
『
静
か
な
生
活
』
に
お
け
る
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法

―
―
大
江
健
三
郎
『
静
か
な
生
活
』
論

松

本

拓

真

一
．
は
じ
め
に

大
江
健
三
郎
『
静
か
な
生
活
』
は
、「
静
か
な
生
活
」（『
文
藝
春
秋
』
一

九
九
〇
年
四
月
号
）、「
こ
の
惑
星
の
棄
て
子
」（『
群
像
』
一
九
九
〇
年
五
月

号
）、「
案
内
人
」（『Sw

itch

』
一
九
九
〇
年M
A
R.V
ol.8

N
o.1

）、「
自

動
人
形
の
悪
夢
」（『
新
潮
』
一
九
九
〇
年
六
月
号
）、「
小
説
の
悲
し
み
」

（『
文
学
界
』
一
九
九
〇
年
七
月
号
）、「
家
と
し
て
の
日
記
」（『
群
像
』
一

九
九
〇
年
八
月
号
）
の
六
つ
の
短
篇
か
ら
構
成
さ
れ
た
連
作
短
篇
集
で
あ

る
。
こ
の
六
つ
の
短
篇
は
各
月
に
一
作
品
ず
つ
発
表
さ
れ
、
そ
の
後
、
講
談

社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
単
行
本
『
静
か
な
生
活
』（
一
九
九
〇
年
一
〇
月
）
に

所
収
さ
れ
た
。「
ピ
ン
チ
」
を
抱
え
た
Ｋ
と
、
そ
れ
を
心
配
す
る
母
と
が
カ

リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
へ
渡
米
し
た
た
め
に
、
残
さ
れ
た
長
男
イ
ー
ヨ
ー
（
障
害
を

も
つ
兄
）、
長
女
マ
ー
ち
ゃ
ん
（
大
学
生
）、
次
男
オ
ー
ち
ゃ
ん
（
浪
人
生
）

の
「
子
供
た
ち
だ
け
の
家
族
半
分
が
こ
ち
ら
に
残
さ
れ
る
」
状
況
を
、
Ｋ
の

友
人
で
あ
り
、
ま
た
イ
ー
ヨ
ー
の
ピ
ア
ノ
の
先
生
で
も
あ
る
重
藤
さ
ん
と
そ

の
奥
さ
ん
が
陰
で
支
え
る
。
以
上
の
設
定
の
も
と
で
、
日
常
に
孕
む
「
ピ
ン

チ
」
に
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
い
く
子
供
た
ち
の
様
子
を

中
心
に
描
く
『
静
か
な
生
活
』
は
、
娘
で
あ
る
マ
ー
ち
ゃ
ん
が
「
六
、
七
箇

月
間
」
に
起
き
た
出
来
事
を
書
き
記
し
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
改
訂
版

と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

作
者
大
江
は
、こ
の
短
篇
連
作
と
い
う
手
法
で
手
掛
け
た
『
静
か
な
生
活
』

の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、「
最
初
の
章
に
あ
た
る
「
静
か
な
生
活
」
を
書
い

た
時
は
、
か
た
ち
の
良
い
短
篇
を
一
作
つ
く
ろ
う
、
と
い
う
だ
け
の
考
え
」

で
あ
っ
た
が
、「
そ
れ
を
発
表
し
て
か
ら
、「
静
か
な
生
活
」
の
語
り
手
、
マ

ー
ち
ゃ
ん
が
、
そ
の
娘
ら
し
い
視
点
、
語
り
口
に
よ
っ
て
生
き
続
け
る
こ
と

に
な
り
、
結
局
一
冊
の
『
静
か
な
生
活
』
を
構
成
す
る
六
作
を
書
く
こ
と
に

な
っ
た
の
で
し
た
」
と
解
説
す（
１
）るよ

う
に
、
個
々
の
短
篇
は
娘
で
あ
る
マ
ー

ち
ゃ
ん
を
語
り
手
に
統
一
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ー
ち
ゃ
ん
を
「
ま
っ

た
く
の
架
空
の
設
定
」
と
言
明
し
た
う
え
で
、
作
者
大
江
は
以
下
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
ひ
と
り
の
人
物
（
筆
者
注
―
―
マ
ー
ち
ゃ
ん
）
と
し
て
描
き
出

さ
れ
る
よ
り
、
ま
ず
小
説
の
語
り
手
と
し
て
―
―
さ
ら
に
正
確
に
い
え
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ば
、
ひ
と
つ
の
語
り
方
、
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
と
し
て
―
―
私
が
作
り

出
し
、
そ
の
語
り
方
に
よ
っ
て
短
篇
「
静
か
な
生
活
」
を
書
き
、
そ
れ

か
ら
こ
の
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
で
さ
ら
に
小
説
の
世
界
を
展
開
す
る
こ
と
が
で

き
る
と
発
見
し
て
、
一
冊
の
『
静
か
な
生
活
』
が
成
立
す
る
こ
と
に

な
っ
た
、
と
い
う
次
第
な
の
で（
２
）す。

こ
の
発
言
は
、
既
述
し
た
作
品
の
成
立
過
程
の
内
容
と
対
応
し
た
も
の
と

な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
と
い

う
大
江
の
創
作
上
の
方
法
に
つ
い
て
、『
静
か
な
生
活
』
を
め
ぐ
る
従
来
の

先
行
研
究
は
、
作
品
を
読
み
解
く
際
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
抽
出
し
、
作
者

大
江
が
語
り
手
に
マ
ー
ち
ゃ
ん
を
導
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
テ
ク

ス
ト
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
効
果
を
果
た
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に

主
眼
を
置
い
て
き
た
。

作
者
自
身
も
、
こ
の
娘
で
あ
る
マ
ー
ち
ゃ
ん
を
語
り
手
に
採
用
し
た
意
図

に
関
し
て
多
く
の
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
作
者
大
江
は
、「
い
ま
ま
で
は
、

作
家
で
あ
る
父
と
障
害
児
で
あ
る
息
子
の
関
係
が
小
説
の
中
で
逆
転
し
て
い

く
と
い
う
書
き
方
」
を
し
て
い
た
が
、「
今
度
の
小
説
（
筆
者
注
―
―
『
静

か
な
生
活
』）
で
は
、
父
親
が
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
い
く
こ
と
で
、
か
え
っ

て
鮮
明
に
浮
き
上
が
っ
て
く
る
家
庭
が
描
か
れ
て
い
」
る
と
述（
３
）べ、

あ
る
い

は
「
女
の
子
の
視
点
を
選
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
い
ま
ま
で
書
け
な
か
っ
た
家

庭
の
部
分
が
書
け
た
よ
う
に
思
」
う
、「
父
親
と
い
う
も
の
を
小
説
の
な
か

か
ら
ど
ん
ど
ん
遠
ざ
け
、
背
景
の
う
ち
に
沈
ま
せ
、
子
ど
も
た
ち
が
全
面
に

出
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
ま
し
た
」
と
説
明（
４
）し、
い
ず
れ
も
父
親
で
あ

る
自
身
の
存
在
を
後
景
に
退
か
せ
、
代
わ
り
に
残
さ
れ
た
子
供
た
ち
の
生
活

を
前
景
化
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

だ
が
、
作
者
大
江
の
語
り
手
に
関
す
る
発
言
は
、
こ
う
し
た
点
の
み
に
収

ま
ら
な
い
。
作
者
大
江
は
、
自
身
が
執
筆
し
た
過
去
作
品
を
振
り
返
り
な
が

ら
、「
今
ま
で
自
分
自
身
へ
の
批
判
と
い
う
こ
と
が
小
説
で
あ
ま
り
う
ま
く

で
き
な
か
っ
た
」
と
述
べ
た
う
え
で
、「
と
こ
ろ
が
娘
の
声
、
文
体
を
借
り

て
批
判
し
よ
う
と
す
る
と
、
す
っ
き
り
納
得
で
き
る
形
で
自
分
自
身
が
批
判

で
き
る
」
と
、
娘
を
語
り
手
に
設
定
し
た
利
点
に
つ
い
て
説
明
し
て
い（
５
）る。

こ
こ
で
作
者
大
江
は
、
自
身
を
モ
デ
ル
と
し
て
造
形
し
た
作
中
人
物
で
あ
る

Ｋ
の
批
判
者
と
し
て
、「
私
」
を
位
置
付
け
た
と
述
べ
て
い
る
の
だ
が
、
そ

の
点
に
関
し
て
柴
田
勝（
６
）二は
、批
判
者
と
し
て
の
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
の
は
、

娘
の
マ
ー
ち
ゃ
ん
と
い
う
よ
り
か
は
む
し
ろ
「
彼
の
若
い
頃
か
ら
の
知
己
で

あ
る
「
重
藤
さ
ん
」
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
柴
田
は
語
り
手

に
娘
の
視
点
を
設
定
し
た
作
者
の
意
図
を
、「
お
そ
ら
く
作
者
は
Ｋ
の
位
置

に
立
っ
て
、
父
親
が
不
在
の
間
家
長
と
し
て
、
イ
ー
ヨ
ー
の
共
生
者
と
し
て

振
舞
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
娘
の
身
振
り
を
自
己
に
与
え
よ
う
と
し
た
」
と

み
て
お
り
、「
も
っ
ぱ
ら
「
重
藤
さ
ん
」
の
言
葉
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
Ｋ
へ

の
批
判
は
、
そ
の
「
な
ん
で
も
な
さ
」
の
強
調
で
も
あ
っ
た
が
、
こ
の
演
技

的
な
語
り
が
大
江
に
と
っ
て
、
当
た
り
前
の
一
人
の
人
間
と
し
て
、
現
代
と

い
う
時
代
を
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
さ
せ
る
よ
す
が
と
な
り
え
た
の
で

あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

加
え
て
、
こ
う
し
た
マ
ー
ち
ゃ
ん
を
語
り
手
に
設
定
し
た
作
者
大
江
の
目

論
見
に
つ
い
て
着
目
し
た
言
説
は
柴
田
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
作
家
大
江

と
Ｋ
と
を
結
び
付
け
、
大
江
文
学
の
作
品
史
に
お
け
る
位
置
づ
け
と
し
て
、

「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
を
分
析
し
た
島
村（
７
）輝は
、
マ
ー
ち
ゃ
ん
を
語
り
手

に
採
用
し
た
大
江
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
を
、
過
去
作
品
の
な
か
で
描

か
れ
続
け
た
「
Ｋ
―
イ
ー
ヨ
ー
」
と
い
う
「
タ
テ
に
構
造
化
さ
れ
た
権
力
関
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係
」
を
一
度
「
解
体
」
し
、
別
の
角
度
か
ら
新
た
に
「
マ
ー
ち
ゃ
ん
―
イ
ー

ヨ
ー
」
と
い
う
関
係
性
の
「
再
構
築
」
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
説

き
つ
つ
も
、「
再
構
築
」
し
た
「
マ
ー
ち
ゃ
ん
―
イ
ー
ヨ
ー
」
と
い
う
「〈
ナ

ラ
テ
ィ
ヴ
〉
の
枠
組
み
に
固
定
し
た
〈
権
力
関
係
〉」
か
ら
は
「
逃
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
と
続
け
、「
こ
の
固
定
化
を
も
逃
れ
よ
う
と
す
る
な
ら
」

「
語
り
手
自
身
を
不
安
定
な
も
の
に
す
る
し
か
な
い
」
と
結
ん
で
い
る
。
ま

た
、
こ
の
島
村
が
提
示
し
た
「
父
―
イ
ー
ヨ
ー
」
か
ら
「
マ
ー
ち
ゃ
ん
―
イ

ー
ヨ
ー
」
へ
と
転
換
さ
れ
る
構
図
を
踏
襲
し
、『
静
か
な
生
活
』
を
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
読
ん
だ
鈴
木
恵（
８
）美は
、「
二
人
（
父
と
マ
ー
ち
ゃ
ん
―
―
筆

者
注
）
の
〈
ピ
ン
チ
〉
は
同
質
で
あ
っ
て
も
、
二
人
の
〈
祈
り
〉
は
異
質
で

あ
る
」
と
述
べ
、「
マ
ー
ち
ゃ
ん
の
〈
祈
り
〉
こ
そ
が
、〈
ピ
ン
チ
〉
を
回
避

す
る
、
本
質
的
な
〈
救
い
〉
な
の
で
あ
る
」
と
し
、「
父
―
子
」
と
い
う
「
権

力
関
係
」
を
「
マ
ー
ち
ゃ
ん
―
イ
ー
ヨ
ー
」
は
回
避
し
て
い
る
と
い
う
。

本
稿
で
は
以
上
の
先
行
研
究
の
成
果
を
留
意
し
つ
つ
、『
静
か
な
生
活
』

に
お
け
る
「
私
」
の
語
り
の
構
造
に
着
目
し
て
ゆ
き
た
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作

者
大
江
が
『
静
か
な
生
活
』
に
つ
い
て
、「
小
説
の
秘
密
は
―
―
私
の
こ
れ

ま
で
の
か
な
り
永
い
経
験
か
ら
い
う
こ
と
で
す
が
―
―
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に

語
ら
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」
と
発
言
を
し

て
い（
９
）るか

ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
に
よ
っ
て
、
物
語

が
「
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
視
点
が
『
静
か
な
生
活
』
に
お

け
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
を
読
み
解
く
う
え
で
極
め
て
重
要
と
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
小
説
の
秘
密
」
を
「
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
」

と
解
す
る
大
江
の
言
葉
は
、『
静
か
な
生
活
』
の
五
作
目
に
配
置
さ
れ
て
い

る
「
小
説
の
悲
し
み
」
に
お
い
て
、「
物
語
は
、
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
語
ら

れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
す
べ
て
が
あ
る
、
と
感
じ
た
わ
」
と
い
う
「
私
」
の

発
話
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
私
」
の
語
り
の
構
造

を
分
析
す
る
こ
と
が
、『
静
か
な
生
活
』
に
お
け
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」

の
内
実
を
検
証
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ
の
点
を

問
題
意
識
と
し
て
掲
げ
、「
私
」
の
語
り
の
構
造
分
析
を
端
緒
と
し
、
そ
こ

か
ら
『
静
か
な
生
活
』
に
お
け
る
作
者
大
江
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
を

捉
え
直
し
て
ゆ
く
。

た
だ
、
そ
の
こ
と
を
考
察
し
て
ゆ
く
ま
え
に
、
特
筆
し
た
い
先
行
研
究
と

し
て
千
石
英（

１０
）世の
論
考
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
千
石
は
、
物
語
の
構
造
に
つ

い
て
「
手
記
は
、
結
果
的
に
は
、
女
子
学
生
の
生
活
日
記
と
も
、
ま
た
そ
の

小
説
家
の
父
親
に
宛
て
た
生
活
報
告
と
も
な
り
、
し
か
も
そ
れ
が
『
静
か
な

生
活
』
と
名
づ
け
ら
れ
た
冊
子
と
も
な
る
点
に
お
い
て
、
物
語
の
成
立
過
程

そ
の
も
の
を
物
語
化
す
る
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
様
相
も
呈
し
て
い
る
」
と

指
摘
し
、「
マ
ー
ち
ゃ
ん
は
、「
日
記
」
を
つ
け
る
自
分
と
、
そ
れ
を
改
訂
す

る
自
分
の
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
」
と
続
け
、「
書
き
か
え
る
こ
と
で
マ
ー

ち
ゃ
ん
は
、「
自
分
を
作
り
か
え
」
る
の
だ
」
と
結
ん
で
い
る
。
こ
の
千
石

の
言
説
は
、「
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
構
造
か
ら
「
私
」
の
二
重
性

と
い
う
語
り
の
問
題
を
提
起
し
、
そ
の
解
答
と
し
て
、
マ
ー
ち
ゃ
ん
は
日
記

に
記
し
た
過
去
の
自
分
を
作
り
変
え
て
い
る
、
と
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て

い
る
。
だ
が
、『
静
か
な
生
活
』
に
お
け
る
「
私
」
の
二
重
化
す
る
語
り
の

構
造
は
、
千
石
の
い
う
よ
う
に
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
作
者
で
あ
る
マ
ー

ち
ゃ
ん
と
改
訂
者
の
マ
ー
ち
ゃ
ん
と
い
う
構
図
に
の
み
回
収
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
は
じ
め
に
千
石
の
指
摘
す
る
「
私
」
の
二
重

化
す
る
語
り
の
構
造
を
再
検
討
し
て
ゆ
く
。
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二
．「
私
」
の
二
重
化
す
る
語
り
の
構
造

短
篇
連
作
集
『
静
か
な
生
活
』
は
、「
私
」
の
書
い
た
「
家
と
し
て
の
日

記
」
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、日
記
体
小
説
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。

こ
の
『
静
か
な
生
活
』
に
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
、「「
静
か
な
生
活
」
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
は
私
た
ち
の
生
活
の
こ
と
で
す
か
ら
ね
！
」

（「
家
と
し
て
の
日
記
」）
と
い
う
イ
ー
ヨ
ー
の
台
詞
、
あ
る
い
は
「
い
ま

「
家
と
し
て
の
日
記
」
か
ら
写
そ
う
と
す
る
と
」（「
案
内
人
」）
と
い
う
叙

述
な
ど
を
根
拠
と
し
て
、『
静
か
な
生
活
』
が
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
も

と
に
改
訂
し
直
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
情
報
を
得
る
。
ま
た
、『
静
か

な
生
活
』
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
が
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
書
き
記

し
た
内
容
は
、
Ｋ
と
母
が
渡
米
し
た
「
秋
学
期
」
か
ら
の
「
六
、
七
箇
月
間
」

で
あ
る
た
め
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
『
静
か
な
生
活
』
に
再
編
成
す
る

の
は
、「
六
、
七
箇
月
」
以
降
の
時
間
と
な
り
、
物
語
内
容
の
時
間
が
す
べ

て
終
了
し
た
時
点
か
ら
過
去
の
出
来
事
を
回
想
し
つ
つ
、「
家
と
し
て
の
日

記
」
を
も
と
に
書
き
写
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、『
静
か
な
生
活
』
は
、「
六
、
七
箇
月
間
」
の
な
か
で
書
き
継
が

れ
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
そ
の
ま
ま
写
し
て
提
示
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で

は
な
い
。
一
作
目
の
「
静
か
な
生
活
」
に
は
、「
両
親
が
成
田
か
ら
出
発
し

て
行
っ
て
の
一
週
間
」「
父
と
母
が
出
発
し
て
十
日
目
の
夕
方
」、
と
い
っ
た

省
略
さ
れ
た
時
間
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｋ
と
母
が
「
秋
学
期
」
に
渡
米
し

て
か
ら
書
き
続
け
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
つ
い
て
、「「
家
と
し
て
の
日

記
」
を
一
日
に
二
度
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
」（「
静
か
な
生

活
」）
と
い
う
記
述
を
踏
ま
え
る
と
、
こ
の
省
略
さ
れ
た
時
間
は
、『
静
か
な

生
活
』
に
改
訂
す
る
に
あ
た
り
、
編
集
者
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
語
り
の
操
作

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
は
、
Ｋ
や
母
か
ら
送
ら
れ
て
く
る

「
手
紙
」
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
箇
所
に
お
い
て
も
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
六
作
目
の
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
な
か
で
、「
私
」
の
出
し
た

手
紙
に
対
す
る
両
親
か
ら
の
返
事
に
対
し
、「
こ
れ
ま
で
の
例
で
は
、
十
日

以
内
に
返
事
が
届
く
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、「
十
日
」
と
い
う
叙
述
が
「
私
」
と
両
親
と
の
一
定
程
度
の
時

間
差
を
規
定
し
て
い
る
。
だ
が
、
改
訂
さ
れ
た
『
静
か
な
生
活
』
に
は
、
こ

の
「
十
日
」
と
い
う
時
間
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
何
が
起
き
た
か

に
つ
い
て
語
ら
れ
な
い
空
白
の
時
間
が
存
在
す
る
た
め
、『
静
か
な
生
活
』

は
単
に
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
書
き
写
し
た
も
の
で
は
な
く
、
再
構
成
し

て
提
示
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
だ
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
再
構
成
さ
れ
た
『
静
か
な
生
活
』
を
読
解
す
る
う
え
で
、

着
目
し
た
い
の
は
、
テ
ク
ス
ト
に
登
場
す
る
書
き
方
を
意
識
す
る
「
私
」
で

あ
る
。
一
作
目
の
「
静
か
な
生
活
」
に
お
い
て
、「
狂
信
者
」
に
よ
る
痴
漢

事
件
に
遭
遇
し
た
出
来
事
を
書
き
記
す
際
、「
私
は
も
う
出
来
事
の
内
容
を

承
知
し
て
い
る
わ
け
だ
け
れ
ど
、
い
ち
い
ち
の
時
点
で
自
分
が
感
じ
た
り
考

え
た
り
し
た
ま
ま
に
、思
い
出
し
な
が
ら
書
い
て
ゆ
く
」
と
宣
言
す
る
「
私
」

は
、
そ
の
語
り
方
を
意
識
す
る
「
私
」
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
話
す
内
容
が
回

想
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
告
げ
る
よ
う
に
、〈
こ
こ
〉
に
あ
る
日
記
の

書
き
方
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、〈
こ
こ
〉
で
書
い
て
い
る

と
語
る
「
私
」
が
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
書
き
方
を
意
識
す
る
「
私
」

な
の
か
、
そ
れ
と
も
編
集
し
た
『
静
か
な
生
活
』
の
書
き
方
を
意
識
す
る

「
私
」
な
の
か
は
、
明
確
に
判
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
二
作
目

の
「
こ
の
惑
星
の
棄
て
子
」
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。「
私
」
が
Ｋ
の
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「
ピ
ン
チ
」
に
つ
い
て
回
想
す
る
場
面
に
お
い
て
、「
こ
れ
ま
で
の
私
の
書

き
方
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
は
ず
だ
け
れ
ど
、
母
に
対
し
て
は
自
然
に
感
情

移
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
私
は
父
に
い
つ
も
距
離
を
感
じ
て

い
る
性
格
だ
と
思
う
。」
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
「
こ
れ
ま
で
の
書

き
方
」
と
い
う
「
私
」
の
書
く
行
為
が
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
対
す
る

「
書
き
方
」
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
『
静
か
な
生
活
』
に
再
編
成
す
る

際
の
「
書
き
方
」
の
も
の
な
の
か
は
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
家
と
し
て
の
日
記
」、
あ
る
い
は
『
静
か
な
生
活
』
の
書

き
方
を
意
識
す
る
「
私
」
が
物
語
上
に
姿
を
現
す
こ
と
か
ら
、『
静
か
な
生

活
』
に
は
、「
私
」
が
二
重
性
を
帯
び
る
語
り
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、「
私
」
の
同
一
性
を
曖
昧
化
さ
せ
る
よ
う
な
語
り
で
も
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
錯
綜
し
た
語
り
の
構
造
に
は
、「
家
と
し
て
の
日
記
」

か
ら
『
静
か
な
生
活
』
へ
と
改
訂
す
る
際
の
、
ま
さ
に
書
か
れ
つ
つ
あ
る
こ

の
テ
ク
ス
ト
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
三
作
目
の
「
案
内

人
」
の
な
か
で
、
映
画
『
ス
ト
ー
カ
ー
』
に
登
場
す
る
「
呪
わ
れ
た
子
供
」

の
母
親
と
、
自
身
の
母
親
と
を
「
つ
な
い
で
考
え
」
た
内
容
を
書
き
記
す
際

に
叙
述
さ
れ
た
、「
い
ま
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
か
ら
写
そ
う
と
す
る
」
と

い
う
一
文
で
あ
る
。
こ
の
「
い
ま
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
か
ら
写
そ
う
と

す
る
」
と
い
う
記
述
が
示
す
よ
う
に
、「
私
」
は
現
在
進
行
形
で
「
家
と
し

て
の
日
記
」
に
書
い
た
内
容
を
『
静
か
な
生
活
』
に
書
き
写
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
ま
さ
に
、〈
い
ま
、
こ
こ
〉
で
『
静
か
な
生
活
』
に
編
集
す
る
際
の

書
き
方
を
意
識
す
る
「
私
」
が
現
出
し
て
い
る
と
言
え
る
。

と
は
い
え
、
以
上
に
お
い
て
み
て
き
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
「
私
」

と
『
静
か
な
生
活
』
の
「
私
」
と
い
う
二
重
化
す
る
「
私
」、
そ
し
て
「
家

と
し
て
の
日
記
」
か
ら
〈
い
ま
、こ
こ
〉
で
書
き
写
し
て
い
る
と
語
る
「
私
」

は
、
一
体
誰
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
、『
静
か
な

生
活
』
に
再
編
成
す
る
た
め
に
「
家
と
し
て
の
日
記
」
か
ら
書
き
写
し
て
い

る
と
語
る
「
私
」
は
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
作
者
で
あ
る
マ
ー
ち
ゃ
ん

と
同
一
人
物
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
物

語
内
容
の
時
間
は
、「
私
」
が
両
親
の
不
在
の
な
か
で
過
ご
し
た
「
六
、
七

箇
月
間
」
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
形
式
が
日
記
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
日
々
の
出
来
事
を
回
想
し
な
が
ら
書
き
継
が
れ
た
た
め
に
、
物
語
上
に

書
き
方
を
意
識
す
る
「
私
」
が
姿
を
現
し
て
い
た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
物
語
を
語
っ
て
い
る
「
私
」
は
、
そ
の
物
語
内
容
の
時
間

の
内
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、「
い
ち
い
ち
の
時
点
で
」
過
去
の
出
来
事
を
回

顧
し
な
が
ら
書
く
書
き
手
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、「
家

と
し
て
の
日
記
」
に
お
け
る
作
中
人
物
の
「
私
」
と
語
り
手
の
「
私
」
と
い

う
の
は
、
作
者
で
あ
る
マ
ー
ち
ゃ
ん
で
一
致
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
だ

と
す
る
と
、
物
語
言
説
の
言
表
者
は
、
自
ら
が
物
語
内
容
の
作
中
人
物
で
あ

る
た
め
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
は
等
質
物
語
世
界
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
問
題
な
の
は
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
『
静
か
な
生
活
』
に
〈
い

ま
、
こ
こ
〉
で
書
き
写
し
て
い
る
と
語
る
「
私
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
「
私
」
と
い
う
の
は
両
親
が
渡
米
し
た
「
六
、
七
箇
月
間
」
以
降
の
時
間

の
「
私
」、
つ
ま
り
物
語
世
界
外
の
「
私
」
で
あ
る
た
め
、
マ
ー
ち
ゃ
ん
で

な
く
と
も
、
彼
女
の
体
験
記
録
で
あ
る
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
物
語
内
容

の
時
間
の
外
か
ら
編
集
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
だ
。

そ
こ
で
確
認
し
た
い
の
は
、「
私
」
の
書
い
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を

誰
が
『
静
か
な
生
活
』
に
編
集
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
テ

ク
ス
ト
に
は
「「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
も
書
け
な
い
ま
ま
、
こ
の
夜
考
え

た
こ
と
」（「
自
動
人
形
の
悪
夢
」）、「
両
親
へ
の
手
紙
に
も
「
家
と
し
て
の
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日
記
」
に
も
書
く
の
が
適
当
と
は
思
え
な
い
」（「
家
と
し
て
の
日
記
」）、
と

い
っ
た
叙
述
が
あ
る
も
の
の
、
以
下
に
そ
の
内
容
に
関
し
て
は
明
確
に
記
述

さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
叙
述
の
以
下
に
続
く
文
章
は
、『
静
か
な
生

活
』
へ
と
改
訂
さ
れ
る
際
に
、
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

一
見
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、
そ
の
内
容
を
把
握
し
て
書
き
足
せ
る

人
物
は
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
作
者
で
あ
る
「
私
」
に
他
な
ら
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
、「
私
」
に
し
か
知
り
得
る
こ

と
の
で
き
な
い
情
報
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
た
め
、
当
然
、
改
訂
者
が
「
私
」

で
あ
る
と
判
断
す
る
だ
ろ
う
が
、
読
書
行
為
を
進
め
て
ゆ
く
と
、
テ
ク
ス
ト

内
部
に
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
編
集
す
る
可
能
性
の
あ
る
人
物
が
も
う
ひ

と
り
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。

六
作
目
の
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
結
末
部
に
お
い
て
、「
母
は
、
帰
国

し
て
十
幾
日
か
た
っ
た
朝
、
私
か
ら
借
り
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
終
わ

り
ま
で
読
ん
だ
と
い
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｋ
よ
り
も
一
足
先
に
帰
国

し
た
母
は
、「
私
」
の
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
既
に
読
ん
で
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
ま
た
、
母
以
外
に
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
読
み
手
と
し
て
、
そ

の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
は
Ｋ
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
あ
れ
を
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
の
父
に
送
っ
て
は
ど
う
か
と
も
す
す
め
て
く
れ
た
の
だ
」「
パ

パ
が
こ
れ
を
読
ん
で
、
自
分
に
も
家
族
が
い
る
こ
と
を
思
い
出
す
か
も
知
れ

な
い
わ
」
と
い
う
叙
述
が
端
的
に
表
し
て
い
る
。「
私
」
の
「
家
と
し
て
の

日
記
」
を
、
小
説
家
で
あ
る
Ｋ
に
よ
っ
て
『
静
か
な
生
活
』
へ
と
改
訂
さ
れ

る
可
能
性
が
こ
こ
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

た
だ
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
作
者
大
江
と
Ｋ
と

の
関
係
性
で
あ
ろ
う
。『
静
か
な
生
活
』
に
お
い
て
、
作
者
大
江
と
考
え
ら

れ
る
人
物
が
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
Ｋ
と
い
う
記
号
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る

た
め
、
作
者
大
江
と
Ｋ
と
を
等
号
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、

作
者
大
江
が
Ｋ
と
自
身
の
関
係
性
に
対
し
、「
父
親
の
作
家
、
ま
あ
現
実
生

活
と
対
照
す
れ
ば
僕
と
い
う
こ
と
に
な
る
作
家
で
す
」
と
い
う
発
言
を
残
し

て
い（

１１
）るこ
と
を
考
慮
す
る
と
、
Ｋ
は
作
者
大
江
に
限
り
な
く
近
い
か
た
ち
で

造
形
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
、
単
行
本
の
カ
バ
ー
に
描
か

れ
て
い
る
大
江
光
の
横
顔
の
肖
像
画
や
、
カ
バ
ー
を
外
す
と
現
れ
る
表
紙
と

裏
表
紙
に
印
刷
さ
れ
た
大
江
光
の
楽
譜
な
ど
、
作
者
大
江
に
よ
っ
て
実
在
と

し
て
の
大
江
光
の
存
在
を
前
景
化
さ
せ
る
演
出
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
や

は
り
、『
静
か
な
生
活
』
を
完
全
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
世
界
と
断
定
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
刻
ま
れ
た
こ
の
微
妙
な
距
離
に
よ
っ
て
隔

て
ら
れ
た
作
者
大
江
と
、
そ
れ
に
擬
さ
れ
た
Ｋ
と
の
関
係
性
は
、〈
内
包
さ

れ
た
読
者
〉
に
Ｋ
の
背
後
に
潜
む
作
者
大
江
の
存
在
を
想
起
さ
せ
る
装
置
と

し
て
機
能
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
『
静
か
な
生
活
』

へ
と
改
訂
す
る
可
能
性
は
、「
私
」
や
Ｋ
と
い
っ
た
テ
ク
ス
ト
内
の
住
人
だ

け
に
限
ら
ず
、
作
者
大
江
に
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
六
作
目
の
「
家
と

し
て
の
日
記
」
の
な
か
で
語
ら
れ
る
、
次
の
場
面
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ

る
。

こ
の
質
問
も
レ
ト
リ
カ
ル
な
も
の
だ
っ
た
か
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ

れ
に
答
え
る
か
わ
り
に
新
井
君
は
や
に
わ
に
重
藤
さ
ん
に
殴
り
か
か
っ

て
、
そ
れ
も
徹
底
的
に
痛
め
つ
け
た
。
肋
骨
が
三
本
も
折
れ
た
の
は
、

と
く
に
そ
こ
を
狙
っ
て
繰
り
か
え
し
蹴
り
つ
け
て
来
た
か
ら
だ
。
重
藤

さ
ん
は
新
井
君
が
弱
い
犬
で
も
楽
し
ん
で
半
殺
し
に
す
る
よ
う
な
態
度

に
、
し
か
も
周
到
に
そ
れ
を
や
り
と
げ
る
態
度
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
犯
罪

者
的
な
素
質
を
読
み
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
Ｋ
の
依
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頼
に
そ
っ
て
と
い
う
こ
と
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
自
分
が
積
極
的

に
、
新
井
君
へ
マ
ー
ち
ゃ
ん
た
ち
ふ
た
り
に
近
づ
く
な
と
警
告
し
た
の

は
正
当
な
態
度
だ
っ
た
と
思
う
…
…

「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
は
、
イ
ー
ヨ
ー
の
水
泳
コ
ー
チ
を
し
て
く
れ
る

「
新
井
君
」
と
呼
ば
れ
る
青
年
が
登
場
す
る
。
こ
の
「
新
井
君
」
と
い
う
人

物
は
、
か
つ
て
Ｋ
が
書
い
た
小
説
の
な
か
で
性
犯
罪
者
と
し
て
象
ら
れ
て
お

り
、
そ
の
こ
と
に
復
讐
心
を
抱
く
彼
は
、
Ｋ
の
代
わ
り
に
「
私
」
に
そ
の
矛

先
を
向
け
る
。
あ
る
日
、「
新
井
君
」
に
不
信
感
を
も
つ
重
藤
さ
ん
が
、
そ

の
こ
と
を
問
い
詰
め
た
と
こ
ろ
、
逆
上
し
た
彼
に
暴
行
さ
れ
て
し
ま
う
。
こ

の
引
用
文
は
、
重
藤
さ
ん
が
そ
の
時
の
様
子
を
「
私
」
に
説
明
し
た
も
の
で

あ
る
。

こ
こ
で
は
、
語
り
手
の
「
私
」
に
と
っ
て
知
り
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
重

藤
さ
ん
の
情
報
が
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。「
肋
骨
が
三
本
も
折

れ
た
の
は
、と
く
に
そ
こ
を
狙
っ
て
繰
り
か
え
し
蹴
り
つ
け
て
来
た
か
ら
だ
。

重
藤
さ
ん
は
新
井
君
が
弱
い
犬
で
も
楽
し
ん
で
半
殺
し
に
す
る
よ
う
な
態
度

に
、
し
か
も
周
到
に
そ
れ
を
や
り
と
げ
る
態
度
に
、
ほ
か
な
ら
ぬ
犯
罪
者
的

な
素
質
を
読
み
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」
と
い
う
叙
述
の
な
か
で
語
ら
れ

て
い
る
の
は
、
重
藤
さ
ん
の
内
部
の
情
報
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
は
「
―
―
」

か
ら
始
ま
る
重
藤
さ
ん
直
接
話
法
で
は
な
く
、
地
の
文
と
し
て
叙
述
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
加
え
、『
静
か
な
生
活
』
に
お
い
て
重
藤
さ
ん
の
一
人
称
は
一

貫
し
て
「
お
れ
」
で
あ
り
、
引
用
文
に
は
「
重
藤
さ
ん
は
」
と
三
人
称
で
叙

述
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
を
踏
ま
え
る
と
、
重
藤
さ
ん
で
は
な
い
語
り
手

が
、
ま
る
で
重
藤
さ
ん
そ
の
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
い
つ
つ
、
重
藤
さ
ん

の
内
部
を
焦
点
化
し
て
語
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ひ
と
つ
の
解
釈
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、「
私
」
が
重
藤
さ
ん
か
ら
聞

い
た
話
を
事
後
的
に
回
想
し
て
日
記
に
書
き
記
す
際
に
、
自
ら
の
主
体
性
を

隠
し
つ
つ
、
重
藤
さ
ん
の
内
部
の
情
報
を
語
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
ま
た
そ
の
あ
と
に
続
く
、「
そ
の
点
で
、
Ｋ
の
依
頼
に
そ
っ
て
と
い
う

こ
と
で
は
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
自
分
が
積
極
的
に
、
新
井
君
へ
マ
ー
ち
ゃ

ん
た
ち
ふ
た
り
に
近
づ
く
な
と
警
告
し
た
の
は
正
当
な
態
度
だ
っ
た
と
思
う

…
…
」
と
い
う
一
文
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
重
藤
さ
ん
が

発
話
主
体
で
あ
る
よ
う
に
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
一
人
称
が

「
自
分
」
と
名
指
さ
れ
て
お
り
、
前
述
し
た
重
藤
さ
ん
特
有
の
「
お
れ
」
と

い
う
主
格
の
表
し
方
と
は
異
な
る
。

で
は
、
こ
の
一
文
も
事
後
的
に
回
想
し
た
「
私
」
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、
ど
う
し
て
重
藤
さ
ん
の
主
格
が
「
お
れ
」
か
ら
「
自
分
」
へ

と
変
換
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
察
す
る
う
え
で
重
要
な
の

は
、
以
下
の
叙
述
で
あ
る
。

―
―
自
分
に
つ
い
て
（
こ
の
主
格
の
あ
ら
わ
し
方
だ
け
れ
ど
、
前
か

ら
イ
ー
ヨ
ー
は
新
井
君
が
、
自
分
の
こ
と
を
自
分
と
い
う
人
だ
と
面
白

が
っ
て
い
た
の
だ
）
勝
手
に
歪
め
た
想
像
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
の
は
、
Ｋ

さ
ん
も
マ
ー
ち
ゃ
ん
も
親
子
と
も
ど
も
で
、
こ
ち
ら
は
良
い
迷
惑
で
す

よ
。

こ
の
引
用
文
は
、
駐
車
場
で
行
わ
れ
た
重
藤
さ
ん
と
「
新
井
君
」
の
会
話

が
叙
述
さ
れ
た
冒
頭
部
分
で
あ
り
、「
―
―
」
か
ら
始
ま
る
直
接
話
法
の
発

話
主
体
は
「
新
井
君
」
で
あ
る
。
こ
の
引
用
文
と
先
に
引
用
し
た
箇
所
と
を

物
語
の
文
脈
に
沿
っ
て
整
理
す
れ
ば
、
い
ま
こ
こ
に
挙
げ
た
「
新
井
君
」
の
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発
話
が
テ
ク
ス
ト
に
は
先
に
叙
述
さ
れ
て
お
り
、
つ
い
で
重
藤
さ
ん
と
「
新

井
君
」
と
の
会
話
が
続
い
て
い
き
、
そ
の
あ
と
に
先
に
挙
げ
た
引
用
文
が
用

意
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
直
接
話
法
の
な
か
に
挿
入
さ
れ
た
注
釈
の
な
か
で
述

べ
ら
れ
て
い
る
、「
自
分
の
こ
と
を
自
分
と
い
う
」
主
格
の
表
し
方
と
、
先

述
し
た
重
藤
さ
ん
の
主
格
が
「
お
れ
」
で
は
な
く
「
自
分
」
と
示
さ
れ
て
い

た
こ
と
と
を
接
続
さ
せ
て
み
る
と
、「
自
分
」
と
し
て
重
藤
さ
ん
の
主
格
が

説
明
さ
れ
て
い
た
の
は
、
事
後
的
に
重
藤
さ
ん
の
会
話
を
要
約
し
た
際
に
、

「
私
」
が
誤
っ
て
重
藤
さ
ん
の
主
格
を
変
換
し
て
し
ま
っ
た
痕
跡
と
捉
え
る

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
括
弧
で
括
ら
れ
た
注
釈
は
『
静
か
な
生
活
』

へ
と
改
訂
さ
れ
る
際
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、「
家

と
し
て
の
日
記
」
の
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
、
小
説
家
で
あ
る
Ｋ
、

ひ
い
て
は
作
者
大
江
の
可
能
性
も
同
時
に
浮
上
し
て
く
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、『
静
か
な
生
活
』
に
は
、
事
後
的
に
書
き
直
し
た

主
体
を
曖
昧
化
さ
せ
る
語
り
の
仕
掛
け
が
施
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
『
静
か
な
生
活
』
に
内
在
す
る
「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
改
訂
者
を
不

特
定
の
ま
ま
に
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
作
者
大
江
に
よ
っ
て
三
者

の
間
に
設
け
ら
れ
た
距
離
に
起
因
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
作
者
大
江
は
、
娘
で

あ
る
マ
ー
ち
ゃ
ん
の
視
点
を
採
用
す
る
こ
と
で
、
自
身
を
擬
し
て
造
形
し
た

Ｋ
を
後
景
に
退
か
せ
て
い
る
が
、
常
に
そ
こ
か
ら
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は

作
者
大
江
の
存
在
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
ま
た
テ
ク
ス
ト
は
、「
半

年
後
」
に
母
が
帰
国
し
た
と
こ
ろ
で
終
わ
り
を
迎
え
る
た
め
、
い
つ
、
だ
れ

が
「
家
と
し
て
の
日
記
」
を
編
集
し
た
の
か
と
い
う
具
体
的
な
情
報
は
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
テ
ク
ス
ト
に
含
ま
れ
た
こ
の
空
所
を
も
、
編
集
者
は

「
私
」
な
の
か
、
そ
れ
と
も
Ｋ
な
の
か
、
あ
る
い
は
作
者
大
江
な
の
か
と
い

う
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
の
選
択
を
宙
吊
り
に
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て

い
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
一
定
の
距
離
に
隔
て
ら
れ
た
三
者
の
関
係
性
を
み
て
い
く

う
え
で
ま
ず
確
認
し
た
い
の
は
、「
私
」
と
Ｋ
と
の
関
係
性
で
あ
る
。『
静
か

な
生
活
』
の
な
か
で
、そ
の
こ
と
を
読
み
解
く
際
に
手
掛
か
り
と
な
る
の
は
、

五
作
目
の
「
小
説
の
悲
し
み
」
の
な
か
で
語
ら
れ
る
Ｍ
．
エ
ン
デ
と
い
う
作

家
で
あ
る
。

三
．「
私
」
と
Ｋ
と
の
関
係
性

「
小
説
の
悲
し
み
」
は
、「
い
ま
両
親
が
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
に
い
る
た
め

に
、
と
く
に
父
に
つ
い
て
自
然
な
距
離
を
お
い
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
。
父
と

の
関
係
で
、
私
に
良
い
感
情
が
あ
る
ひ
と
つ
は
、
エ
ン
デ
の
『
モ
モ
』
を
読

ん
だ
時
の
思
い
出
だ
。」
と
い
う
、「
私
」
と
Ｋ
と
の
親
近
性
を
示
唆
す
る
よ

う
な
語
り
か
ら
始
ま
る
。
物
語
に
は
、
そ
の
後
、
幼
少
期
の
「
私
」
と
の
思

い
出
を
記
し
た
Ｋ
の
手
紙
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
と
り
わ
け

留
意
す
べ
き
は
、
Ｍ
．
エ
ン
デ
の
『
は
て
し
な
い
物
語
』
を
め
ぐ
る
「
幼
ご

こ
ろ
の
君
と
さ
す
ら
い
山
の
古
老
の
対
話
」＝

マ
ー
ち
ゃ
ん
と
Ｋ
と
の
対
話

で
あ
る
。―

―
途
中
ま
で
は
読
む
人
だ
っ
た
バ
ス
チ
ア
ン
が
、
と
う
と
う
物
語

の
な
か
に
入
っ
て
行
く
で
し
ょ
う
？

フ
ァ
ン
タ
ー
ジ
ェ
ン
国
を
救
う

幼
ご
こ
ろ
の
君
の
新
し
い
呼
び
名
を
、「
月
の
子
」
と
思
い
き
め
て
。

一
ペ
ー
ジ
前
ま
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
バ
ス
チ
ア
ン
が
物
語
に
入
っ
て
ゆ

け
る
か
と
心
配
で
、
本
当
は
そ
ん
な
こ
と
で
き
な
い
の
じ
ゃ
な
い
か
と

さ
え
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
バ
ス
チ
ア
ン
が
「
月
の
子
」
と
口
に
出
す
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こ
と
で
、
フ
ァ
ン
タ
ー
ジ
ェ
ン
国
に
入
っ
て
し
ま
う
と
、
な
に
も
か
も

自
然
な
出
来
事
の
よ
う
に
思
え
る
の
ね
。

…
…
物
語
は
、
つ
ま
り
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
す
べ
て
が
あ
る
、と
感
じ
た
わ
。

―
―
（
略
）
物
語
は
と
い
う
よ
り
も
、
あ
ら
ゆ
る
小
説
が
そ
う
だ
と

い
え
る
か
も
知
れ
な
い
ね
。
書
く
側
か
ら
い
う
と
、
あ
る
語
り
方
が
読

み
手
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
聞
き
と
ら
れ
る
か
に
、
す
べ
て
が
あ
る
と

思
う
よ
。（
略
）

―
―
パ
パ
の
小
説
に
も
、
バ
ス
チ
ア
ン
の
よ
う
な
読
み
手
が
い
れ
ば

い
い
ね
、
と
き
み
は
あ
の
三
歳
の
頃
の
こ
と
を
思
い
出
さ
せ
る
、
や
は

り
神
秘
的
な
眼
を
し
て
い
っ
た

…
…
い
ま
僕
は
き
み
の
そ
の
言
葉
を
毎
日
の
よ
う
に
考
え
る
ん
だ

よ
。
そ
れ
も
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
で
新
し
い
小
説
を
夢
想
し
て
い
る
自
分

が
さ
、
な
り
う
る
も
の
な
ら
ば
バ
ス
チ
ア
ン
の
よ
う
な
―
―
足
は
ス
ラ

リ
と
し
て
い
な
い
し
肥
り
ぎ
み
で
も
あ
る
点
で
な
ら
、
僕
も
こ
ち
ら
側

の
世
界
の
か
れ
に
近
い
―
―
読
み
手＝

聞
き
手
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
語

り
始
め
る
自
分
の
物
語
に
耳
を
澄
ま
す
、
と
い
う
ふ
う
で
あ
る
か
ら
な

ん
だ
。

「
読
む
人
」
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
バ
ス
チ
ア
ン
が
、「
フ
ァ
ン

タ
ー
ジ
ェ
ン
国
を
救
う
幼
ご
こ
ろ
の
君
の
新
し
い
呼
び
名
を
、「
月
の
子
」

と
思
い
き
め
て
」、
そ
れ
を
「
口
に
出
す
こ
と
で
フ
ァ
ン
タ
ー
ジ
ェ
ン
国
に

入
っ
て
し
ま
う
と
、
な
に
も
か
も
自
然
な
出
来
事
の
よ
う
に
思
え
る
」
と
い

う
、『
は
て
し
な
い
物
語
』
の
語
り
方
そ
れ
自
体
が
『
静
か
な
生
活
』
に
お

け
る
「
私
」
と
Ｋ
と
の
関
係
性
の
暗
喩
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で

は
、
バ
ス
チ
ア
ン
の
よ
う
な
「
読
み
手＝

聞
き
手
」
と
し
て
「
こ
れ
か
ら
語

り
始
め
る
自
分
の
物
語
に
耳
を
澄
ま
す
」
こ
と
を
希
求
す
る
Ｋ
の
心
情
が
述

べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、Ｋ
は
バ
ス
チ
ア
ン
と
し
て
、「
幼
ご
こ
ろ
」
の
「
私
」

は
「
フ
ァ
ン
タ
ー
ジ
ェ
ン
国
を
救
う
幼
ご
こ
ろ
の
君
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ

対
応
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
幼
ご
こ
ろ
の
君
」
を
「
月
の
子
」
と
呼
ん
で
、

物
語
世
界
に
入
っ
て
ゆ
く
バ
ス
チ
ア
ン
の
「
読
み
手＝

聞
き
手
」
の
あ
り
よ

う
は
、
い
わ
ば
Ｋ
が
「
幼
ご
こ
ろ
の
君
」
を
「
私
」
と
い
う
一
人
称
で
発
話

す
る
こ
と
に
よ
り
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
「
読
み
手＝

聞
き
手
」
と
し

て
物
語
世
界
に
介
入
し
て
ゆ
く
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
家
と
し

て
の
日
記
」
の
読
者
と
し
て
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
Ｋ
は
、
そ
の
日

記
の
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
と
い
う
一
人
称
に
自
己
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と

で
、「
こ
れ
か
ら
語
り
始
め
る
自
分
の
物
語
に
耳
を
澄
ま
」
し
て
ゆ
く
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
書
き
手
で

あ
り
、
語
り
手
で
あ
る
「
私
」
の
視
点
を
Ｋ
が
共
有
し
て
い
る
と
い
う
仕
組

み
に
『
静
か
な
生
活
』
は
構
造
化
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
、
そ
の
こ
と
を
暗

示
し
て
い
た
『
は
て
し
な
い
物
語
』
の
作
者
Ｍ
．
エ
ン
デ
は
、「
め
ず
ら
し

く
私
と
父
を
媒
介
し
て
く
れ
る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｍ
．
エ
ン
デ

の
『
は
て
し
な
い
物
語
』
に
お
け
る
語
り
の
あ
り
よ
う
は
、『
静
か
な
生
活
』

に
お
け
る
語
り
の
構
造
、
す
な
わ
ち
作
者
大
江
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」

の
一
端
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
静
か
な
生
活
』
は
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
作
者
で
あ

る
マ
ー
ち
ゃ
ん
の
視
点
を
借
り
た
Ｋ
が
物
語
世
界
に
介
入
し
て
ゆ
く
と
い
う

形
式
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
「
私
」
の
視
点
だ

け
で
な
く
、
そ
こ
に
Ｋ
の
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
し
な
が
ら
読

書
行
為
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は

「
私
」
の
語
り
の
受
け
手
が
存
在
し
な
い
か
の
よ
う
に
み
え
て
、
実
は
、
Ｋ
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に
語
り
の
「
読
み
手＝

聞
き
手
」
と
し
て
の
位
置
が
用
意
さ
れ
て
あ
っ
た
か

ら
だ
。
す
な
わ
ち
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
に
要
求
さ
れ
て
い
た
の
は
、
家
族

が
別
々
の
場
所
で
生
活
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
原
因
を
つ
く
っ
た
Ｋ
と
近

似
し
た
位
置
に
立
っ
て
、
こ
の
日
記
体
形
式
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

だ
が
、「
ピ
ン
チ
」
を
抱
え
た
Ｋ
の
立
場
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
み
進
め
て

い
く
よ
う
自
ら
の
選
択
を
否
定
し
な
が
ら
方
向
修
正
を
し
た
〈
内
包
さ
れ
た

読
者
〉
に
と
っ
て
、
留
意
す
べ
き
は
以
下
の
叙
述
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
こ
と
自
体
は
「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
書
か
な
か
っ
た
け

れ
ど
、
私
は
重
藤
さ
ん
の
奥
さ
ん
に
、
小
説
家
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

父
が
そ
れ
を
特
権
的
な
あ
り
方
だ
と
は
感
じ
て
い
な
い
と
思
う
、
と
話

し
た
。

四
作
目
の
「
自
動
人
形
の
悪
夢
」
の
な
か
で
重
藤
さ
ん
の
奥
さ
ん
は
、「
死

後
の
魂
と
か
、
永
遠
の
生
命
と
か
い
う
こ
と
を
気
に
か
け
る
の
は
、
自
分
に

つ
い
て
特
権
化
し
た
感
じ
方
じ
ゃ
な
い
の
？
」
と
、
Ｋ
が
抱
え
て
い
る
と
さ

れ
る
信
仰
上
の
「
ピ
ン
チ
」
が
、
自
身
を
特
権
化
す
る
行
為
に
よ
る
も
の
で

あ
る
と
説
く
。
こ
の
引
用
文
の
な
か
で
語
ら
れ
て
い
る
「
私
」
の
心
境
は
、

そ
の
際
に
表
出
し
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仮
に
も
し
、
こ
の
引
用
文
に

お
け
る
発
言
を
事
後
的
に
書
き
直
し
た
主
体
が
「
私
」
で
あ
る
と
仮
定
す
る

な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
一
文
が
も
と
も
と
「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

と
す
れ
ば
、「
家
と
し
て
の
日
記
」
の
「
読
み
手＝

聞
き
手
」
で
あ
っ
た
Ｋ

は
、
こ
の
記
述
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉

に
は
、
こ
の
一
文
を
読
む
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
、
と
。

と
は
い
え
前
章
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
「
家
と
し
て

の
日
記
」
の
改
訂
者
を
不
特
定
の
ま
ま
に
維
持
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
が
み

ら
れ
る
た
め
、
こ
の
引
用
文
を
書
き
足
し
た
人
物
が
「
私
」
で
あ
る
と
断
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
Ｋ
の
位
置
に
即

し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
み
進
め
る
方
向
に
軌
道
修
正
を
し
た
〈
内
包
さ
れ
た
読

者
〉
に
と
っ
て
、
こ
の
引
用
文
が
異
質
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
し
ま
う

こ
と
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
叙
述
は
作
者
大
江
に
よ
っ
て
〈
内
包
さ

れ
た
読
者
〉
の
反
応
を
促
そ
う
と
仕
組
ま
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
機
能
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
、
こ
の
Ｋ
を
擁
護
す
る
「
私
」
の
言
葉
に
誘
発

さ
れ
て
、「
私
」
に
対
す
る
共
感
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
Ｋ
の
立
場
に
身
を
置
く
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
に
は
、

「
私
」
へ
と
接
近
し
て
い
く
役
割
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
一

見
す
る
と
、Ｋ
に
は
開
示
さ
れ
な
い
情
報
を
述
べ
て
い
る
か
の
よ
う
な
「
私
」

の
語
り
に
注
目
を
促
さ
れ
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
誘
導
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
ま
る
で
Ｋ
の
位
置
に
立
つ
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
が
、

〈
語
っ
て
い
る
「
私
」〉
の
方
へ
と
引
き
寄
せ
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
。
い
わ

ば
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
に
は
、「
私
」
と
Ｋ
と
を
結
び
つ
け
る
性
質
が
内

包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
私
」
と
Ｋ
と

の
関
係
性
を
示
唆
す
る
ひ
と
つ
の
寓
話
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
た
、
Ｍ
．
エ

ン
デ
の
『
は
て
し
な
い
物
語
』
を
解
読
し
、
両
者
の
関
係
性
を
前
景
化
す
る

の
が
、
読
書
行
為
を
す
る
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
の
仕
事
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
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四
．
Ｋ
と
作
者
大
江
と
の
関
係
性

前
章
の
最
後
で
指
摘
し
た
「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
関
す
る
記
述
は
、
Ｋ

の
抱
え
る
小
説
の
問
題
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
面
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ

る
。二

作
目
の
「
こ
の
惑
星
の
棄
て
子
」
の
な
か
で
、
Ｋ
の
代
弁
者
に
あ
た
る

重
藤
さ
ん
に
よ
る
と
、
Ｋ
は
あ
る
問
題
を
「
小
説
の
か
た
ち
」
に
置
き
換
え

る
こ
と
に
よ
っ
て
「
自
分
の
人
生
を
作
っ
て
来
た
小
説
家
」
で
あ
る
た
め
、

「
ひ
と
つ
の
小
説
が
う
ま
く
行
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
構
想
し
た

り
書
い
た
り
書
き
な
お
し
た
り
と
い
う
、
人
生
の
一
時
期
が
ま
る
ご
と
頓
挫

す
る
、
も
し
か
し
た
ら
ず
っ
と
頓
挫
し
た
ま
ま
で
、
行
き
ど
ま
り
か
も
知
れ

な
い
」
と
い
う
。
こ
の
Ｋ
の
小
説
の
問
題
は
、
五
作
目
の
「
小
説
の
悲
し
み
」

の
な
か
で
も
扱
わ
れ
て
い
る
。「
私
」
と
オ
ー
ち
ゃ
ん
は
、
Ｋ
の
小
説
に
対

し
て
「
小
説
の
世
界
で
は
物
語
が
完
結
し
て
い
る
け
れ
ど
、
そ
れ
を
物
語
っ

た
書
き
手
の
方
は
、
さ
ら
に
難
し
い
現
実
へ
と
突
き
出
さ
れ
て
い
る
と
感
じ

た
わ
」「
小
説
を
書
く
こ
と
で
現
実
の
側
の
困
難
な
問
題
が
あ
き
ら
か
に

な
っ
て
、
し
か
も
当
の
小
説
で
は
問
題
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

や
り
に
く
い
は
ず
だ
よ
」
と
、
い
ず
れ
も
Ｋ
の
小
説
家
と
し
て
の
人
生
に
対

し
て
、
あ
る
種
の
負
号
を
読
み
取
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
実
は
、
こ
の
「
私
」
と
オ
ー
ち
ゃ
ん
の
発
話
が
「
家
と
し
て

の
日
記
」
に
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
だ
。

両
親
へ
の
手
紙
に
も
「
家
と
し
て
の
日
記
」
に
も
書
く
の
が
適
当
と
は

思
え
な
い
、
し
か
も
誰
か
に
―
―
な
ん
と
い
っ
て
も
弟
が
最
適
！

―
―
話
し
て
み
た
い
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
な
の
だ
。

こ
の
引
用
文
に
お
い
て
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
先
に
記
し
た
「
私
」

と
オ
ー
ち
ゃ
ん
と
の
会
話
は
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
に
し
か
知
り
得
る
こ

と
の
で
き
な
い
情
報
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
Ｋ
が
あ
る
問
題

を
小
説
と
い
う
か
た
ち
に
変
換
す
る
こ
と
で
、
そ
の
問
題
に
対
処
す
る
と
い

う
重
藤
さ
ん
の
説
明
に
続
く
、小
説
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、さ
ら
な
る
「
現

実
の
側
の
困
難
な
問
題
が
あ
き
ら
か
に
な
」
り
、「
難
し
い
現
実
へ
と
突
き

出
さ
れ
て
」
し
ま
う
と
い
う
情
報
は
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
に
し
か
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、

Ｋ
の
「
小
説
家
の
生
き
方
の
流
儀
」
で
あ
る
、
問
題→

小
説
と
し
て
ま
と
め

る→

ま
と
め
た
う
え
で
「
現
実
の
側
の
困
難
な
問
題
」
が
表
面
化
す
る→

…
…
と
い
う
循
環
的
な
構
造
を
導
き
出
す
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
〈
内
包
さ
れ
た

読
者
〉
の
役
割
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
作
者
大
江
は
、「
小
説
の
方
法
」

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

『
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
』
へ
の
展
開
で
、
そ
の
後
の
私
の
小
説
の
方

法
に
重
要
な
資
産
と
な
っ
た
の
は
、
自
分
の
作
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が

現
実
生
活
に
入
り
込
ん
で
実
際
に
生
き
た
過
去
だ
と
主
張
し
は
じ
め
、

そ
れ
が
新
し
く
基
盤
を
な
し
て
次
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
作
ら
れ
る
複
合

的
な
構
造
が
、
私
の
小
説
の
か
た
ち
と
な
っ
た
の
で
あ（

１２
）る。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
複
合
的
な
構
造
」
が
『
静
か
な
生
活
』
の
な

か
で
語
ら
れ
て
い
た
Ｋ
の
「
小
説
家
の
生
き
方
の
流
儀
」
と
呼
応
し
て
い
る

こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
作
者
大
江
の
「
小
説
の
方
法
」
と
い
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う
の
は
、「
自
分
の
作
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現
実
生
活
に
入
り
込
ん
で
実

際
に
生
き
た
過
去
だ
と
主
張
し
は
じ
め
」
た
こ
と
に
よ
り
、
顕
在
化
し
た

「
現
実
の
側
の
困
難
な
問
題
」
を
小
説
の
か
た
ち
に
ま
と
め
あ
げ
る
こ
と
で

対
応
し
て
い
き
、
ま
た
、
さ
ら
な
る
問
題
を
表
面
化
さ
せ
る
も
の
の
、「
そ

れ
が
新
し
く
基
盤
を
な
し
て
次
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
作
ら
れ
る
」
素
材
と

な
っ
て
い
く
と
い
う
、「
複
合
的
な
構
造
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
「
自
分
の
作
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
現
実
生
活
に
入
り
込
ん
で

実
際
に
生
き
た
過
去
だ
と
主
張
し
は
じ
め
」
た
と
い
う
作
者
大
江
の
発
言

は
、
微
妙
な
距
離
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
自
身
と
Ｋ
と
の
関
係
性
を
紐
解
く

う
え
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
。

前
章
で
考
察
し
た
、
Ｋ
が
「
私
」
の
視
点
を
共
有
す
る
仕
組
み
を
踏
ま
え

る
と
、
作
者
大
江
は
、
現
実
世
界
に
限
り
な
く
近
い
か
た
ち
で
自
身
を
モ
デ

ル
と
し
て
造
形
し
た
Ｋ
を
虚
構
の
世
界
に
落
と
し
込
む
こ
と
に
よ
り
、
そ
れ

が
ま
わ
り
ま
わ
っ
て
自
身
が
存
在
す
る
「
現
実
世
界
に
入
り
込
ん
で
実
際
に

生
き
た
過
去
」
と
し
て
、
Ｋ
の
あ
り
よ
う
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
作
者
大
江
は
、
Ｋ
が
存
在
す
る
虚
構
の
世
界
か
ら
現
実
の
世
界
に
存

在
す
る
自
分
へ
と
続
く
道
筋
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
静
か
な
生
活
』
に
は
、「
私
」→

Ｋ→

作
者
大
江
へ
と
現
実
と
虚
構
の
ふ

た
つ
の
世
界
を
越
境
し
て
ゆ
く
直
線
的
な
構
造
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。五

．
お
わ
り
に

以
上
、『
静
か
な
生
活
』
に
お
け
る
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
は
、「
家
と

し
て
の
日
記
」
の
読
者
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
Ｋ
が
、「
私
」
の
視
点
を

共
有
す
る
仕
組
み
の
も
と
、「
私
」、
Ｋ
、
ひ
い
て
は
作
者
大
江
へ
と
現
実
と

虚
構
の
世
界
を
直
線
状
に
横
断
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
そ
こ
に
は
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
の
役
割
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
、Ｍ
．
エ
ン
デ
の
『
は
て
し
な
い
物
語
』
と

『
静
か
な
生
活
』
と
の
語
り
の
構
造
的
類
似
性
に
よ
り
、「
家
と
し
て
の
日

記
」
の
「
読
み
手＝

聞
き
手
」
の
位
置
に
立
つ
Ｋ
が
「
私
」
の
視
点
を
共
有

し
、
物
語
世
界
に
介
入
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
そ
の
意
味
で
、
Ｍ
．
エ
ン

デ
の
『
は
て
し
な
い
物
語
』
は
、〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
の
視
点
を
「
私
」

か
ら
Ｋ
へ
と
移
動
さ
せ
る
効
果
を
も
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、〈
内

包
さ
れ
た
読
者
〉
は
、
自
ら
の
選
択
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
Ｋ
の
立
場

に
身
を
置
く
よ
う
方
向
修
正
を
し
て
読
書
行
為
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る

の
だ
が
、
そ
の
時
点
で
す
で
に
、
作
者
大
江
に
よ
っ
て
巧
み
に
誘
導
さ
せ
ら

れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｋ
の
位
置
か
ら
テ
ク
ス
ト
を
読
み
進

め
る
う
え
で
、
Ｋ
に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
情
報
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
の

を
目
の
当
た
り
に
す
る
か
ら
だ
。〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
は
、
こ
の
テ
ク
ス

ト
に
配
置
さ
れ
た
情
報
に
反
応
を
促
さ
れ
つ
つ
、
Ｋ
の
「
小
説
家
の
生
き
方

の
流
儀
」
の
内
実
、
つ
ま
り
現
実
と
虚
構
の
世
界
を
循
環
し
て
ゆ
く
果
て
し

な
い
連
鎖
的
な
構
造
を
導
き
出
す
ま
で
に
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
運
動
性
が

作
者
大
江
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
な

概
念
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ば
、
作
者
大
江
の
「
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
の
手
法
」

は
、『
静
か
な
生
活
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
よ
っ
て
課
さ
れ
た
役
割
を
果
た

し
て
ゆ
く
〈
内
包
さ
れ
た
読
者
〉
と
テ
ク
ス
ト
と
の
相
互
作
用
に
よ
り
、
紐

解
か
れ
る
も
の
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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注

（
１
）
大
江
健
三
郎
、
大
江
ゆ
か
り
「『
静
か
な
生
活
』
を
め
ぐ
る
二
通
の
手

紙
」（『
ゆ
る
や
か
な
絆
』
講
談
社
、
一
九
九
六
年
四
月
）

（
２
）
前
掲
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
３
）
大
江
健
三
郎
「
熱
血
書
想
倶
楽
部
「
女
性
の
視
点
に
立
て
ば
ニ
ッ
ポ
ン

社
会
の
滑
稽
さ
が
見
え
て
く
る
」『
静
か
な
生
活
』
講
談
社
」（『
Ｓ
Ａ
Ｐ

Ｉ
Ｏ
』
一
九
九
〇
年
一
二
月
）

（
４
）
大
江
健
三
郎
「
著
者
と
そ
の
本

『
静
か
な
生
活
』
の
大
江
健
三
郎
」

（『
新
刊
展
望
』
一
九
九
〇
年
一
二
月
）

（
５
）
大
江
健
三
郎
、
新
井
敏
記
「
続
・
大
江
健
三
郎
「
未
来
を
愛
す
る
人
の

物
語
」
―
１
―
最
初
の
小
説
、
新
し
い
小
説
家
の
た
め
に
」（『
文
学
界
』

一
九
九
〇
年
九
月
号
）

（
６
）
柴
田
勝
二
「
他
者
の
変
容
―
大
江
健
三
郎
に
お
け
る
共
生
」（『
敍
説
』

一
九
九
一
年
八
月
）

（
７
）
島
村
輝
「『
静
か
な
生
活
』
―
―
〈
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
ロ
マ
ン
ス
〉
を
超

え
て
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
七
年
二
月
）

（
８
）
鈴
木
恵
美
「
大
江
健
三
郎
『
静
か
な
生
活
』
論
―
―
マ
ー
ち
ゃ
ん
の

〈
祈
り
〉
を
中
心
に
」（『
日
本
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
二

〇
〇
六
年
三
月
）

（
９
）
前
掲
注
（
１
）
に
同
じ
。

（
１０
）
千
石
英
世
「
マ
ー
ち
ゃ
ん
の
孤
独
、
父
Ｋ
の
試
練
―
―
大
江
健
三
郎

『
静
か
な
生
活
』」（『
群
像
』
一
九
九
〇
年
一
二
月
号
）

（
１１
）
前
掲
注
（
５
）
に
同
じ
。

（
１２
）
大
江
健
三
郎
「
虚
構
の
仕
掛
け
と
な
る
私
」（『
私
と
い
う
小
説
家
の
作

り
方
』
新
潮
社
、
一
九
九
八
年
四
月
）

附
記

本
稿
に
お
け
る
小
説
の
引
用
は
、『
静
か
な
生
活
』（
講
談
社
、
一
九
九

〇
年
一
〇
月
）
に
拠
っ
た
。
ま
た
引
用
部
に
お
け
る
傍
点
・
ル
ビ
等
は
適

宜
省
略
し
た
。

（
ま
つ
も
と

た
く
ま

本
学
大
学
院
博
士
前
期
課
程
）
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