な
が
ら
、
彼
の
物
語
を
、
厳
粛

に
、
ま
た
は
好
意
的
に
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
「
私
」
の
一
連
の
物
語
生
成

に
季
号
、
し
た
の
だ
っ
た
。

学
習
指
導
要
領
お
よ
び
「
表
現
指
導
」
の
現
場
に
決
定
的
に
欠
け
て
い
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
複
数
の
主
体
が
季
号
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
分
の

考
え
」
が
生
成
さ
れ
る
「
場
」
へ
の
配
慮
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
教
室

は
、
た
し
か
に
「
国
際
社
会
」
や
「
異
文
化
」
に
向
け
て
聞
か
れ
て
い
る
。

だ
が
、
し
か
し
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
の
現
実
的
な
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、

「
私
」
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
先
に
、
教
室
の
中
の
他
者
の
視
線
や
他
者
の
言

葉
に
晒
さ
れ
、
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
で
い
る
。
自
己
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
は
、
ま
ず
、
こ
の
位
相
に
お
い
て
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

- 76一

5 
常
に
他
者
に
見
つ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
が
引
き
起
こ
す
緊
張
は
、

け
っ
し
て
小
さ
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
あ
え
て
そ
の
緊
張
を
厭
わ
ず
、

差
恥
と
自
負
の
入
り
交
じ
っ
た
揮
沌
の
中
か
ら
「
私
」
を
見
い
だ
し
て
ゆ
く

こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
「
場
」
に
身
を
置
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
の

気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
他
者
の
視
線
か
ら
完
全
に
逃
避
し
な
が
ら
生
き
る
こ

と
も
難
し
く
な
い
今
日
に
お
い
て
、

「表
現
指
導
」
が
抱
え
る
重
要
な
問
題

で
あ
る
。



私
を
見
て
い
る
他
者
の
価
値
評
価
を
受
け
入
れ
る
に
せ
よ
否
定
す
る

に
せ
よ
、
ひ
た
と
ま
な
ざ
し
を
向
け
ら
れ
た
そ
の
利
那
に
は
、
私
は
全

く
無
防
備
で
傷
つ
き
ゃ
す
い
存
在
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
私
は
自
分
が

現
に
そ
れ
を
生
き
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
、
流
動
的
な
内
受
容
性
の
現
場

を
と
り
お
さ
え
ら
れ
、
一
瞬
周
章
狼
狽
し
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
た

じ
ろ
が
ざ
る
を
え
な
い
。
相
手
の
ま
な
ざ
し
に
耐
え
る
た
め
に
、
私
の

流
動
的
な
存
在
の
表
面
に
は
大
急
ぎ
で
透
明
な
か
さ
ぶ
た
の
よ
う
な
も

の
が
で
き
あ
が
る
。
私
が
彼
の
-
評
価
を
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

そ
の
か
さ
ぶ
た
が
張
っ
た
後
で
で
あ
る
。
そ
し
て
相
手
の
評
価
を
-
評
価

す
る
た
め
に
は
、
彼
の
ま
な
ざ
し
が
私
の
か
さ
ぶ
た
の
密
度
に
応
じ
た

屈
折
率
で
私
の
内
部
に
侵
入
し
、
私
が
私
自
身
に
向
け
る
ま
な
、ざ
し
と

共
存
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
、
私
は
「
他
者
に

と
っ
て
見
え
る
私
」
と

「私
に
と
っ
て
見
え
る
私
」
と
の
相
違
も
し
く

は
合
致
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
お
。

国
語
教
科
書
は
、
表
現
の
場
と
し
て
ス
ピ
ー
チ
や
デ
イ
ベ

l
ト
を
利
用
し

よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ

こ
に
欠
落
し
て
い
る
の
は
、
右
の
文
章
に
お
け
る
「
全
く
無
防
備
で
傷
つ
き

ゃ
す
い
存
在
」
と
し
て
の
「
私
」
を
重
ん
じ
よ
う
と
す
る
志
向
だ
ろ
う
。
ス

ピ
ー
チ
や
デ
イ
ベ

l
ト
に
お
い
て
は
、
求
め
ら
れ
る
役
割
が
す
で
に
あ
り
、

ま
た
、
ニ
疋
の
約
束
事
に
則
り
な
が
ら
「
自
分
の
考
え
」
を
示
す
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
、
先
に
指
摘
し
た
「
日
本

人
と
し
て
の
自
覚
を
持
ち
」
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
、
と
い
、
ユ
衣
現
モ
デ
ル

に
も
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
周
章
狼
狽
し
た
状
態
か
ら
対
自
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
・
対
他
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
取
り
繕
う
ま
で
に
「
私
」

が
辿
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
困
難
で
は
あ
る
が
し
か
し
重
要
な
過
程
が
、

す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
私
」
は
、
生
き
ら
れ
た
空

間
・
生
き
ら
れ
た
時
間
の
中
に
模
索
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
生
き
ら
れ
た

時
空
と
は
す
な
わ
ち
、
日
常
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
慮
女
地
」
に
戻
ろ
う
。
こ
こ
で
の
手
紙
の
や
り
と
り
は
も
は
や
、
具
体

的
な
呼
び
か
け
を
持
た
ず
、
ま
た
、
同
時
に
具
体
的
な
宛
て
名
を
持
た
ぬ
も

の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
前
節
で
確
認
し
た
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
た
の
か
。
前
節
に
引
用
し
た
河
内
利
子

「向
柳
原
町
よ
り
」

の
続
き
を
見
て
み
よ
、
っ
。

そ
の
三
木
栄
子
様
と
仰
る
お
方
に
何
と
よ
く
似
た
私
の
境
遇
で
ご
ざ
い

ま
せ
う
。
芸
術
で
立
た
う
と
し
た
志
そ
れ
を
涙
を
の
ん
で
思
ひ
断
っ
て

嫁
入
り
し
て
か
ら
十
年
の
後
、
再
び
心
に
燃
え
出
し
た
芸
術
へ
の
あ
こ

が
れ
、
そ
れ
は
も
う
ど
う
し
て
も
止
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
に
係

ら
ず
、
周
囲
へ
の
顧
慮
と
行
く
手
に
も
る
、
光
の
な
い
為
と
に
、
或
時

は
奮
ひ
立
っ
て
夜
の
目
も
ね
ず
に
筈
喜
と
り
、
又
あ
る
時
は
絶
望
し
力

も
ぬ
け
只
日
々
の
つ
も
り
積
る
用
事
に
お
は
れ
て
日
を
過
す
、
そ
の
焦

燥
と
落
胆
と
に
送
る

B
は
何
と
い
ふ
み
じ
め
さ
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

「
向
柳
原
町
よ
り
」
は
、
三
木
栄
子
へ
の
「
返
事
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振

る
舞
い

つ
つ
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
は
、
極
め
て
自
己
完
結
的
あ
る
い
は
自
己

再
帰
的
な
性
格
を
強
く
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
す
で
に
こ
の
書
き

手
が
「
全
く
無
防
備
で
傷
つ
き
ゃ
す
い
存
在
」
と
し
て
こ
の
場
に
臨
ん
で
い

な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
る
。
抽
象
化
さ
れ
た
他
者

(こ
れ
は
他
者
と
は
い
え

な
い
だ
ろ
う
)
の
他
者
と
し
て
析
出
さ
れ
て
く
る
「
私
」
は
、
こ
れ
ま
た
抽

象
的
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
と
き
、
「
私
」
は
普
遍
化
し
得
な
い
も
の
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に
向
か
う
よ
り
も
、
安
易
に
普
遍
化

・
一
般
化
・

定
型
化
の
道
を
選
ぶ
だ
ろ

う
。
そ
の
一
方
で
、
手
紙
の
受
け
手

・
送
り
手
の
抽
象
度
が
増
し
、
自
他
の

境
界
が
暖
味
に
な
る
に
つ
れ
、
皮
肉
に
も
文
章
は
洗
練
さ
れ
、
筆
致
は
流
暢

に
な
っ
て
ゆ
く
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
段
階
で
の
表
現
者
の
位
相
は
、
ス
ピ
ー

チ
や
デ
イ
ベ

l
ト
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
表
現
者
の
位
相
と
そ
う
遠
く
は
な

し
V

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
虚
女
地
」
の
読
者
/
書
き
手
の
う
ち
、
あ
る

者
た
ち
は
、
「
自
盆
守
の
内
部
か
ら
生
れ
て
来
る
も
の
」
を
突
き
詰
め
た
と

い
う
よ
り
も
、

「何
と
よ
く
似
た
私
の
境
遇
」
を
見
出
し
た
。
多
く
の
場
合
、

そ
れ
は
、
抑
圧
さ
れ
た
芸
術
へ
の
憤
れ
、
家
事
に
追
わ
れ
て
日
々
を
や
り
過

ご
す
こ
と
へ
の
焦
燥
・
落
胆
と
し
て
表
現
さ
れ
、
ま
た
そ
、
ヱ
衣
現
す
る
こ
と

を
紐
帯
と
し
て
、
共
同
体
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

此
の
十
ヶ
月
間
の
私
は
、
此
の
雑
誌
に
依
っ
て
、
書
く
こ
と
よ
り
も

寧
ろ
自
分
の
日
常
に
つ
い
て
考
へ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
朝
に
晩

に
あ
の
最
初
の
歓
喜
や
希
望
や
憧
憶
が
、
自
己
の
何
に
よ
っ
て
根
ざ
さ

れ
た
も
の
か
を
考
へ
る
日
が
続
い
た
。
多
く
の
子
供
を
抱
へ
て
、
寸
刻

も
な
い
や
う
な
其
の
日
を
送
り
な
が
ら
、
何
時
の
間
に
か
と
も
す
れ
ば

追
は
れ
る
や
う
に
し
て
筈
亨
』
執
る
や
う
に
な
っ
て
ゐ
た
。
私
は
ど
ん
な

に
苦
し
く
惚
づ
べ
き
こ
と
だ
と
思
っ
た
で
あ
ら
う
。
あ
の
純
粋
な
最
初

の
喜
び
に
対
し
て
も
、
そ
れ
は
自
ら
汚
慣
す
る
も
の
だ
と
痛
感
韮
ず
に

は
ゐ
ら
れ
な
か
っ
た
。

女
の
日
常
と
云
ふ
こ
と
が
深
く
考
へ
ら
れ
た
。
既
に

二
季
乞
も
っ
た

女
、
子
供
を
も
っ
た
女
、
主
婦
で
あ
り
母
で
あ
り
奏
で
あ
る
女
|

|
其

等
の
一
般
的
な
女
達
が
、
ど
ん
な
生
活
を
送
っ
て
ゐ
る
か
、
殆
ど
同
じ

時
刻
に
、
赤
子
を
眠
ら
せ
、
鍋
を
洗
ひ
、
畳
を
掃
く
の
で
は
な
か
ら
う

か
。

(

鷹

野

つ

ぎ

「

告

別
」)

あ
な
た
の
中
に
は
埋
も
れ
た
真
の
姿
が
あ
る
、
と
い
う
「
慮
女
地
」
あ
る

い
は
藤
村
の
問
い
か
け
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
「
真
の
自
己
」
な
ど
存
在
し

な
い
以
上
、
常
に
そ
れ
を
実
現
で
き
な
ど
望
台
/
書
き
手
を
創
出
し
続
け
た
。

被
女
た
ち
は
、
悩
み
、
焦
り
、
差
じ
ら
う
以
外
の
手
ム
伐
を
知
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
引
用
文
で
見
過
ご
せ
な
い
の
は
、
傍
線
部
に
表
れ
て
い
る
よ
う
な
、

{
季
苧
な
ど
に
「
追
は
れ
る
や
う
に
し
て
筆
を
執
る
」
こ
と
が
不
純
な
こ
と
で

あ
る
か
の
よ
う
な
認
識
が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
書
く
こ
と
は
純
粋
に
し

て
神
聖
で
あ
り
、
{
季
子
や
育
児
は
不
純
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
は
「
真
の
自
己
」
幻
想
の
産
物
と
し
て
の
観
念
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
、

何
事
に
も
追
わ
れ
な
い
で
書
く
こ
と
な
ど
あ
り
え
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
を

抱
く
こ
と
は
け
っ
し
て
不
謹
慎
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
他
者
で
あ
れ
、
情
況
で

あ
れ
、
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
も
の
、
自
己
の
同
一
性
を
揺
る
が
す
も
の
が

現
出
し
た
と
き
に
こ
そ
自
己
認
識
な
る
も
の
が
生
じ
、
表
現
と
し
て
の
「
私
」

が
苦
し
紛
れ
に
立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

結
局
、
「
庭
女
地
」
の
読
者
/
書
き
手
た
ち
は
「
追
は
れ
る
や
う
に
し
て

筆
を
執
る
」
こ
と
を
不
満
に
思
い
、
そ
の
不
満
の
原
因
を
、

抑
圧
を
強
い
る

「
女
の
日
常
」

に
帰
す
こ
と
と
な
っ
た
。
当
然
の
帰
結
と
い
え
ば
そ
う
で
あ

る
し
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
意
義
が
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
が
、

「
女
の
日
常
」
と
い
う
問
題
に
行
き
着
い
た
瞬
間
に
「
手
紙
」
と
い
う
個
的

な
形
式
の
持
つ
可
能
性
の
う
ち
あ
る
部
分
が
封
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に

思
え
て
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
被
女
た
ち
が
「
女
の
日
常
」
に
つ
い
て

言
及
す
る
こ
と
と
は
、
あ
の
「
国
際
社
会
の
中
で
日
本
人
と
し
て
」
語
る
こ
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と
と
、
お
そ
ら
く
ど
こ
か
で
地
続
き
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。

6 
「
鹿
女
地
」
第
二
号
(
一
九
二
二
年
五
月
)
に
掲
載
さ
れ
た
、
横
瀬
多
喜

「
消
息
(
筑
波
の
西
よ
り
)
」
は
、
島
崎
藤
村
か
ら
の
手
紙
に
対
す
る
返
信
と

し
て
綴
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

思
ひ
が
け
な
い
お
手
紙
を
拝
見
致
し
ま
し
て
、
私
は
ほ
ん
と
う
に
思

ひ
が
け
な
か
っ
た
の
で
御
座
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
二
度
先
生
の
御
ふ
で

の
あ
と
を
拝
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
(
略
)
筑
波
の
西
に
私
は
静

か
に
幸
福
に
暮
ら
し
て
を
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
な
ん
と
な
く
物
足
ら
ぬ

日
が
御
座
い
ま
す
。
本
を
読
む
こ
と
、
手
紙
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
わ

ず
か
に
寂
し
さ
か
ら
の
が
れ
る
の
で
御
座
い
ま
す
。
か
う
い
ふ
生
活
で

御
座
い
ま
す
か
ら
、
先
生
の
お
試
み
を
、
つ
け
た
ま
は
り
ま
し
て
嬉
し
く

思
ひ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
私
は
な
ん
に
も
出
来
な
い
の
で
御
座
い
ま
す
。

先
生
の
折
角
の
お
こ
、
ろ
み
を
お
た
す
け
す
る
な
ど
と
云
ふ
事
も
出
来

な
い
の
で
あ
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。

「
庭
女
地
」
創
刊
に
あ
た
っ
て
藤
村
は
「
た
ゾ
私
は
そ
の
舞
台
を
提
供
し

た
い
と
い
ふ
に
週
き
な
ど
と
述
べ
て
い
た
が
、
や
は
り
こ
こ
に
は
、
女
性

寄
稿
者
同
士
で
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
関
係
性
が
、
文
体
上
の
特
徴
と
い
う
よ

り
は
、
「
私
」
の
構
築
の
さ
れ
方
の
特
徴
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
い

る
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
、
藤
村
と
横
瀬
多
喜
と
の
間

に
潜
在
す
る
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

藤
村
か
ら
の
手
紙
と
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
庭

女
地
」
創
刊
を
準
備
中
の
藤
村
か
ら
、
森
楢
栄
に
宛
て
ら
れ
た
書
簡
か
ら
の

引
用
で
あ
る
。

弱
い
の
は
決
し
て
恥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
弱
さ
に
徹
し
得
な
い

の
が
恥
で
す
。

こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
あ
げ
や
う
/
¥
と
思
ひ
な
が
ら
、
つ

い
多
忙
に
と
り
ま
ぎ
れ
ろ
く
/
¥
御
返
事
も
差
上
げ
ま
せ
ん
で
し
た
。

智
子
紙
を
拝
見
し
て
あ
な
た
の
御
考
へ
を
も
知
り
ム
長
こ
れ
を
認
め
ま

す
。御

送
り
下
す
っ
た
妹
さ
ん
へ
の
手
紙
に
は
あ
な
た
の
床
し
い
性
質
が

あ
ら
は
れ
て
居
る
を
思
ひ
ま
し
て
、
実
は
あ
の
ま
、
処
女
地
へ
掲
げ
よ

う
か
と
も
考
へ
て
居
た
と
こ
ろ
で
し
た
。

し
か
し
折
角
の
御
手
紙
で
は
あ
り
、
あ
な
た
の
御
出
発
も
大
切
で
す

か
ら
、
も
う
一
度
書
き
改
め
て
頂
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
甚
だ
失
礼
と

は
思
ひ
ま
し
た
が
、
あ
の
原
稿
へ
御
参
考
迄
に
私
の
省
略
し
た
い
と
思

ふ
部
分
、
書
き
加
へ
た
い
と
思
ふ
部
分
を
認
め
て
御
送
り
し
ま
す
。

(
略
)
私
の
考
へ
で
は
、
あ
の
六
枚
目
の
裏
の
「
一
寸
し
た
こ
と
に
触

れ
て
も
」
以
下
の
や
う
な
御
考
へ
を
十
分
あ
ら
は
そ
う
と
な
さ
る
に
は
、

あ
の
言
葉
だ
け
で
は
足
り
ま
せ
ん
。
ど
う
し
て
も
あ
な
た
の
子
供
の
時

分
か
ら
の
こ
と
を
振
返
っ
て
、
そ
の
間
に
起
っ
て
来
る
大
き
な
高
い
深

い
清
い
楽
し
い
世
界
の
模
索
に
ま
で
筈
事
つ
け
ね
ば
ウ
ソ
で
す
。
あ
な

た
が
幼
い
娘
の
時
分
の
こ
と
、
妹
さ
ん
と
共
に
生
成
し
た
頃
の
こ
と
、

そ
れ
を
昔
昼
間
山
に
し
て
あ
の
御
作
は
生
生
と
し
て
来
る
か
と
思
ひ
ま
す
。

何
に
し
て
も
あ
な
た
は
床
し
い
方
で
す
。
ど
う
か
し
て
あ
な
た
は
そ

の
気
質
に
徹
し
て
下
さ
い
。

「庭
女
地
」
は
わ
ず
か
十
号
で
廃
刊
と
な
っ
た
。
そ
の
原
因
は
い
く
つ
か
挙



げ
ら
れ
む
が
、
「
わ
た
し
た
ち
は
か
ね
て
期
す
る
こ
と
の
十
が
一
も
果
た
し

得
な
い
で
、
今
日
の
婦
人
の
眠
さ
め
に
資
す
る
と
こ
ろ
の
ま
こ
と
に
少
な
か

っ
た
の
を
面
白
な
い
と
思
ひ
ま
持
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
か
ら
し
て
、
誌
上
で

展
開
さ
れ
た
棋
女
た
ち
の
「
自
己
表
現
」
に
、
藤
村
が
満
足
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

右
の
書
簡
か
ら
判
る
こ
と
は
、
藤
村
が

「
庭
女
地
」
創
刊
当
時
の
同
人
た

ち
に
「
手
紙
」
を
直
接
依
頼
し
、
目
を
通
し
、
と
き
に
は
、
書
き
直
し
の
た

め
に
そ
れ
を
書
き
手
に
突
き
返
し
て
い
た
と
い
、
ユ
事
実
で
あ
る
。
「
慮
女
地
」

に
書
く
以
上
、
そ
れ
は
藤
村
と
い
う
権
威
に
あ
や
か
る
こ
と
を
ど
こ
か
で
意

味
し
て
は
い
た
が
、
藤
村
自
身
が
「
も
と
も
と
こ
の
雑
誌
は
、
私
を
中
心
と

し
て
行
く
と
い
ふ
こ
と
が
私
の
望
む
と
こ
ろ
で
は
な
く
っ
て
、
編
輯
か
ら
事

務
一
切
を
全
然
婦
人
自
身
の
手
で
や
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。
婦
人
の
力
で
新

し
い
道
を
拓
い
て
行
っ
て
欲
し
い
の
で
す
。
た
ず
私
は
そ
の
舞
台
を
提
供
し

た
い
と
い
ふ
に
渇
き
な
い
の
で
し
た
」
と
述
べ
て
い
た
こ
と
を
思
っ
と
、
少

し
首
を
か
し
げ
た
く
も
な
る
。

た
だ
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
庭
女
地
」
誌
上
に
は
、
藤
村
の
影
は
ほ
と
ん
ど

見
え
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
誌
上
を
媒
介
と
し
て
手

紙
が
多
方
向
に
拡
散
し
な
が
ら
や
り
と
り
さ
れ
る
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
奏
効

し
て
、
多
く
の
「
私
」
が
記
述
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
「
慮
女
地
」
の

書
き
手
た
ち
は
、
ど
こ
か
で
雑
誌
の
、
い
や
藤
村
の
芦
|
|
「
何
に
し
で
も

あ
な
た
は
床
し
い
方
で
す
。
ど
う
か
し
て
あ
な
た
は
そ
の
気
質
に
徹
し
て
下

さ
い
」

|
|
を
内
面
化
し
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
「
私
」
を
構
築

し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

教
室
も
や
は
り
、
生
徒
た
ち
の
ま
な
、
ざ
し
が
交
錯
す
る
場
で
あ
る
と
同
時

に
、
教
師
の
視
線
が
隅
々
ま
で
監
視
す
る
機
構
そ
の
も
の
で
あ
る
。
生
徒
た

ち
の
「
自
己
表
現
」
は
、
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に

は、

「あ
な
た
自
身
の
こ
と
を
、
私
に
向
か
っ
て
、
語
り
な
さ
い
」
と
問
い

か
け
る
者
の
、
不
断
の
問
い
直
し
と
試
行
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

[
注
]

ω
一
九
九
六
年
二
月
「
文
芸
春
秋
」
。
引
用
は
「
高
等
学
校
改
訂
版
現
代
文
2
』
(
第

一
学
習
社
)
に
よ
る
。

同

R
-
D
・
レ
イ
ン
『
自
己
と
他
者
』
(
志
賀
春
彦
・
笠
原
嘉
共
訳
、
一
九
七
五

・

九
、
み
す
ず
輩
房
)

同
「
苦
心
し
て
独
自
に
榊
築
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
、
足
場
の
な
い
浮
遊
感
か

ら
く
る
不
安
を
和
ら
げ
、
安
心
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
と
な
る
に
は
、
他
者
か

ら
承
認
さ
れ
た
も
の
、
自
分
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
他
者
か
ら
理
解
さ
れ
、
社
会
的

に
価
値
を
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
榎
本
博
明
「
〈
ほ
ん
と
う
の

自
分
〉
の
つ
く
り
方
||
自
己
物
語
の
心
理
学
』
、

二
O
O
二
・
一
、
講
談
社
現
代
新

説
百
)
。

川
「
表
現
の
実
践
」
(
第
一
学
習
社
「
高
等
学
校
標
本
国
語
総
合
』)

川
河
村
潤
子
「
中
学
校
教
育
課
程
の
基
準
の
改
善
に
つ
い
て
」
(
文
部
省
中
学
校
課

高
等
学
技
品
川
編
集
『
中
等
教
育
資
料
』
、

一
九
九
九
・

二
)

刷
新
学
習
権
者
請
に
お
け
る
言
語
観
と
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
山
田
霊
山
「
「
国

諸
」
教
材
と
し
て
の
小
説
の
不
可
能
性

1
l
「
文
学
界
」
特
集
を
考
え
る
|

|」
(
二

O
O
三
・
三
、
「
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研
き
)
を
参
話
…
。

的

一
九
二
二
年
四
月
1
一
九
二
三
年

一
月
(
全
十
品
川)
。
鹿
女
地
社
発
行
。

同
「
島
崎
藤
村
氏
を
訪
ね
て
」

(一

九
二
二
・
五

・
二
八
、
「
週
刊
朝
日
」
)

削
「
『
庭
女
地
』に
あ
つ
ま
る
若
き
婦
人
」

(
一
九
二
二

・七・

工ハ
、
「
サ
ン
デ
ー
毎
日
」
)
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同
「
解
説
」
(
一
九
六
七

八
、
「
処
女
地
」

(復
刻
版
)、
白
帝
社
)

叫
注
川
と
同
じ
。

同

「贈
答
の
う
た
』
(
二
O
O
二
・
一一

、
講
談
社
)

側

一
九
二
二
年
六
月
「
慮
女
地
」
第
一一
一号

凶
多
国
智
満
子
「
鋭
の
テ
オ
l
リ
ア
』(一

九
九
三
・
九
、
ち
く
ま
ま
古
文
庫
)

同

一
九
二
三
年
一
月
「
虞
女
地
」
終
刊
号

同

一
九
二
二
年
二
月
七
日
。
引
用
は
『
島
崎
藤
村
全
集
』
第
十
九
巻
(
一
九
五

一
-

一
O
、
新
潮
社
)
よ
り
。

刷

工

レ
ン
・
ケ
イ
や
ス
チ
ユ

ワ
i
ト・

ミ
ル
ら
の
論
文
を
「
彪
女
地
」
に
載
せ
よ
う

い
う
編
集
方
針
を
持
つ
藤
村
に
対
し
、

警
窓
小
当
局
か
ら
時
事
問
題
及
び
政
治
記
事
を

載
せ
て
は
な
ら
な
い
旨
の
樟
叫
が
入
り
(
新
聞
紙
条
例
に
よ
り
、
時
事
に
関
す
る
記

事
を
載
せ
る
新
聞

・
雑
誌
は
、
管
将
官
庁
に
保
証
金
を
納
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
)
、

藤
村
は
か
な
り
意
気
消
沈
し
、
こ
れ
を
断
念
し
た
。

同
「
読
者
へ
」
(
一
九
二
二

-一

二
、
「
庭
女
地
」
第
九
号
)

同

注

川
と
同
じ
。
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