
「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
」
物
語

―
―
有
島
武
郎
「
酒
狂
」
論
―
―

石

井

花

奈

は
じ
め
に
―
―
同
時
代
評
・
先
行
研
究
・
問
題
の
所
在

有
島
武
郎
個
人
雑
誌
『
泉
』（
叢
文
閣
）
は
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年

一
〇
月
一
日
に
創
刊
さ
れ
、
翌
年
八
月
一
日
の
終
刊
号
（
一
九
二
三
﹇
大
正

一
二
﹈
年
八
月
）
―
―
有
島
武
郎
が
新
聞
記
者
波
多
野
秋
子
と
の
情
死
（
一

九
二
三
﹇
大
正
一
二
﹈
年
六
月
九
日
）
を
遂
げ
て
か
ら
お
よ
そ
二
ヶ
月
後

に
、
叢
文
閣
の
設
立
者
足
助
素
一
に
よ
っ
て
手
掛
け
ら
れ
た
追
悼
号
―
―
を

も
っ
て
そ
の
幕
を
閉
じ
た
。
全
一
〇
冊
（
第
一
巻
第
一
号
〜
第
三
号
、
第
二

巻
第
一
号
〜
第
六
号
、
終
刊
号
）
で
、『
泉
』
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
は
、「
酒

狂
」（『
泉
』
第
二
巻
第
一
号
／
一
九
二
三
﹇
大
正
一
二
﹈
年
一
月
）、「
或
る

施
療
患
者
」（
第
二
巻
第
二
号
／
同
年
二
月
）、「
骨
」（
第
二
巻
第
四
号
／
同

年
四
月
）、「
親
子
」（
第
二
巻
第
五
号
／
同
年
五
月
）、「
独
断
者
の
会
話
」（
第

二
巻
第
六
号
／
同
年
六
月
）
の
五
編
で
あ
る
。

『
泉
』
は
創
刊
号
か
ら
一
万
部
以
上
の
売
れ
行（
１
）きだ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
掲
載
小
説
の
い
ず
れ
も
同
時
代
評
が
ほ
と
ん
ど
見
受
け
ら
れ
な
い
だ
け

で
な
く
、
有
島
研
究
史
に
お
い
て
も
、
晩
年
小
説
群
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ

な
が
ら
も
研
究
が
滞
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
酒

狂
」
は
、『
星
座
』（
一
九
二
一
﹇
大
正
一
〇
﹈
年
七
月
）
中
断
以
来
の
創
作

（
た
だ
し
童
話
は
除
く
）
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
野
坂
幸（
２
）弘は
「
創
作
力

の
減
退
が
著
し
か
っ
た
大
正
九
、
十
年
頃
に
く
ら
べ
る
と
、「
泉
」
の
時
期

の
有
島
は
多
作
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
思
想
、
創
作
の
う
え
で
の
あ
ら
た
な

試
み
が
模
索
的
に
な
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
そ
の
重
要
性
を
語
っ
て
い

る
。
ま
た
、
詳
細
な
モ
デ
ル
考
証
を
行
っ
た
高
山
亮（
３
）二は
「
こ
の
彼
の
晩
年

の
―
―
思
想
的
に
は
「
宣
言
一
つ
」
以
降
の
―
―
一
時
期
に
書
か
れ
た
作
品

群
は
、
そ
の
出
来
、
不
出
来
は
ど
う
で
あ
れ
、
そ
の
時
点
の
有
島
の
思
想
・

芸
術
を
示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
つ
と
い
え
よ
う
」
と
述
べ
た
う

え
で
、
晩
年
の
作
品
群
に
つ
い
て
の
研
究
の
少
な
さ
を
指
摘
し
、「
更
に
考

究
さ
れ
て
い
い
問
題
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
以
降
、
内
田（
４
）満、
中
村

三（
５
）春に
よ
っ
て
「
酒
狂
」
を
中
心
と
し
た
晩
年
作
品
群
の
研
究
が
行
わ
れ
た

が
、
高
山
の
指
摘
し
た
研
究
の
少
な
さ
は
未
だ
に
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
う
い
っ
た
現
象
は
、
発
表
媒
体
で
あ
る
『
泉
』
の
特
殊
性
に
起
因
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
と
い
ふ
意
識
」

（『
泉
』
広
告
文
／
『
時
事
新
報
』
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
九
月
）
の
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も
と
創
刊
さ
れ
た
『
泉
』
は
多
く
の
問
題
を
は
ら
ん
で
お
り
、
先
走
っ
て
述

べ
れ
ば
、
個
人
雑
誌
と
い
う
出
版
形
式
が
同
時
代
に
お
い
て
極
め
て
特
殊
な

も
の
で
あ
っ
た
こ（
６
）と、
有
島
の
言
説
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
購
入

す
る
読
者
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
『
泉
』
掲
載
小
説
の
受
容
に
あ
る

種
の
枠
組
み
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
等
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

同
時
代
評
の
少
な
さ
の
原
因
の
一
端
と
し
て
は
、
有
島
の
言
説
の
み
で
の

構
成
と
読
者
の
限
定
と
い
う
二
つ
の
要
素
が
考
え
ら
れ
る
が
、
有
島
研
究
の

滞
り
の
原
因
は
一
体
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
と

き
、『
泉
』
創
刊
前
後
の
有
島
自
身
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
―
―
「
宣

言
一
つ
」（
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
一
月
）
を
め
ぐ
る
論
争
、
私
有
財

産
放
棄
・
農
場
解
放
（
同
年
七
月
）
に
代
表
さ
れ
る
生
活
改
造
、
波
多
野
秋

子
と
の
情
死
（
一
九
二
三
﹇
大
正
一
二
﹈
年
六
月
九
日
）
―
―
を
想
起
せ
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
。『
泉
』
掲
載
小
説
に
関
す
る
論
考
は
、
有
島
の
情
死
に

至
る
ま
で
の
思
想
と
し
て
収
斂
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
こ
こ
で
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
有
島
自

身
の
事
件
に
よ
っ
て
解
釈
の
方
向
性
が
狭
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
以
上

に
、
個
人
雑
誌
と
い
う
発
表
媒
体
そ
れ
自
体
が
�
作
者
有
島
武
郎
�
と
テ
ク

ス
ト
と
を
結
び
つ
け
る
装
置
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
晩
年

の
小
説
群
の
研
究
を
進
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
発
表
媒
体
の
特
質
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
扱
う
「
酒
狂
」
は
、
こ
の
装
置
の
効
力
が
最
も
顕
著
に
表
れ
る
テ

ク
ス
ト
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
登
場
人
物
「
Ｂ
」

に
語
り
手
「
私
」
が
「
武
郎
」
と
名
指
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
内
田
は
「
有
島
の
小
説
中
、
そ
の
分
身
が
作
者
の
実
名
で
呼
び
つ
け
ら

れ
る
の
は
こ
の
作
品
だ
け
で
あ
る
」
と
指
摘
し
た
う
え
で
、「
酒
狂
」
を
「
私

小
説
」
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。
ま
た
、
野
坂
が
「
思
想
、
創
作
の
う
え

で
新
た
な
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
の
も
、「
私
」
が
「
武
郎
」

と
名
指
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
「
酒
狂
」
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
作
者
と
密
接

に
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
語
り
手＝

有
島
と
い

う
前
提
の
も
と
、
Ｂ
が
放
つ
強
烈
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
対
す

る
「
私
」
―
―
つ
ま
り
有
島
の
「
相
違
、
断
絶
」
の
「
自
覚
」（
野
坂
）、
あ

る
い
は
「
同
化
願
望
」（
内
田
）
を
見
出
し
、
そ
れ
を
有
島
が
死
に
至
る
ま

で
の
思
想
の
道
程
と
し
て
捉
え
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
中
村
は
、「『
私
小
説
』
へ
の
逸
脱
」
を

看
取
す
る
内
田
の
読
み
方
を
「
極
め
て
�
妥
当
�
な
読
み
方
」
で
あ
る
と
し

つ
つ
も
、「
あ
る
テ
ク
ス
ト
が
「
身
辺
小
説
」
や
「
私
小
説
」
の
ジ
ャ
ン
ル

に
属
す
も
の
と
し
て
認
知
さ
れ
る
理
由
は
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
自
体
の
特
性
と

い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
こ
に
作
家
の
「
身
辺
」
や
「
私
」
に
属
す
る
、
あ

る
い
は
そ
れ
ら
し
き
事
実
と
同
一
の
内
容
を
見
出
そ
う
と
す
る
読
者
側
の
操

作
に
あ
る
」
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
研
究
史
を
一
蹴
し
、「
テ
ク
ス
ト
様
式
論
」

と
い
う
立
場
か
ら
の
読
解
を
試
み
て
い
る
。

あ
る
テ
ク
ス
ト
が
「
私
小
説
」
の
類
と
し
て
認
知
さ
れ
る
の
は
「
読
者
側

の
操
作
」
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
中
村
の
主
張
は
も
っ
と
も
だ
が
、「
酒
狂
」

に
は
む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ
た
事
柄
を
ど
こ
ま
で
も
�
作
者
有

島
武
郎
�
と
結
び
付
け
て
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
作
者
側

の
「
操
作
」
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

先
に
指
摘
し
た
と
お
り
、「
酒
狂
」
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
Ｂ
に
「
武

郎
」
と
名
指
さ
れ
る
。
登
場
人
物
に
わ
ざ
わ
ざ
「
武
郎
」
と
呼
ば
せ
な
く
と

も
、『
泉
』
と
い
う
個
人
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
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「
私
」
の
人
物
造
形
と
を
鑑
み
れ
ば
、『
泉
』
の
読
者
は
彼
を
作
者
と
し
て

読
む
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
え
て
「
私
」
を
「
武
郎
」
と

呼
ば
せ
る
こ
と
―
―
こ
れ
は
「
酒
狂
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
核
と
も
い
う
べ

き
特
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
」
は
�
作
者
有
島
武
郎
�
以
外
の
何

者
で
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
作
者
側
の
「
操
作
」
の
内
実
に
迫
る
べ
く
、
次
章
で
は
、
ま
ず
『
泉
』

と
い
う
発
表
媒
体
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
く
。

１

作
者
と
読
者
と
の
直
接
的
回
路

『
泉
』
が
「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
と
い
ふ
意
識
」
の
も
と
創

刊
さ
れ
た
特
殊
な
発
表
媒
体
で
あ
る
こ
と
は
、
高
山
も
指
摘
し
て
い
る
が
、

こ
の
効
果
は
我
々
が
思
っ
て
い
る
以
上
に
強
い
も
の
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
「
酒
狂
」
唯
一
の
同
時
代
評
で
あ
る
今
野
賢
三
の
「
有
島
武
郎

の
『
酒
狂
』」（『
種
蒔
く
人
』
一
九
二
三
﹇
大
正
一
二
﹈
年
二
月
）
に
は
、

「
最
近
の
日
本
文
壇
に
と
つ
て
最
も
記
念
す
べ
き
収
穫
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

を
私
は
広
言
し
て
は
ゞ
か
ら
な
い
」
と
あ
り
、
こ
の
今
野
の
感
想
に
対
し
高

山
は
「
少
し
誇
張
さ
れ
た
感
想
と
も
云
え
る
が
、
当
時
の
有
島
フ
ァ
ン
の
、

ま
た
「
泉
」
読
者
の
声
を
代
表
す
る
も
の
の
一
つ
と
、み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」

と
指
摘
し
て
い
る
。

続
い
て
一
般
読
者
の
感
想
を
確
認
し
た
い
。
引
用
す
る
の
は
、『
泉
』
終

刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
「
故
人
の
死
を
悼
み
て
足
助
氏
に
宛
て
た
る
書
（
七
月

十
八
日
迄
に
着
の
分
）」
の
中
の
一
つ
で
、
太
田
枝
一
氏
の
も
の
で
あ
る
。

有
島
の
死
が
報
じ
ら
れ
て
か
ら
、
多
く
の
一
般
読
者
が
足
助
素
一
に
手
紙
を

送
っ
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
足
助
は
『
泉
』
の
出
版
社
叢
文
閣
の
設
立
者
で

あ
り
、
有
島
と
は
無
二
の
親
友
と
も
い
わ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
彼
の
意

向
に
よ
っ
て
、『
泉
』
追
悼
号
は
実
現
し
た
。
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
の
な
か

に
は
、
一
般
読
者
に
限
ら
ず
、
武
者
小
路
実
篤
、
柳
宗
悦
ら
白
樺
派
同
人
、

山
川
均
、
河
上
肇
、
そ
し
て
同
時
代
評
の
今
野
賢
三
の
便
り
も
散
見
さ
れ
る
。

晴
天
の
霹
靂
！

そ
ん
な
こ
と
以
上
の
驚
き
は
全
く
此
の
こ
と
な
の

で
す
。／
有
島
様
は
死
ん
だ
？

そ
し
て
�
�
、あ
ゝ
『
戦
つ
て
も
�
�

免
れ
ぬ
運
命
、
心
か
ら
喜
ん
で
死
ぬ
。』
さ
う
し
た
有
島
様
と
同
世
紀

に
生
れ
合
は
し
た
私
も
何
か
の
因
縁
で
せ
う
。『
独
断
者
の
会
話
』
は

私
達
へ
の
置
土
産
だ
つ
た
ん
で
す
ね
。
有
島
様
か
ら
は
時
折
お
た
よ
り

を
戴
い
て
居
り
ま
し
た
。
／
『
泉
』
半
年
分
前
金
は
有
島
様
へ
香
を
た

い
て
下
さ
い
。

こ
の
一
般
読
者
か
ら
の
便
り
に
、
今
野
の
感
想
以
上
の
「
フ
ァ
ン
」
の
熱

狂
的
な
思
い
が
率
直
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
「
独
断
者
の
会
話
」
に
つ
い
て
の
感
想
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

他
の
作
品
に
つ
い
て
も
「
私
達
へ
の
置
土
産
」
と
感
じ
た
「
フ
ァ
ン
」
が
少

な
か
ら
ず
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
有
島
の
い
う
「
私
自
身
の
読
者
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
読
者
を
想
定
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
れ
を
検
証
す
る
に
あ
た
っ
て
、

ま
ず
個
人
雑
誌
の
構
想
が
い
か
な
る
目
論
見
だ
っ
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。

有
島
が
個
人
雑
誌
の
構
想
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
資
料
は
い
く
つ
か
あ

る
が
、
た
と
え
ば
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
一
月
一
日
発
行
の
『
新
潮
』

に
「
予
が
今
年
の
計
画
」
と
い
う
総
題
の
も
と
に
掲
載
さ
れ
た
「
満
韓
旅
行

と
個
人
雑
誌
」
に
は
、「
個
人
雑
誌
を
出
し
た
い
と
思
つ
て
ゐ
ま
す
。
そ
れ
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は
、
毎
月
色
々
な
物
を
書
か
せ
ら
れ
ま
す
。
頼
ま
れ
る
と
お
断
り
す
る
こ
と

が
出
来
ず
、
ど
う
し
て
も
中
途
半
端
な
も
の
を
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ

れ
を
ふ
せ
ぎ
た
い
た
め
に
出
さ
う
と
思
つ
た
の
で
す
。そ
の
雑
誌
が
出
れ
ば
、

書
く
方
で
も
そ
れ
ば
か
り
力
を
注
ぐ
こ
と
が
出
来
ま
す
し
、
ま
た
読
者
の
方

で
も
、
あ
ち
こ
ち
の
雑
誌
を
見
な
く
と
も
私
の
も
の
は
そ
の
雑
誌
一
つ
見
れ

ば
い
ゝ
か
ら
で
す
」
と
あ
る
。
そ
の
ほ
か
の
資
料
に
お
い
て
も
、
原
稿
を
頼

ま
れ
る
と
断
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
個
人
雑
誌
を
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
創

作
に
集
中
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、読
者
に
と
っ
て
も
便
利
で
あ
る
、と
い
っ

た
こ
と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
と
い
ふ
意
識
」
が
、「
あ
ち

こ
ち
の
雑
誌
を
見
な
く
と
も
私
の
も
の
は
そ
の
雑
誌
一
つ
見
れ
ば
い
ゝ
」
と

い
う
利
便
性
の
み
か
ら
き
て
い
る
と
は
考
え
に
く
い
。
こ
こ
で
特
筆
し
た
い

の
は
、『
泉
』
創
刊
の
お
よ
そ
一
ヶ
月
前
に
刊
行
さ
れ
た
有
島
武
郎
著
作
集

第
一
五
輯
『
芸
術
と
生
活
』（
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
九
月
／
叢
文
閣
）

の
跋
文
で
あ
る
。
執
筆
依
頼
か
ら
く
る
気
疎
さ
と
は
別
の
、
新
聞
雑
誌
そ
れ

自
体
に
対
す
る
気
疎
さ
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
こ
の
年
に
於
て
、
私
は
自
分
の
実
生
活
に
多
少
の
変
化
を

行
つ
た
。
そ
の
目
論
見
が
或
る
人
の
口
か
ら
漏
れ
た
た
め
に
、
世
の
中

の
或
る
方
面
に
兎
や
角
の
噂
さ
を
提
供
す
る
結
果
に
な
つ
た
。〔
略
〕

既
に
世
の
中
に
広
が
つ
て
、
而
か
も
新
聞
や
雑
誌
が
多
少
な
り
間
違
つ

た
報
道
を
し
た
り
、
私
の
考
へ
に
対
す
る
多
少
見
当
ち
が
ひ
な
揣
摩
臆

測
が
発
表
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
は
、
何
か
の
機
会
に
私
の
考
へ
方
や
実
行

の
方
法
を
、
少
く
と
も
私
の
読
者
だ
け
に
は
報
告
し
て
お
く
の
が
至
当

で
は
な
い
か
と
思
つ
て
も
ゐ
る
。

す
な
わ
ち
有
島
が
構
想
し
た
個
人
雑
誌
は
、
執
筆
依
頼
を
断
り
創
作
に
専

念
す
る
た
め
の
も
の
と
い
う
こ
と
以
上
に
、「
ヂ
ョ
ー
ナ
リ
ズ
ム
」
に
よ
っ

て
つ
く
り
だ
さ
れ
る
「
噂
さ
」
や
「
揣
摩
臆
測
」、
誤
報
を
断
ち
切
り
、
個

人
雑
誌
を
手
に
取
る
「
私
の
読
者
」
だ
け
に
作
者
の
「
考
へ
方
や
実
行
の
方

法
」
を
直
接
「
報
告
」
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
れ
が

「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
と
い
ふ
意
識
」
の
内
実
で
あ
る
。

２
〈
有
島
信
者
〉
を
生
産
す
る
装
置

し
た
が
っ
て
有
島
の
い
う
「
私
自
身
の
読
者
」
と
は
、
有
島
の
個
人
雑
誌

を
手
に
取
り
、「
噂
さ
」
や
「
揣
摩
臆
測
」
に
惑
わ
さ
れ
ず
そ
こ
に
記
さ
れ

た
直
接
的
な
「
報
告
」
を
信
ず
る
読
者
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
有
島
が
想
定
す
る
読
者
像
で
あ
り
、
先
に
示
し
た
「
フ
ァ
ン
」
の
実

体
は
い
ま
だ
不
明
瞭
で
あ
る
。そ
れ
を
相
対
的
に
考
え
る
た
め
、田
中
純
「
有

島
武
郎
の
甘
さ
」（『
作
家
の
横
顔
』
一
九
五
五
﹇
昭
和
三
〇
﹈
年
七
月
／
朝

日
新
聞
社
）
を
引
用
し
、
第
三
者
か
ら
見
た
有
島
の
読
者
像
を
確
認
す
る
。

（
有
島
の
情
死
に
よ
っ
て
―
―
引
用
者
註
）
僕
た
ち
の
感
じ
た

シ
ョ
ッ
ク
や
傷
心
は
、
あ
の
時
、
一
般
の
世
間
の
人
た
ち
、
と
く
に
有�

島�

信�

者�

と�

さ�

え�

呼�

ば�

れ�

た�

武�

郎�

氏�

の�

愛�

読�

者�

、
崇
拝
者
の
群
が
感
じ
た

で
あ
ろ
う
シ
ョ
ッ
ク
や
失
望
や
幻
滅
の
感
じ
と
は
、
だ
い
ぶ
性
質
の

違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。〔
略
〕
そ
れ
ら
の
読
者
の
半
数
以
上
は
教
育

の
あ
る
婦
人
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
し
、
残
り
の
半
数
の
大
部
分
は
、

一
般
の
文
学
青
年
よ
り
む
し
ろ
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
教
育
者
や
医
者
や
、
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社
会
運
動
に
興
味
を
持
つ
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、

そ
の
人
気
の
性
質
が
想
像
さ
れ
る
（
傍
点
は
引
用
者
）。

こ
の
資
料
に
よ
っ
て
、
有
島
の
読
者
層
の
「
半
数
以
上
」
が
「
教
育
の
あ

る
婦
人
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
そ
の
他
「
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
教
育
者
や
医
者
」

あ
る
い
は
「
社
会
運
動
に
興
味
を
持
つ
人
た
ち
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で

き
る
が
、
注
意
し
た
い
の
は
、
彼
ら
が
「
有
島
信
者
と
さ
え
呼
ば
れ
た
」「
愛

読
者
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
一
般
読
者
の
便
り

に
「『
泉
』
半
年
分
前
金
は
有
島
様
へ
香
を
た
い
て
下
さ
い
」
と
あ
っ
た
の

を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。

『
泉
』
創
刊
号
に
足
助
に
よ
る
「
編
集
余
禄
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、そ
こ
に
は
地
方
の
大
取
次
店
で
の
『
泉
』
の
販
売
を
交
渉
し
た
際
、「
七
・

四
掛
以
上
で
は
相
談
に
な
ら
」
な
い
と
さ
れ
、「
僕
は
相
当
品
位
あ
る
雑
誌

の
正
味
を
参
照
し
て
「
泉
」
の
正
味
を
正
当
に
計
上
し
た
」
と
読
者
に
断
っ

た
う
え
で
、
地
方
の
大
取
次
店
で
の
販
売
を
願
い
下
げ
し
た
旨
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
以
下
の
文
章
が
「
一
般
読
者
諸
君
」
と
小
見
出
し
を
打
っ

て
続
け
ら
れ
て
い
る
。

岩
内
に
は
既
に
白
水
会
と
い
ふ
「
泉
」
の
購
読
者
会
が
出
来
た
そ
う

で
す
。
そ
の
地
方
々
々
で
有
島
の
愛
読
者
が
、
三
部
な
り
五
部
な
り
ま

と
め
て
申
込
ん
で
下
さ
れ
ば
著
者
は
何
よ
り
愉
快
に
思
ふ
で
せ
う
。
但

し
何
百
部
ま
と
め
て
下
す
つ
て
も
雑
誌
組
合
員
以
外
に
割
引
出
来
な
い

こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
只
六
ヶ
月
前
金
御
払
込
に
対
し
て

些
少
引
け
る
こ
と
は
別
掲
の
通
り
で
す
。

「
白
水
会
」
と
い
う
の
は
、「
生
れ
出
づ
る
悩
み
」（
一
九
一
八
﹇
大
正
七
﹈

年
九
月
）
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
画
家
木
田
金
次
郎
を
中
心
に
結
成
さ
れ
た

「
購
読
者
会
」
で
あ
る
。
地
方
で
の
販
売
が
出
来
な
く
な
っ
た
『
泉
』
は
、

「
白
水
会
」
の
よ
う
な
「
購
読
者
会
」
の
大
部
数
の
購
入
に
よ
っ
て
、
地
方

へ
の
頒
布
を
可
能
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

大
部
数
の
購
入
に
限
ら
ず
、『
泉
』
の
刊
行
を
支
え
る
読
者
を
、
本
稿
で

は
田
中
の
言
葉
を
借
り
て
〈
有
島
信
者
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

以
上
の
検
証
に
よ
っ
て
、
有
島
が
想
定
す
る
「
私
自
身
の
読
者
」
の
内
実

と
「
フ
ァ
ン
」
の
実
体
と
が
明
瞭
化
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、結
論
か
ら
い
え
ば
、

両
者
の
間
に
は
ズ
レ
が
あ
る
。
田
中
が
、
有
島
の
周
囲
に
「
ア
ナ
キ
ス
ト
た

ち
」
が
集
ま
り
出
し
た
頃
を
回
想
す
る
な
か
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

当
時
の
ア
ナ
キ
ス
ト
た
ち
が
、
相
当
意
地
悪
く
武
郎
氏
を
扱
っ
た
ら

し
い
こ
と
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
た
。〔
略
〕
武
郎
氏
の
死
後
、
武

郎
氏
の
小
切
手
帳
か
ら
発
見
さ
れ
た
使
途
不
明
の
出
費
が
相
当
大
き
な

額
に
上
っ
て
い
た
と
聞
い
た
が
、
そ
れ
が
何
処
に
消
え
た
に
し
て
も
、

当
時
の
有
島
氏
の
身
辺
の
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
想
像
す
る
こ
と
は
出
来

る
。
／
し
か
し
、
当
時
の
一
般
の
有
島
氏
の
読
者
た
ち
は
、
有
島
氏
の

思
想
と
環
境
と
性
格
と
に
か
ら
ま
る
深
刻
な
葛
藤
を
知
ら
な
か
っ
た
。

〔
略
〕
有
島
氏
の
文
章
に
は
、
ど
ん
な
に
深
い
苦
悶
を
表
白
し
て
い
る

時
で
も
、
い
つ
で
も
そ
の
表
面
に
甘
い
オ
ブ
ラ
ー
ト
が
か
け
ら
れ
て
お

り
、
多
数
の
読
者
は
そ
の
オ
ブ
ラ
ー
ト
だ
け
で
た
ん
の
う
し
た
か
ら
で

あ
る
。
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こ
れ
は
、
有
島
と
「
ア
ナ
キ
ス
ト
た
ち
」
と
が
い
わ
ゆ
る
リ
ャ
ク
―
―
略

奪
の
意
で
、「
リ
ャ
ク
」
と
い
う
の
は
俗
称
。
半
ば
強
制
的
な
資
金
カ
ン
パ

の
こ
と
―
―
の
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
記
述
で
あ
り
、「
酒
狂
」
に
描

か
れ
た
一
夜
も
、
金
銭
的
な
や
り
と
り
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
が
、
Ｂ
は
リ
ャ

ク
し
に
「
私
」
の
も
と
を
訪
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
Ｂ
が
「
ア

ナ
キ
ス
ト
」、
テ
ク
ス
ト
の
言
葉
で
い
え
ば
「
無
政
府
主
義
者
」
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
は
次
章
で
詳
述
す
る
。

先
の
引
用
の
の
ち
、
田
中
は
こ
の
有
島
の
「
甘
さ
」
に
つ
い
て
、「
他
人

に
対
し
て
批
判
の
甘
い
有
島
氏
も
、
自
己
に
対
し
て
は
決
し
て
怠
惰
な
批
評

家
で
は
な
か
っ
た
」
と
し
て
、
生
活
改
造
に
努
め
た
有
島
を
回
想
し
、
彼
の

「
深
刻
な
葛
藤
」
や
「
深
い
苦
悶
」
と
は
相
反
す
る
〈
有
島
信
者
〉
の
反
応

を
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
。マ

マ

北
海
道
の
農
場
を
開
放
し
た
と
い
う
だ
け
で
も
、
慈
善
家
、
人
道
家
、

人
格
者
の
名
声
が
高
ま
り
、
見
当
違
い
に
氏
を
崇
拝
す
る
人
々
の
群
れ

が
い
よ
い
よ
多
く
な
っ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
。
／
む
ろ
ん
武
郎
氏
は
、

こ
う
し
た
世
間
の
崇
拝
や
期
待
に
対
し
て
、
自
分
を
自
由
に
し
よ
う
と

し
て
、
一
生
懸
命
に
も
が
い
て
い
る
。〔
略
〕（『
泉
』
第
一
巻
第
一
号

「「
泉
」
を
創
刊
す
る
に
あ
た
っ
て
」
の
一
節
を
引
用
し
て
―
―
引
用

者
註
）
こ
こ
で
彼
は
絶
対
自
由
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
宣
言
を
し
た
つ
も
り

な
の
で
あ
ろ
う
が
、
読
者
は
そ
う
は
受
け
と
っ
て
い
な
い
。
彼
の
人
格

や
徳
性
に
絶
対
信
頼
を
置
い
て
い
る
読
者
や
世
間
の
人
た
ち
は
、
彼
が

過
激
ら
し
い
言
葉
を
発
す
れ
ば
発
す
る
ほ
ど
、
た
だ
わ
け
も
な
く
感
激

し
て
、
拍
手
を
送
る
と
い
う
風
で
あ
っ
た
か
ら
。

つ
ま
り
、
新
聞
雑
誌
と
い
う
作
者
と
読
者
と
の
媒
介
を
自
ら
手
掛
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
噂
さ
」
や
「
揣
摩
臆
測
」
の
根
源
を
断
ち
、
そ
れ
と
同
時
に

不
特
定
多
数
の
読
者
を
〈
有
島
信
者
〉
に
限
定
す
る
こ
と
で
、
作
者
か
ら
の

「
報
告
」
を
直
接
的
に
伝
達
す
る
は
ず
だ
っ
た
『
泉
』
は
、
有
島
の
意
図
と

は
裏
腹
に
〈
有
島
信
者
〉
の
「
見
当
違
い
」
な
「
崇
拝
」
を
助
長
す
る
も
の

で
も
あ
っ
た
の
だ
。

〈
有
島
信
者
〉
が
田
中
の
い
う
よ
う
な
妄
信
的
な
タ
イ
プ
だ
け
で
は
な

か
っ
た
に
し
ろ
、「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
と
い
ふ
意
識
」
の
も

と
有
島
の
言
説
の
み
で
構
成
さ
れ
た
『
泉
』
は
、
テ
ク
ス
ト
に
書
き
込
ま
れ

た
事
柄
を
�
作
者
有
島
武
郎
�
と
結
び
付
け
て
読
む
こ
と
だ
け
に
没
頭
す
る

〈
有
島
信
者
〉
を
生
産
す
る
装
置
で
あ
り
、
そ
の
癒
着
性
は
『
泉
』
を
媒
介

と
し
た
発
信
受
信
の
回
路
の
な
か
で
生
成
さ
れ
続
け
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
癒
着
性
は
中
村
が
指
摘
し
た
よ
う
に
研
究
者
に
ま
で
及
ん

で
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
中
村
は
�
作
者
有
島
武
郎
�
を
切
断
し
、「
テ
ク
ス

ト
様
式
論
」
と
い
う
立
場
で
の
読
解
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
が
、
先
に
指
摘
し

た
と
お
り
、「
酒
狂
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
核
と
も
い
え
る
特
性
は
「
私
」

が
「
武
郎
」
と
名
指
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、こ
の
こ
と
に
触
れ
ず
に
「
酒
狂
」

を
論
じ
る
こ
と
は
、「
酒
狂
」
に
書
き
込
ま
れ
た
主
題
―
―
〈
有
島
信
者
〉

に
向
け
ら
れ
た
作
者
か
ら
の
「
報
告
」
―
―
を
読
み
落
と
す
こ
と
に
繋
が
り

か
ね
な
い
。

と
は
い
う
も
の
の
、「
酒
狂
」
を
「
私
小
説
」
と
し
て
読
む
べ
き
だ
と
い

う
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
む
し
ろ
行
わ
れ
る
べ
き
考
察
は
、「
酒
狂
」
の
発

表
媒
体
が
〈
有
島
信
者
〉
を
生
産
し
、
テ
ク
ス
ト
と
作
者
と
の
癒
着
性
を
生

成
す
る
装
置
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、「
武
郎
」
と
い
う
固
有
名
詞
が
い
か

な
る
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
次
章
で
は
、
人
物
造
形
を
整
理
す
る
こ
と
で
、
作
中
で
名
指

さ
れ
る
「
武
郎
」
を
、
テ
ク
ス
ト
の
読
解
を
通
じ
て
初
め
て
立
ち
現
わ
れ
て

く
る
記
号
と
し
て
の
�
有
島
武
郎
�
と
し
、テ
ク
ス
ト
と
�
作
者
有
島
武
郎
�

と
の
癒
着
性
を
取
り
払
う
作
業
を
試
み
る
。

３

記
号
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
構
造

「
酒
狂
」
は
、「
私
」
が
「
寝
床
」
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
深

夜
に
、
酒
に
酔
っ
た
Ｂ
が
訪
ね
て
来
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
物
語
は
、「
私
」

の
「
書
斎
」
で
の
Ｂ
と
の
会
話
が
中
心
と
な
る
の
だ
が
、
二
人
の
会
話
は
ど

こ
ま
で
も
相
容
れ
ぬ
も
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
物
語
全
体
に
奇
妙
な
雰
囲
気
を
醸

し
出
す
。「
私
」
は
い
つ
の
ま
に
か
Ｂ
の
言
葉
を
自
分
自
身
に
対
す
る
言
葉

と
し
て
受
け
止
め
、
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
「
私
」
の
性
質

を
ま
と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

Ｂ
に
「
武
郎
」
と
名
指
さ
れ
、「
芸
術
家
」
と
も
い
わ
れ
る
「
私
」
は
、

「
母
」
と
「
二
人
の
子
供
」
に
加
え
、「
女
中
」、「
玄
関
番
の
書
生
」
と
共

に
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
の
「
生
活
」
が
「
無
理
強
ひ
に
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
ほ
ど

不
愉
快
な
も
の
は
」
な
い
と
語
る
。
性
格
は
「
理
不
尽
」
が
つ
く
ほ
ど
の

「
潔
癖
」
症
で
、
そ
れ
が
反
映
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
「
台
所
」
は
「
寒
々
」

し
い
ほ
ど
「
き
れ
い
に
片
付
い
て
」
い
る
。
物
語
の
舞
台
と
も
い
え
る
「
書

斎
」
は
、「
芸
術
家
」
で
あ
る
「
私
」
が
日
々
仕
事
に
打
ち
込
む
空
間
で
あ

り
、
そ
こ
で
物
語
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
私
」
が
「
芸
術
家
」
で

あ
る
こ
と
は
終
始
強
調
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
み
る
と
、
仮
に
「
私
」
が
「
武
郎
」
と
名
指
さ
れ

な
く
と
も
、〈
有
島
信
者
〉
は
「
私
」
を
�
作
者
有
島
武
郎
�
と
し
て
読
む

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
『
泉
』
が
生
成
す
る
癒
着
性

に
よ
っ
て
そ
れ
は
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
が
、「
酒
狂
」
の
場
合
は
、
前

号
ま
で
の
『
泉
』
の
目
次
か
ら
み
て
も
そ
れ
が
い
か
に
強
固
な
も
の
と
な
り

得
て
い
た
か
が
推
察
さ
れ
る
。

「
宣
言
一
つ
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
け
る
最
後
の
有
島
の
反
論
「「
静
思
」

を
読
ん
で
倉
田
氏
に
―
―
同
時
に
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

―
―
」
は
、
二
度
に
分
け
て
『
泉
』
第
一
巻
第
二
号
と
第
三
号
と
に
掲
載
さ

れ（
７
）た。
紙
幅
に
限
り
が
あ
る
た
め
、
こ
こ
で
「
宣
言
一
つ
」
を
め
ぐ
る
論
争

を
詳
細
に
辿
る
こ
と
は
控
え
る
が
、〈
有
島
信
者
〉
な
ら
ば
「
宣
言
一
つ
」

を
め
ぐ
る
論
争
の
行
方
に
注
目
し
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
最
後
の
反
論
を
他
な

ら
ぬ
『
泉
』
に
発
表
し
た
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
倉
田
百
三
に
向
け
ら
れ
た
反

論
で
あ
る
と
同
時
に
、
副
題
ど
お
り
「
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
」〈
有
島
信
者
〉
に
向
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
翌
月
に
発
行
さ
れ
た
の
が
、「
酒
狂
」
掲
載
号
で
あ
っ
た
。

前
述
し
た
通
り
本
稿
で
は
「
武
郎
」
と
名
指
さ
れ
る
「
私
」
を
実
体
あ
る

�
作
者
有
島
武
郎
�
で
は
な
く
�
有
島
武
郎
�
と
い
う
記
号
と
し
て
捉
え

る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
と
き
そ
の
記
号
が
意
味
す
る
の
は
、
高
山
が
指
摘

す
る
よ
う
に
「
宣
言
一
つ
」
以
降
の
思
想
を
有
し
た
�
有
島
武
郎
�
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
武
郎
」
と
名
指
さ
れ
る
「
私
」
が
�
有
島
武
郎
�
で
あ
る
よ
う
に
、
本

作
に
は
も
う
一
人
固
有
名
詞
で
名
指
さ
れ
る
人
物
が
い
る
。そ
れ
が
「
山
川
」

で
あ
る
。「

俺
ら
今
日
山
川
の
と
こ
ろ
さ
行
つ
た
。
お
前
は
労
働
問
題
を
論
ず

る
さ
う
だ
が
、
お
前
に
そ
の
資
格
が
あ
る
か
。
お
前
は
労
働
者
か
。
だ
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ら
今
日
は
何
を
働
い
て
、
い
く
ら
儲
け
た
と
い
つ
て
く
れ
た
。
山
川
は

俺
ら
こ
と
無
政
府
主
義
者
だ
と
云
つ
た
。
俺
ら
何
も
解
ら
ね
え
。
社
会

主
義
だ
か
無
政
府
主
義
だ
か
、
俺
ら
何
も
解
ら
ね
え
。
俺
ら
今
日
も
昨

日
も
何
ん
も
し
ね
え
で
、
電
車
切
符
が
一
枚
あ
る
だ
け
だ
さ
。
山
川
よ

り
俺
ら
方
が
余
つ
ぽ
ど
猾
い
べ
な
あ
。」

引
用
は
Ｂ
の
台
詞
で
あ
る
が
、
Ｂ
が
唐
突
に
「
山
川
」
と
の
や
り
と
り
を

「
私
」
に
話
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、「
私
」
も
「
山
川
」
と
い
う
人

物
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
山
川
」
と
は
、
社
会
運
動
家
の

山
川
均
で
あ
ろ
う
。
山
川
は
『
泉
』
の
出
版
社
で
あ
る
叢
文
閣
か
ら
い
く
つ

か
の
著
作
を
発
刊
し
て
お（
８
）り、
足
助
と
の
接
点
が
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
、
前

章
に
て
指
摘
し
た
と
お
り
、『
泉
』
終
刊
号
「
故
人
の
死
を
悼
み
て
足
助
氏

に
宛
て
た
る
書
（
七
月
十
八
日
迄
に
着
の
分
）」
の
な
か
に
山
川
か
ら
の
便

り
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
参
照
す
る
限
り
、
山
川
は
有

島
と
の
直
接
的
な
交
渉
は
持
た
な
か
っ
た
よ
う（
９
）だ。

い
ず
れ
に
し
ろ
、
同
時
代
に
お
け
る
山
川
の
活
動
は
、『
前
衛
』（
一
九
二

二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
七
・
八
月
合
併
号
）
に
「
無
産
階
級
運
動
の
方
向
転
換
」

―
―
通
称
「
山
川
イ
ズ
ム
」
―
―
を
発
表
す
る
等
、
勢
力
的
な
も
の
で
あ
っ

た
し
、「
日
本
社
会
主
義
同
盟
」（
一
九
二
〇
﹇
大
正
九
﹈
年
九
月
）
が
結
成

か
ら
一
年
に
も
満
た
な
い
う
ち
に
解
散
と
な
り
、
一
度
は
統
合
さ
れ
た
社
会

主
義
の
諸
潮
流
が
マ
ル
ク
ス
主
義
と
無
政
府
主
義
と
に
再
び
分
化
し
た
の
も

こ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
Ｂ
を
「
無
政
府
主
義
者
」

だ
と
い
う
「
山
川
」
は
�
山
川
均
�
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
Ｂ
の
人
物
造
形
を
確
認
す
る
。「
女
中
」
が
「
お
び
え
」
る
ほ
ど

の
強
烈
さ
を
も
っ
て
物
語
に
登
場
す
る
Ｂ
は
、「
疎
ら
に
生
え
延
び
た
粗
剛

な
頬
髯
」、「
半
分
開
き
か
ゝ
つ
た
袋
の
口
の
や
う
な
だ
ら
し
の
な
い
厚
い

唇
」、「
白
皙
な
逞
し
い
胸
や
腕
」、「
熟
柿
臭
い
酒
気
と
共
に
噴
き
出
さ
れ
る

ら
し
い
油
ぎ
つ
た
肉
の
匂
ひ
」
等
、
容
姿
の
執
拗
な
描
写
に
よ
っ
て
そ
の
強

烈
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
家
族
は
妻
と
娘
の
秀
子
、
そ
し
て
妻
の
腹
に
い

ブ
ラ
ツ
ク
リ
ス
ト

る
第
二
子
を
含
め
た
四
人
家
族
。
あ
る
事
件
で
「
黒
表
中
の
人
間
」
と
見
な

さ
れ
た
結
果
、
職
を
失
い
、
妻
子
を
も
失
っ
た
人
物
で
、
先
に
指
摘
し
た
と

お
り
、「
山
川
」
に
「
無
政
府
主
義
者
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
Ｂ
が
「
黒
表
中
の
人
間
」
と
見
な
さ
れ
た
事
件
に
つ
い
て
注
釈

を
加
え
て
お
き
た
い
。Ｂ
の
モ
デ
ル
人
物
が
田
所
篤
三
郎
で
あ
り
、彼
が
「
創

健
社
」
と
い
う
貸
本
屋
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
高
山
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
貸
本
屋
研
究
の
藤
島
隆
「
貸
本
屋
独

立
社
と
そ
の
継
承
者
た
ち
」（『
学
園
論
集
』
第
一
三
三
号
／
二
〇
〇
七
﹇
平

成
一
九
﹈
年
九
月
／
北
海
道
学
園
大
学
研
究
会
）
の
方
が
詳
し
く
、
事
件
の

モ
デ
ル
と
な
っ
た
「
創
健
社
事
件
」
の
新
聞
記
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
記
事
は
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
九
月
二
三
日
発
行
の
『
北
海
タ

イ
ム
ス
』
掲
載
の
「
札
幌
古
本
屋
創
健
社
は
社
会
主
義
者
の
巣
窟

表
戸
を

鎖
し
革
命
歌
を
高
唱
し
た
の
を
捕
は
る
」
と
い
う
見
出
し
の
も
の
で
、
次
に

引
用
す
る
の
は
そ
の
全
文
で
あ
る
。

札
幌
市
大
通
り
西
五
丁
目
古
本
屋
創
健
社
事
田
所
篤
三
郎
（
三
〇
）

は
主
と
し
て
思
想
に
関
す
る
貸
本
を
な
し
東
京
方
面
の
主
義
者
と
気
脈

を
通
じ
居
る
模
様
な
り
し
が
実
は
社
会
主
義
を
標
榜
す
る
不
良
青
年
の

巣
窟
に
て
女
学
生
に
対
し
手
紙
等
を
送
り
盛
ん
に
風
紀
を
紊
し
居
る
風

評
あ
る
よ
り
札
幌
署
に
て
内
偵
中
二
十
日
夜
左
記
の
者
集
合
し
て
表
戸

を
閉
し
革
命
歌
を
高
唱
し
居
る
よ
り
薦
田
署
長
は
同
署
高
等
係
日
野
警
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部
補
以
下
と
共
に
現
場
に
到
り
何
れ
も
札
幌
署
に
引
致
す
る
と
共
に
印

刷
せ
る
不
穏
文
書
等
を
押
収
し
引
揚
た
る
が
同
署
に
て
は
秘
密
出
版
法

違
反
と
し
て
目
下
拘
留
取
調
中

右
の
資
料
に
よ
っ
て
、
Ｂ
の
「
強
烈
」
さ
や
物
語
全
体
を
覆
う
奇
妙
な
雰

囲
気
が
、「
思
想
に
関
す
る
貸
本
を
な
」
す
そ
の
店
が
「
社
会
主
義
者
の
巣

窟
」
と
化
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
特
別
高
等
警
察
に
「
黒
表
中
の

人
間
」
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り

す
る
。

創
健
社
事
件
が
報
じ
ら
れ
た
の
が
、
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
九
月
二

三
日
、「
酒
狂
」
発
表
が
翌
年
一
月
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
作
中
で
こ

の
事
件
の
詳
細
が
慎
重
に
伏
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
合
点
が
い
く
。「
酒

狂
」
と
い
う
物
語
の
根
底
に
は
、
事
実
を
そ
の
ま
ま
語
る
こ
と
が
で
き
な
い

よ
う
な
世
界
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
Ｂ
の
「
営
業
停
止
」

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、�
山
川
均
�
を
思
わ
せ
る
「
山
川
」
に
「
無
政
府
主
義

者
」
と
呼
ば
れ
る
Ｂ
と
い
う
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
酒
狂
」
は
、
記
号
や
Ｂ
の
人
物
造
形
に
よ
っ
て
「
社
会
主

義
」
あ
る
い
は
「
無
政
府
主
義
」
と
い
っ
た
思
想
に
縁
取
ら
れ
た
物
語
と
い

う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
つ
ま
り
、
固
有
名
詞
を
記
号
と
し
て
捉

え
直
し
て
も
、物
語
は
「
宣
言
一
つ
」
以
降
の
思
想
を
有
し
た
�
有
島
武
郎
�

／
社
会
主
義
運
動
家
�
山
川
均
�
／
そ
の
「
山
川
」
に
「
無
政
府
主
義
者
」

と
呼
ば
れ
る
Ｂ
と
い
う
三
本
の
支
柱
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
読
み
方
を
許

さ
な
い
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
こ
そ
が
作
者
側
の

「
操
作
」
な
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
作
者
の
分
身
と
し
て
の
「
武
郎
」

は
、〈
有
島
信
者
〉
に
向
け
て
い
か
な
る
「
報
告
」
を
発
信
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
検
討
す
べ
く
、
次
章
で
は
語
り
に
着
目
し
て
考
察
す
る
。

４

Ｂ
を
語
る
た
め
の
〈
ト
書
き
〉

「
私
」
の
語
り
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
特
筆
す
べ
き
は
、
Ｂ
の
台
詞
に

戯
曲
の
ト
書
き
と
で
も
い
う
べ
き
括
弧
書
き
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

「
酒
飲
ま
ね
え
お
前
は
偉
い
よ
（
淫
ら
な
ほ
ど
の
哄
笑
）。
俺
ら
は

酒
飲
ん
だ
ど
も
な
あ
…
…
飲
ま
ね
え
で
ゐ
る
と
こ
ゝ
さ
（
胸
を
さ
し
な

が
ら
）
何
ん
だ
か
詰
つ
て
、
詰
つ
て
、
苦
し
く
な
る
で
や
…
…
物
が
い

へ
ね
え
も
の
。
だ
か
ら
お
前
は
酒
が
物
い
ふ
だ
と
い
ふ
べ
さ
。」（
傍
線

は
引
用
者
、
以
下
同
様
）

こ
の
ほ
か
、「（
大
き
な
声
）」、「（
Ｂ
は
は
た
げ
て
油
ぎ
つ
た
胸
の
あ
た
り

を
平
手
で
無
性
に
撫
で
廻
は
し
た
）」、「（
段
々
狂
暴
に
）」、「（
Ｂ
は
皮
肉
に

声
高
く
笑
つ
た
）」
等
の
括
弧
書
き
が
Ｂ
の
台
詞
に
挿
入
さ
れ
て
お
り
、
こ

れ
を
本
稿
で
は
〈
ト
書
き
〉
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。物
語
の
冒
頭
で
の
「
私
」

は
「
酔
つ
た
ら
悪
い
か
。
悪
け
り
や
な
ぐ
つ
て
く
れ
。
殺
し
て
く
れ
。
そ
の

殺
し
て
く
れ
を
馬
鹿
に
し
た
や
う
な
軽
い
調
子
で
云
ひ
な
が
ら
、
私
に
詰
め

寄
せ
て
来
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
Ｂ
の
発
話
を
自
ら
の
言
葉
に
置
き
換
え
た

間
接
話
法
で
描
写
し
て
い
た
の
だ
が
、
Ｂ
が
段
々
と
饒
舌
に
な
り
行
動
が
激

化
し
て
い
く
に
つ
れ
て
間
接
話
法
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
そ
の
代
り
に
先

に
示
し
た
〈
ト
書
き
〉
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
、
物
語
全
体
を
掌
握
す
る
は
ず
の
語
り
手
「
私
」
の
権
能
か
ら
、

― 44 ―



Ｂ
の
言
動
や
行
動
が
は
み
出
し
制
御
不
能
に
な
っ
た
状
態
を
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
Ｂ
の
台
詞
に
多
用
さ
れ
る
三
点
リ
ー
ダ
ー
は
、
彼
の
う
め
き
や

ど
も
り
、
あ
る
い
は
沈
黙
等
を
読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
Ｂ
の
様
子
を
「
私
」
が
自
分
の
言
葉
で
描
写
で
き
な
く
な
っ
て
い
る

こ
と
の
証
左
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
〈
ト
書
き
〉
は
、
三

点
リ
ー
ダ
ー
の
使
用
だ
け
で
は
描
写
し
切
れ
な
い
Ｂ
の
「
強
烈
さ
」
に
臨
場

感
を
も
た
せ
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、〈
ト
書
き
〉
は
Ｂ
を
制
御
し
語
る
た
め
の
「
私
」
の
方
法

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、〈
ト
書
き
〉
の
挿
入
に
よ
っ
て
一
人
称

小
説
が
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。
だ
が
こ
こ
で
問
題
化
す
べ
き

は
、
そ
の
危
険
を
冒
し
て
で
も
「
私
」
は
Ｂ
を
語
る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
作
者
が
そ
の
分
身
と
し
て
の
「
武

郎
」
を
登
場
さ
せ
た
最
大
の
目
的
は
、「
武
郎
」
の
内
面
を
、
Ｂ
の
言
葉
を

利
用
し
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、「
私
」
が
語
る
激
し
い
感
情
の
起
伏
と
Ｂ
を

語
る
た
め
の
〈
ト
書
き
〉
と
の
間
に
は
か
な
り
の
温
度
差
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、「
私
」
の
感
情
は
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、〈
ト

書
き
〉
は
客
観
的
な
も
の
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
態
に
よ
く

似
た
語
り
―
―
「
私
」
の
主
観
と
客
観
と
が
入
り
混
じ
っ
た
語
り
―
―
が
展

開
さ
れ
る
場
面
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

私
は
怒
り
を
以
つ
て
立
ち
上
つ
た
。
し
か
も
私
は
何
を
し
た
。
一
人

残
ら
ず
寝
し
づ
ま
つ
た
女
中
部
屋
の
前
を
忍
び
足
で
、
廊
下
伝
ひ
に
台

所
に
出
か
け
て
行
つ
た
で
は
な
い
か
。
腹
の
中
で
は
私
は
ぶ
り
�
�
と

腹
を
立
て
ゝ
ゐ
る
の
だ
。

こ
れ
は
「
私
」
が
Ｂ
の
夜
食
を
用
意
す
る
た
め
に
台
所
へ
と
向
か
う
場
面

で
あ
る
。「
し
か
も
私
は
何
を
し
た
」、「
忍
び
足
」
を
し
て
ま
で
「
台
所
に

出
か
け
て
行
つ
た
で
は
な
い
か
」
と
い
う
こ
の
語
り
に
は
自
分
自
身
の
「
お

人
好
し
」
に
対
す
る
苛
立
ち
を
客
観
的
に
語
る
「
私
」
が
窺
え
、
い
わ
ば
行

動
主
体
の
「
私
」
と
そ
れ
を
眺
め
る
「
私
」
と
の
乖
離
が
起
こ
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
物
語
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
は
、
行
動
と
意
識
と
の
乖
離
と

い
う
性
質
を
も
っ
た
人
物
で
あ
り
、
激
し
い
感
情
の
起
伏
を
語
る
「
私
」
は

行
動
主
体
と
し
て
の
「
私
」、〈
ト
書
き
〉
を
挿
入
す
る
「
私
」
は
眺
め
る

「
私
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
と
Ｂ
と
の
関
係
に
つ
い
て
中
村
は
、
Ｂ
を
「
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
不
能
な
対
象
」
と
し
て
「
身
体
そ
れ
自
体
が
言
語
と
癒
着
し
た

（m
erged

）
形
に
お
い
て
、
意
味
の
不
明
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
化
し
て
」
い

る
と
し
、「
Ｂ
を
強
く
異
物
視
し
つ
つ
も
、
Ｂ
へ
の
関
心
を
断
ち
切
れ
な
い

と
こ
ろ
に
、
こ
の
「
酒
狂
」
と
い
う
物
語
の
、
物
語
と
し
て
の
自
己
差
異
化

は
立
脚
し
て
い
る
」、「
こ
の
意
味
論
的
な
自
己
差
異
化
の
運
動
こ
そ
、
こ
の

物
語
が
読
む
こ
と
の
誘
惑
と
な
る
た
め
の
根
源
的
な
装
置
で
あ
り
、
こ
こ
に

起
動
す
る
誘
惑
の
〈
行
為
〉（action

）
は
、
い
わ
ば
〈
侵
入
者
〉
の
ミ
ュ

ー
ト
ス
」
で
あ
る
と
考
察
す
る
。
そ
し
て
そ
の
「〈
侵
入
者
〉
の
ミ
ュ
ー
ト

ス
は
、
物
理
的
に
生
活
を
乱
す
以
上
に
、
そ
も
そ
も
自
己
と
い
う
信
念
そ
の

も
の
を
脅
か
し
、
そ
の
幻
想
性
を
暴
き
出
す
形
而
上
的
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
」
た
め
、「
Ｂ
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
〈
客
〉
と
し
て
処
遇
さ
れ
て
い
な

が
ら
も
、「
私
」
の
理
性
に
よ
る
根
本
的
な
理
解
は
決
し
て
及
ば
ず
、
さ
り

と
て
「
私
」
が
そ
れ
に
よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
て
浄
化
を
迎
え
る
こ
と
も
な
い
、

い
わ
ば
絶
対
的
な
緊
張
状
態
」、
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ
ミ
ュ
の
言
う
「〈
不
条
理
〉
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（l’absurde

）
の
拮
抗
」
が
作
り
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、有
島
と
カ
ミ
ュ

と
の
共
通
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

た
し
か
に
「
私
」
の
「
理
性
に
よ
る
根
本
的
な
理
解
は
決
し
て
」
Ｂ
に
は

到
達
し
な
い
。し
か
し
「
浄
化
」
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、夜
の
う
ち
に
帰
っ

て
し
ま
っ
た
Ｂ
の
「
身
の
上
を
考
へ
」
た
物
語
終
盤
の
「
私
」
は
、
あ
る
境

地
に
到
達
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
Ｂ
は
「
意
味
の
不
明
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
で
は
な
い
。
Ｂ
は
酒

を
飲
ま
な
い
と
「
物
が
い
へ
」
な
い
か
ら
こ
そ
、
あ
え
て
酔
っ
た
状
態
で

「
私
」
を
訪
ね
て
い
る
の
だ
。「
黒
表
中
の
人
間
」
と
見
な
さ
れ
、
活
動
の

中
心
で
あ
っ
た
貸
本
屋
の
営
業
を
停
止
さ
せ
ら
れ
た
Ｂ
は
、
生
き
る
こ
と
も

死
ぬ
こ
と
も
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ず
に
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
り
、
リ
ャ
ク
の

関
係
に
あ
っ
た
「
私
」
を
訪
ね
、「
切
れ
�
�
」
の
言
葉
を
重
ね
る
こ
と
で

そ
の
葛
藤
を
話
し
て
い
る
。

Ｂ
が
冒
頭
で
「
私
」
に
「
悪
け
り
ゃ
な
ぐ
つ
て
く
れ
。
殺
し
て
く
れ
」
と

言
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
欲
し
い
。
そ
れ
に
「
私
」
が
取
り
合
お
う

と
し
な
い
が
た
め
に
、
Ｂ
は
自
ら
の
手
で
「
思
い
切
り
自
分
を
な
ぐ
」
り
始

め
る
が
、
そ
れ
す
ら
も
「
私
」
に
止
め
ら
れ
た
Ｂ
は
「
何
で
も
命
じ
ろ
」
と

吐
き
捨
て
る
よ
う
に
繰
り
返
す
。
つ
ま
り
Ｂ
は
、
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ

た
か
ら
こ
そ
、
自
分
を
「
命
じ
」
る
こ
と
も
で
き
、「
働
き
口
」
を
探
す
こ

と
も
で
き
る
「
私
」
―
―
公
の
顔
を
も
つ
「
芸
術
家
」
の
「
私
」
―
―
を
訪

ね
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
私
」
は
Ｂ
の
言
葉
を
ど
こ
ま
で

も
自
分
の
も
の
と
し
て
受
け
取
り
、
そ
れ
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
い
く
か
の
よ

う
に
自
ら
を
語
る
。

夜
は
死
の
寂
寞
に
ま
で
深
ま
つ
て
ゐ
た
。
思
ひ
出
し
た
や
う
に
洟
を

す
ゝ
る
Ｂ
の
激
し
い
呼
吸
の
外
に
聞
え
る
も
の
と
て
は
無
か
つ
た
。
私

に
は
咄
嗟
に
云
ひ
出
す
べ
き
言
葉
が
不
幸
に
も
失
は
れ
て
ゐ
た
。
而
し

て
そ
の
代
り
に
、
酒
で
一
時
凌
ぎ
の
出
来
る
奴
は
ま
だ
幸
福
だ
と
嘗
て

私
の
云
つ
た
言
葉
を
思
ひ
出
し
て
、
自
己
嫌
悪
を
感
じ
て
ゐ
た
。
そ
の

言
葉
は
固
よ
り
Ｂ
を
酒
か
ら
遠
ざ
け
や
う
と
す
る
方
便
を
も
含
ん
で
ゐ

た
も
の
に
せ
よ
、
私
の
し
ら
�
�
し
く
云
へ
る
言
葉
か
…
…

こ
こ
で
「
私
」
は
「
夜
」
の
「
深
ま
」
り
と
「
死
」
と
を
結
び
付
け
る
。

そ
れ
は
「
洟
を
す
ゝ
る
Ｂ
の
激
し
い
呼
吸
」
が
象
徴
す
る
「
死
」
へ
の
恐
怖

と
い
う
音
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
た
「
夜
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
Ｂ

に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
「
死
」
と
い
う
言
葉
が
、「
言
葉
が
不
幸
に
も
失

は
れ
」
た
「
私
」
の
な
か
で
内
面
化
さ
れ
た
こ
と
を
も
物
語
る
。こ
れ
以
降
、

「
私
」
は
Ｂ
へ
の
理
解
を
執
拗
に
語
り
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

５

「
私
」
の
「
解
る
」
を
め
ぐ
る
物
語

「
私
」
が
は
じ
め
て
Ｂ
に
理
解
を
示
す
の
は
、
Ｂ
が
「
山
川
」
に
「
無
政

府
主
義
者
だ
と
云
」
わ
れ
た
と
語
る
場
面
か
ら
で
あ
る
。

「
解
る
よ
」
／
私
は
真
剣
な
気
持
ち
に
な
つ
て
ゐ
た
。
あ
す
こ
ま
で

落
ち
る
の
が
本
当
だ
。
本
当
で
な
い
ま
で
も
当
然
だ
。
私
も
幾
度
あ
ゝ

し
た
恐
ろ
し
い
影
を
自
分
の
生
活
の
前
途
に
描
い
た
ら
う
。
然
し
私
は

今
日
ま
で
踏
み
と
ゞ
ま
り
、
踏
み
と
ゞ
ま
つ
て
来
た
。
そ
れ
が
私
の
健

全
性
か
ら
来
た
の
か
不
徹
底
さ
か
ら
来
て
ゐ
る
の
か
、私
に
は
疑
へ
た
。

だ
か
ら
今
の
言
葉
は
私
に
は
異
邦
の
言
葉
で
は
な
い
。
／
「
僕
等
の
や
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う
に
過
去
の
生
活
を
う
ん
と
背
負
ひ
込
ん
だ
人
間
に
は
、
君
の
は
い
り

込
ん
だ
道
は
解
る
よ
。
然
し
…
…
」

「
私
」
の
言
う
「
今
の
言
葉
」
が
具
体
的
に
ど
れ
を
指
す
の
か
は
特
定
で

き
な
い
が
、
自
分
が
何
者
で
あ
る
の
か
、
も
っ
と
い
え
ば
ど
の
よ
う
な
「
生

活
」
を
送
る
階
級
に
属
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
Ｂ
の
疑
念
が
「
私
」

に
「
解
る
」
と
言
わ
せ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ

そ
、「
私
も
幾
度
あ
ゝ
し
た
恐
ろ
し
い
影
を
自
分
の
生
活
の
前
途
に
描
い
た

ら
う
。
然
し
私
は
今
日
ま
で
踏
み
と
ゞ
ま
り
、
踏
み
と
ゞ
ま
つ
て
来
た
。
そ

れ
が
私
の
健
全
性
か
ら
来
た
の
か
不
徹
底
さ
か
ら
来
て
ゐ
る
の
か
、
私
に
は

疑
へ
た
」
と
、自
分
自
身
の
階
級
に
拘
泥
し
て
い
た
過
去
を
語
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、「
私
」
が
い
ま
だ
に
そ
れ
に
拘
泥
し
て
い
る
こ
と
は
、
Ｂ
に
「
お

前
は
芸
術
家
だ
」
と
突
き
放
さ
れ
た
と
き
の
「
Ｂ
の
皮
肉
な
高
笑
ひ
を
聞
か

さ
れ
た
私
は
、
自
分
の
殉
情
的
な
言
葉
を
悔
い
る
よ
り
は
、
彼
れ
が
私
を
身

近
か
に
も
寄
せ
つ
け
な
い
の
を
感
じ
て
思
は
ず
い
ら
だ
っ
て
ゐ
た
」
と
い
う

反
応
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
場
面
で
、「
私
」
は
Ｂ
に
対
し
「
僕
等
」
と
い
う
言
葉
で

あ
る
種
の
仲
間
意
識
を
語
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
面
で
の
「
私
」

の
「
い
ら
だ
」
ち
は
、「
僕
等
」
と
い
う
言
葉
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
私
」

が
思
う
Ｂ
と
の
関
係
性
は
階
級
を
超
越
し
た
特
別
な
も
の
で
あ
る
と
信
じ
て

い
た
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
に
指
摘
し
た

と
お
り
、
Ｂ
は
「
私
」
を
リ
ャ
ク
の
対
象
と
し
て
訪
ね
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
解
る
」
と
言
っ
た
「
私
」
を
「
芸
術
家
」
だ
と
し
て
突
き
放
す
の
は
当
然

の
成
り
行
き
と
い
え
る
。
こ
の
決
定
的
な
認
識
の
ズ
レ
を
表
出
さ
せ
る
こ
と

こ
そ
、「
酒
狂
」
に
作
者
の
分
身
と
し
て
の
「
武
郎
」
を
登
場
さ
せ
た
最
大

の
目
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
は
、
Ｂ
の
言
葉
を
利
用
し
て
「
武
郎
」
の
内

面
を
掘
り
下
げ
、
作
者
の
「
考
へ
方
や
実
行
の
方
法
」
を
〈
有
島
信
者
〉
に

直
接
「
報
告
」
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

前
章
に
て
、
夜
の
う
ち
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
Ｂ
の
「
身
の
上
を
考
へ
」
た

と
き
、「
私
」
は
あ
る
境
地
に
到
達
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
の
境
地
と
は
、

わ
か
り
あ
え
な
い
こ
と
が
「
解
る
」
と
い
う
境
地
で
あ
る
。
Ｂ
に
「
生
活
」

を
「
無
理
強
ひ
に
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
快
／
不
快
の
感
情
を
繰

り
返
し
て
い
た
「
私
」
だ
っ
た
が
、
Ｂ
を
寝
床
へ
と
連
れ
て
行
っ
た
あ
と
、

結
局
「
現
在
の
気
持
ち
」
に
落
ち
着
い
た
か
の
よ
う
に
次
の
よ
う
に
語
る
。

母
の
休
ん
で
ゐ
る
部
屋
を
通
り
過
ぎ
て
、
次
の
部
屋
に
は
い
る
と
、

私
の
と
枕
を
並
べ
て
二
人
の
子
供
は
熟
睡
し
て
ゐ
た
。
丹
前
を
脱
が
う

と
し
て
、
寝
衣
の
醤
油
の
し
み
を
思
い
出
し
た
が
、
そ
れ
を
着
か
へ
る

の
も
物
臭
か
つ
た
し
、
第
一
不
思
議
に
そ
れ
が
も
う
気
に
な
ら
な
く
な

つ
て
ゐ
た
。
／
虫
だ
け
が
何
所
か
で
細
々
と
啼
い
て
ゐ
た
。

Ｂ
と
別
れ
た
あ
と
に
語
ら
れ
る
「
私
」
の
家
族
の
様
子
は
、「
私
」
が
「
執

着
」
し
て
き
た
「
生
活
」
そ
の
も
の
だ
。「
芸
術
家
」
だ
と
突
き
放
さ
れ
た

と
き
に
付
け
て
し
ま
っ
た
「
古
血
色
の
し
み
」
が
単
な
る
「
醤
油
の
し
み
」

と
語
ら
れ
る
の
は
、
自
分
の
階
級
に
拘
泥
す
る
「
私
」
の
意
識
の
象
徴
と
し

て
刻
印
さ
れ
た
「
し
み
」
が
、「
生
活
」
の
中
に
溶
け
込
む
こ
と
で
薄
ら
い

で
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。ま
た
、「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
覆
わ
れ
て
い
た
「
夜
」

が
「
虫
だ
け
が
何
所
か
で
細
々
と
啼
い
て
ゐ
た
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
か
ら

も
、
平
穏
な
「
生
活
」
が
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
私
」
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は
、
Ｂ
に
手
を
差
し
伸
べ
た
り
理
解
を
示
し
た
り
は
す
る
も
の
の
、
結
局
は

自
分
の
「
生
活
」
に
「
執
着
」
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
「
私
」
は
、翌
朝
「
Ｂ
は
寝
坊
す
る
だ
ら
う
」
と
考
え
る
が
、

そ
の
予
想
は
は
ず
れ
、
Ｂ
が
夜
中
の
う
ち
に
出
て
行
っ
た
こ
と
を
翌
朝
聞
か

さ
れ
る
。
こ
の
最
終
場
面
こ
そ
が
、「
私
」
と
Ｂ
と
の
認
識
の
ズ
レ
を
体
現

し
た
も
の
で
あ
り
、「
私
」
が
感
じ
る
「
淋
し
さ
」
と
は
、
わ
か
り
あ
え
な

い
こ
と
が
「
解
る
」
こ
と
の
「
淋
し
さ
」
で
あ
る
。「
芸
術
家
」
と
し
て
「
書

斎
」
で
生
活
す
る
「
私
」
が
、「
黒
表
中
の
人
間
」
と
見
な
さ
れ
、
職
業
だ

け
で
な
く
家
族
ま
で
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
Ｂ
を
「
解
る
」
か
の
よ
う
に
振
る

舞
う
態
度
、
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
の
間
違
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
気
付

く
と
い
う
形
で
、「
私
」
の
「
解
る
」
を
め
ぐ
る
物
語
は
閉
じ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

お
わ
り
に
―
―
〈
有
島
信
者
〉
に
向
け
ら
れ
た
「
報
告
」

「
私
自
身
の
読
者
に
の
み
語
り
得
る
と
い
ふ
意
識
」
の
も
と
創
刊
さ
れ
た

『
泉
』
は
、
新
聞
雑
誌
と
い
う
作
者
と
読
者
と
の
媒
介
を
自
ら
手
掛
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
「
噂
さ
」
や
「
揣
摩
臆
測
」
の
根
源
を
断
ち
、
作
者
か
ら
の

「
報
告
」
を
直
接
的
に
「
私
自
身
の
読
者
」
へ
と
伝
達
す
る
た
め
の
回
路
で

あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、『
泉
』
掲
載
小
説
に
書
き
込
ま
れ
た
事
柄
を
�
作

者
有
島
武
郎
�
と
結
び
付
け
て
読
む
こ
と
だ
け
に
没
頭
す
る
〈
有
島
信
者
〉

を
生
産
す
る
装
置
で
も
あ
る
。

そ
の
効
果
が
最
も
顕
著
に
表
れ
る
「
酒
狂
」
は
、
先
行
研
究
に
お
い
て
も

作
者
と
密
接
に
結
び
付
け
ら
れ
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
の
癒

着
性
を
払
拭
す
る
た
め
に
「
武
郎
」
と
「
山
川
」
と
い
う
二
つ
の
固
有
名
詞

を
記
号
と
し
て
捉
え
直
し
て
き
た
が
、
そ
の
作
業
に
よ
っ
て
む
し
ろ
浮
び

上
っ
て
き
た
の
は
、「
酒
狂
」
と
い
う
物
語
が
、「
宣
言
一
つ
」
以
降
の
思
想

を
有
し
た
�
有
島
武
郎
�
／
社
会
主
義
運
動
家
�
山
川
均
�
／
そ
の
「
山

川
」
に
「
無
政
府
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
る
Ｂ
と
い
う
三
本
の
支
柱
に
よ
っ

て
、
そ
れ
以
外
の
読
み
方
を
許
さ
な
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
作
者
の
分
身
と
し
て
の
「
武
郎
」
が
、〈
有

島
信
者
〉
に
向
け
て
あ
る
「
報
告
」
を
発
信
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
武
郎
」
―
―
「
酒
狂
」
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
―
―
は
、
Ｂ
を
語
る

た
め
の
方
法
と
し
て
、
一
人
称
小
説
の
破
綻
と
い
う
危
険
を
冒
し
て
ま
で
も

〈
ト
書
き
〉
を
用
い
る
。
そ
れ
は
Ｂ
の
言
葉
を
利
用
し
て
「
武
郎
」
の
内
面

を
掘
り
下
げ
、「
武
郎
」
と
Ｂ
と
の
決
定
的
な
認
識
の
ズ
レ
を
表
出
さ
せ
る

た
め
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ズ
レ
は
、
物
語
の
最
終
場
面
に
お
い
て
、「
私
」

の
「
Ｂ
は
寝
坊
す
る
だ
ら
う
」
と
い
う
予
想
と
は
裏
腹
に
夜
の
う
ち
に
出
て

行
っ
た
Ｂ
と
い
う
形
で
体
現
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、「
私
」
の
「
解

る
」
を
め
ぐ
る
物
語
は
、
わ
か
り
あ
え
な
い
こ
と
が
「
解
る
」
と
い
う
ア
イ

ロ
ニ
カ
ル
な
方
法
で
締
め
括
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
芸
術
家
」
と
し
て
「
書
斎
」
で
生
活
す
る
「
私
」
が
、「
黒
表
中
の
人

間
」
と
見
な
さ
れ
、
職
業
だ
け
で
な
く
家
族
ま
で
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
Ｂ
を

「
解
る
」
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
態
度
、
そ
れ
自
体
が
そ
も
そ
も
の
間
違
い

で
あ
る
と
い
う
こ
の
主
題
は
、〈
ト
書
き
〉
を
用
い
な
け
れ
ば
Ｂ
を
語
る
こ

と
が
で
き
な
い
「
私
」
の
語
り
と
い
う
方
法
で
、
終
始
呈
示
さ
れ
続
け
て
い

た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
〈
有
島
信
者
〉
に
直
接
的
に
伝
達
さ
れ
た
作
者
か
ら
の
「
報
告
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
酒
狂
」
と
い
う
物
語
は
、
有
島
に
と
っ
て
「
宣
言
一

つ
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
真
の
終
止
符
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。な
ぜ
な
ら
、
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「
宣
言
一
つ
」
を
め
ぐ
る
論
争
に
お
け
る
最
後
の
有
島
の
反
論
「「
静
思
」

を
読
ん
で
倉
田
氏
に
」
が
掲
載
さ
れ
た
第
一
巻
第
二
号
、
第
三
号
の
次
に
発

行
さ
れ
た
の
が
、「
酒
狂
」
掲
載
の
第
二
巻
第
一
号
で
あ
る
か
ら
だ
。

注

（
１
）『
有
島
武
郎
全
集
』
別
巻
（
一
九
八
八
﹇
昭
和
六
三
﹈
年
六
月
／
筑
摩
書

房
）
の
「
年
譜
」
に
よ
れ
ば
、「
十
月
一
日
、「
泉
」
創
刊
号
発
行
（
一
万

一
千
部
、
十
二
年
二
月
号
か
ら
毎
号
一
千
部
ず
つ
増
刷
、
五
・
六
月
は
一

万
五
千
部
）」
と
あ
る
。

（
２
）野
坂
幸
弘
「『
酒
狂
』『
骨
』『
独
断
者
の
会
話
』」（『〈
近
代
日
本
文
学

作
家
研
究
叢
書
〉
有
島
武
郎
研
究
』
瀬
沼
茂
樹
・
本
多
秋
五
編
／
一
九
七

二
﹇
昭
和
四
七
﹈
年
一
一
月
／
右
文
書
院
）。

（
３
）高
山
亮
二
「
有
島
武
郎
晩
年
の
作
品
「
酒
狂
」・「
骨
」
の
成
立
を
め
ぐ
っ

て
―
―
そ
の
モ
デ
ル
を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
北
方
文
芸
』
第
一
一
巻
九

月
号
・
通
巻
一
二
八
号
／
一
九
七
八
﹇
昭
和
五
三
﹈
年
九
月
／
北
方
文
芸

刊
行
会
）。

（
４
）内
田
満
「『
酒
狂
』
と
そ
の
周
辺
―
―
「
私
小
説
」
へ
の
逸
脱
―
―
」

（『
有
島
武
郎

虚
構
と
実
像
』
内
田
満
／
一
九
九
六
﹇
平
成
八
﹈
年
五

月
／
有
精
堂
出
版
）。

（
５
）中
村
三
春
「
客
「
酒
狂
」「
骨
」「
独
断
者
の
会
話
」」（
同
著
『
未
発
選
書

第
一
七
巻

新
編

言
葉
の
意
志

―
―
有
島
武
郎
と
芸
術
史
的
転
回
』

／
二
〇
一
一
﹇
平
成
二
三
﹈
年
二
月
／
ひ
つ
じ
書
房

※
初
出
は
「
客

―
―
有
島
武
郎
晩
期
小
説
論
、
も
し
く
は
有
島
武
郎
と
ア
ル
ベ
ー
ル
・
カ

ミ
ュ
―
―
」
／
『
有
島
武
郎
研
究
叢
書

第
三
集

有
島
武
郎
の
作
品

（
下
）』
有
島
武
郎
研
究
会
編
／
一
九
九
五
﹇
平
成
七
﹈
年
八
月
／
右
文

書
院
）。

（
６
）稲
垣
達
郎
は
「
日
本
の
文
芸
雑
誌
『
有
島
武
郎
個
人
雑
誌

泉
』」（『
文

学
』
第
二
七
巻
第
九
号
／
一
九
五
九
﹇
昭
和
三
四
﹈
年
九
月
）
の
な
か

で
、『
有
島
武
郎
著
作
集
』
も
『
泉
』
も
「「
書
冊
の
形
」
を
一
定
の
も
の

に
統
一
、
あ
る
い
は
単
一
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て

も
、
ま
だ
現
代
に
も
み
ら
れ
な
い
、
き
わ
め
て
個
性
的
な
、
ま
た
一
種
潔

癖
な
出
版
形
式
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
７
）「「
静
思
」
を
読
ん
で
倉
田
氏
に
―
―
同
時
に
自
分
の
立
場
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
―
―
」
は
「
㈠
提
言
」「
㈡
「
序
文
」
に
つ
い
て
」
が
『
泉
』

第
一
巻
第
二
号
（
一
九
二
二
﹇
大
正
一
一
﹈
年
一
一
月
）
に
、「
㈢
「
労

働
運
動
の
道
徳
的
根
拠
に
就
い
て
」
に
つ
い
て
」「
㈣
「
積
極
道
」
に
つ

い
て
」
が
第
一
巻
第
三
号
（
同
年
一
二
月
）
と
い
う
よ
う
に
、
二
度
に
分

け
て
掲
載
さ
れ
た
。

（
８
）本
村
四
郎
「
足
助
素
一
」（『
近
代
日
本
社
会
運
動
史
人
物
大
辞
典
』
第
四

巻
／
一
九
九
七
﹇
平
成
九
﹈
年
一
月
／
紀
伊
國
屋
書
店
）
に
よ
れ
ば
「
足

助
の
叢
文
閣
は
白
樺
派
の
作
家
た
ち
、
知
友
有
島
武
郎
の
作
品
出
版
に
尽

力
す
る
と
と
も
に
、
秋
田
雨
雀
、
藤
森
成
吉
、
山
川
均
、
堺
利
彦
ら
の
知

遇
を
得
て
、
当
時
盛
り
上
り
つ
つ
あ
っ
た
社
会
主
義
思
想
を
中
心
と
し
た

出
版
事
業
を
企
画
。
採
算
の
と
り
に
く
い
左
翼
出
版
物
を
次
々
と
出
版
し

た
」
と
あ
り
、「
酒
狂
」
掲
載
の
第
二
巻
第
一
号
に
も
山
川
均
著
作
の
広

告
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
登
場
人
物
「
Ｏ
」
に
つ
い
て
は
特
定

で
き
な
か
っ
た
。

（
９
）『
泉
』
終
刊
号
「
故
人
の
死
を
悼
み
て
足
助
氏
に
宛
て
た
る
書
（
七
月
十

八
日
迄
に
着
の
分
）」
の
山
川
均
の
便
り
に
は
「〔
略
〕
僕
は
有
島
氏
を
知

ら
ぬ
、
ほ
ん
の
一
度
か
二
度
、
著
作
家
協
会
で
遠
方
か
ら
顔
を
見
た
ゞ
け

で
言
葉
を
交
わ
し
た
こ
と
も
な
い
。
／
有
島
氏
の
考
へ
に
つ
い
て
も
勿
論

深
く
は
知
ら
ぬ
。
然
し
自
分
と
違
う
た
考
へ
方
に
忠
実
な
有
島
氏
に
対
し

て
は
、
自
分
と
同
じ
考
へ
方
を
す
る
人
々
の
う
ち
の
或
る
も
の
以
上
の
敬

意
を
表
せ
ざ
る
を
得
ぬ
」
と
あ
る
。

（
い
し
い
か
な

大
学
院
博
士
前
期
課
程
在
学
生
）
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