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は
じ
め
に

﹁
主
体
は
、
彼
が
自
分
に
つ
い
て
自
分
に
語
る
物
語
に
お
い
て
自
己
認
識
す
る
﹂（R
icœ

ur,P 1985, P.   , 

４
５
３
頁
）

人
は
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
分
自
身
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
る
、
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
、
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
は
﹁
物
語
的

自
己
同
一
性
﹂
と
い
う
言
葉
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
た
ⅰ
。
人
の
人
生
は
一
つ
の
歴
史
で
あ
る
。
歴
史
が
、語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
一
つ
の
意
味
を
も
っ

て
私
た
ち
の
前
に
見
え
て
く
る
も
の
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
の
人
生
も
、
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
分
以
外
の
人
々
の
前
に
見
え
て
く
る
。
歴

史
が
、
ど
こ
を
切
り
取
り
ど
の
よ
う
に
つ
な
げ
て
語
る
か
に
よ
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
人
の
人
生
も
、
何
を

ど
う
語
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
も
の
と
し
て
人
々
の
前
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
﹁
語
る
﹂
と
い
う
行
為
は
、
別
の
語
ら
れ
な
か
っ
た

数
限
り
な
い
可
能
性
を
捨
象
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
き
た
﹁
物
語
﹂
ⅱ
の
裏
側
に
は
、
そ
れ
以
外
の
無
数
の
﹁
物
語
﹂

が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

大
江
健
三
郎
﹃
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
﹄
ⅲ
は
、
故
郷
の
森
を
離
れ
東
京
で
作
家
と
な
っ
た
﹁
僕
﹂
が
、
家
族
や
故
郷
の
人
々
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま

な
局
面
に
直
面
し
、
そ
の
つ
ど
彼
の
生
き
る
べ
き
方
途
を
模
索
し
続
け
る
半
生
を
描
い
た
長
篇
小
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
作
者
で
あ
る
大
江
健
三
郎
の
人
と
な
り

や
、
彼
の
小
説
を
読
ん
で
き
た
読
者
な
ら
ば
ま
ず
、
こ
の
語
り
手
で
あ
る
﹁
僕
﹂
を
作
者
自
身
に
重
ね
て
し
ま
う
よ
う
な
、
彼
自
身
の
伝
記
的
事
実
が
ち
り
ば
め

ら
れ
て
い
る
。
少
年
時
代
の
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
頭
に
障
害
を
持
っ
た
息
子
の
存
在
、
若
く
し
て
作
家
と
な
っ
た
こ
と
に
ま
つ
わ
る
苦
難
な
ど
、
大
江
を
知

る
人
に
と
っ
て
は
周
知
の
事
実
と
も
い
え
る
出
来
事
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
物
語
内
で
﹁
僕
﹂
が
発
表
し
た
と
さ
れ
る
小
説
が
、
こ
と
ご
と
く
大
江

自
身
が
す
で
に
著
し
て
い
る
小
説
を
思
わ
せ
る
内
容
で
あ
る
点
な
ど
か
ら
、
読
者
は
容
易
に
こ
の
﹁
僕
﹂
を
大
江
自
身
と
重
ね
て
読
む
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
は
﹁
僕
﹂
の
﹁
人
生
の
師
匠
﹂
と
し
て
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
﹁
ギ
ー
兄
さ
ん
﹂
が
架
空
の
人
物
で
あ
る
こ
と
を
は

じ
め
、
作
品
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
大
江
の
伝
記
的
事
実
は
、
こ
の
中
で
巧
み
に
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
稿
で
は
﹃
懐
か
し
い
年
へ
の

手
紙
﹄
は
、
作
者
自
身
の
史
実
を
素
材
と
し
つ
つ
も
、
あ
く
ま
で
も
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
、
書
き
手
と
し
て
こ
の
物
語
を
語
る
人
物
が
、
物
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語
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
﹁
僕
﹂
を
自
己
批
評
す
る
﹁
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
﹂
ⅳ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
物
語
と
考
え
て
い
る
。

メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
語
ら
れ
た
物
語
を
通
し
て
、
書
き
手
が
語
ら
れ
て
い
る
﹁
僕
﹂
を
批
評
す
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
、
大
江
作
品
と
し
て
は
す
で
に

﹁
お
な
じ
み
﹂
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
作
品
が
特
徴
的
な
の
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
い
う
、﹁
僕
﹂
に
近
し
い
存
在
と
し
て
登
場
す
る
架
空
の
人

物
に
よ
っ
て
、物
語
の
中
で
も
語
ら
れ
る
﹁
僕
﹂
へ
の
批
評
行
為
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
﹁
僕
﹂
の
５
歳
年
長
の
立
場
か
ら
﹁
僕
﹂

の
生
き
る
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
人
物
で
あ
り
、﹁
僕
﹂
は
こ
の
ギ
ー
兄
さ
ん
に
追
随
す
る
よ
う
に
し
て
生
き
て
き
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ

の
意
味
で
は
こ
の
ギ
ー
兄
さ
ん
も
﹁
僕
﹂
の
延
長
上
に
あ
る
人
物
と
考
え
ら
れ
る
。
と
な
れ
ば
す
な
わ
ち
﹃
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
﹄
は
、
語
る
﹁
僕
﹂
と
テ
ク

ス
ト
内
の
人
物
の
双
方
か
ら
、
二
重
に
自
己
批
評
さ
れ
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
見
方
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
物
語
に
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
﹁
僕
﹂
に
彼
の
書
い
て
い
る
草
稿
段
階
の
小
説
に
つ
い
て
言
及
し
、︿
Ｋ
ち
ゃ
ん
が
﹁
自
己
の
再
生
と
回
復
の
物

語
﹂
を
書
く
に
は
ま
だ
﹁
時
が
熟
し
て
い
な
い
﹂﹀
と
言
わ
せ
て
い
る
場
面
が
あ
る
。﹁
頭
部
に
障
害
を
持
っ
た
息
子
﹂
と
の
共
生
と
い
う
テ
ー
マ
に
悩
ん
で
い
た

﹁
僕
﹂
が
書
き
溜
め
て
い
た
も
の
を
ギ
ー
兄
さ
ん
が
発
見
し
て
批
評
す
る
と
、﹁
僕
﹂
は
ギ
ー
兄
さ
ん
の
見
解
に
全
面
的
に
納
得
し
、
そ
の
場
で
原
稿
を
焼
き
捨
て

る
と
い
う
シ
ー
ン
で
あ
る
。﹁
僕
﹂
は
確
か
に
こ
の
段
階
で
、
生
き
て
き
た
過
程
に
お
い
て
常
に
﹁
根
拠
の
な
い
負
い
目
﹂
を
感
じ
、﹁
内
面
の
描
き
方
に
迷
﹂
っ

て
い
る
段
階
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
に
こ
の
﹁
物
語
﹂
は
、
物
語
言
説
上
で
は
書
か
れ
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
書
き
手
は
、
こ
の
事
実
を
ど

の
よ
う
に
受
け
止
め
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
批
評
し
て
い
る
の
か
。

本
稿
の
目
的
は
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
自
己
批
評
す
る
こ
の
︿
書
き
手
の
意
図
﹀
を
、
物
語
の
中
か
ら
探
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
描
写
に
お
い
て
、

書
き
手
は
﹁
僕
﹂
の
何
を
批
評
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
を
物
語
内
で
語
ら
れ
て
い
る
ギ
ー
兄
さ
ん
の
生
き
方
と
の
対
比
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。
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１
　「
僕
」
の
生
き
方

　

⑴　

常
に
﹁
後
悔
﹂
し
、
受
け
身
で
生
き
つ
づ
け
る
﹁
僕
﹂

ギ
ー
兄
さ
ん
は
﹁
僕
﹂
が
故
郷
に
戻
ら
な
か
っ
た
﹁
代
わ
り
﹂
と
し
て
、﹁
森
林
組
合
の
書
記
﹂
の
役
に
就
き
、
そ
の
生
涯
を
森
を
拠
点
と
し
て
暮
ら
し
た
人

物
で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
﹁
僕
﹂
と
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
﹁
僕
﹂
の
人
生
の
節
目
に
関
わ
り
、
精
神
的
な
手
助
け
を
し
て
く
れ
る

役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
物
語
の
中
で
﹁
僕
﹂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
。

Ｋ
ち
ゃ
ん
が
小
説
を
書
い
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
載
っ
て
以
来
、
ア
サ
ち
ゃ
ん
は
そ
の
有
頂
天
ぶ
り
を
い
う
け
れ
ど
、
自
分
の
と
こ
ろ
に
来
る
手
紙
は
、

た
い
て
い
後
悔
の
感
情
に
ま
み
れ
て
い
る
。
小
説
を
書
く
野
心
に
攪
乱
さ
れ
て
、
外
国
語
の
勉
強
が
中
途
半
端
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
将
来
あ
ら
た
め
て

学
問
を
や
る
と
し
て
、
そ
の
た
め
の
準
備
期
だ
っ
た
の
に
、
と
嘆
い
て
く
る
。
そ
う
か
と
思
え
ば
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
作
品
は
み
な
中
途
半
端
で
、

い
ち
い
ち
や
り
な
お
す
べ
き
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
自
分
が
書
い
て
送
っ
た
批
判
に
も
責
任
は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
さ
。
Ｋ
ち
ゃ
ん
は
こ

の
よ
う
に
際
限
な
く
悔
い
な
が
ら
、
し
か
も
決
定
的
な
進
路
転
換
は
せ
ず
に
、
将
来
も
生
き
て
行
く
の
じ
ゃ
な
い
か
？
（
中
略
）
つ
ま
り
は
こ
の
世
の
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
受
け
身
で
生
き
て
い
る
。
自
分
で
発
心
し
て
や
り
は
じ
め
た
こ
と
に
し
て
か
ら
が
、
す
ぐ
に
も
受
け
身
で
悔
い
は
じ
め
る
。

そ
れ
が
Ｋ
ち
ゃ
ん
の
・
ま
た
自
分
の
あ
り
よ
う
じ
ゃ
な
い
か
？
（
３
２
０
頁
）（
傍
線
荒
木　

以
下
同
様
）

　
引
用
に
見
る
通
り
﹁
僕
﹂
は
、
傍
か
ら
見
る
と
順
風
満
帆
に
見
え
る
と
き
で
も
常
に
﹁
後
悔
﹂
し
、
否
定
的
な
感
情
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
う
。
そ
し
て
そ
の
現

状
を
自
分
か
ら
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
せ
ず
﹁
受
け
身
で
生
き
て
い
る
﹂、
い
わ
ば
マ
イ
ナ
ス
志
向
で
他
力
本
願
な
性
質
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

物
語
言
説
上
で
は
、
そ
の
後
﹁
僕
﹂
は
、
右
翼
少
年
の
屈
折
し
た
姿
を
描
い
た
﹁
セ
ブ
ン
テ
ィ
ー
ン
﹂
を
発
表
し
た
こ
と
で
、
作
家
生
命
が
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど

の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
に
見
舞
わ
れ
、
た
ち
ま
ち
世
間
の
悪
意
に
さ
ら
さ
れ
る
。
そ
し
て
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
久
し
ぶ
り
に
戻
っ
た
故
郷
の
一
室
で
、﹁
僕
﹂
は
幼
少
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か
ら
の
習
慣
で
も
あ
っ
た
と
い
う
﹁
退
行
現
象
に
と
り
つ
か
れ
﹂、
思
考
停
止
状
態
に
陥
る
。

毎
日
、
郵
便
物
を
門
の
脇
ま
で
取
り
に
出
る
た
び
に
、
一
通
か
二
通
か
は
ま
じ
っ
て
い
た
厭
が
ら
せ
の
手
紙
。
深
夜
に
か
か
っ
て
来
る
罵
声
か
無
言
の
電
話
。

新
聞
や
文
芸
雑
誌
の
コ
ラ
ム
の
揶
揄
。
僕
と
妻
と
の
感
じ
と
り
方
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
も
の
に
日
夜
包
囲
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
東
京
で
の
暮
ら
し

で
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
へ
の
攻
撃
的
な
反
応
が
自
分
の
う
ち
に
湧
き
起
っ
た
。
若
さ
と
無
経
験
に
よ
る
強
気
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
か
え
っ
て
以

前
よ
り
気
力
充
実
す
る
ふ
う
で
す
ら
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
森
の
な
か
の
谷
間
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
の
種
の
外
圧
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
だ
け
、
内
部
に

押
し
あ
げ
る
圧
力
も
弱
ま
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
ぺ
コ
ン
と
窪
ん
で
し
ま
っ
た
胸
の
う
ち
に
、
大
き
い
後
悔
と
恥
の
思
い
が
と
ど
こ
お
っ
て
、
ほ
か
の
こ
と

を
考
え
よ
う
と
し
て
も
す
ぐ
そ
こ
へ
立
ち
戻
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
い
っ
た
ん
思
い
き
る
よ
う
に
し
た
は
ず
の
課
題
の
な
か
へ
、
幾
度
も
幾
度
も
、
息
を
と

め
て
潜
水
す
る
よ
う
に
入
り
な
お
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。（
３
４
６
頁
）

先
の
ギ
ー
兄
さ
ん
の
批
評
を
ふ
ま
え
て
こ
の
﹁
僕
﹂
の
行
動
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
﹁
僕
﹂
は
困
難
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
に
自
分
で
﹁
能
動
的
に
﹂

乗
り
越
え
る
よ
う
な
行
動
力
を
備
え
て
い
な
い
。
東
京
で
﹁
湧
き
起
っ
た
﹂﹁
攻
撃
的
な
反
応
﹂
も
、
あ
く
ま
で
も
売
ら
れ
た
ケ
ン
カ
に
は
買
う
と
い
っ
た
条
件

反
射
的
な
行
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
敵
の
攻
撃
か
ら
逃
れ
た
途
端
に
自
分
で
は
ま
っ
た
く
動
け
な
く
な
り
、﹁
課
題
の
な
か
﹂
で
﹁
潜
水
﹂
し
つ
づ
け
る
と

い
う
行
動
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
危
機
的
な
状
況
を
何
と
か
乗
り
越
え
た
そ
の
2
年
後
に
、
今
度
は
﹁
頭
部
に
異
常
を
持
っ
た
赤
ん
ぼ
う
﹂
の
こ
と
で
苦
し
む
日
々
が
訪
れ
る
。

赤
ん
ぼ
う
を
乗
せ
た
救
急
車
に
同
乗
し
て
板
橋
区
の
大
学
病
院
に
む
か
う
間
、
や
は
り
二
十
代
な
か
ば
の
青
年
で
も
あ
っ
た
僕
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
甘
や

か
な
味
も
す
る
涙
を
流
し
つ
づ
け
た
も
の
だ
。
あ
か
ん
ぼ
う
は
そ
の
日
の
う
ち
に
も
死
ぬ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
か
ら
。
し
か
し
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
赤

ん
ぼ
う
の
手
術
と
い
う
課
題
が
、
お
よ
そ
甘
や
か
で
は
な
い
重
み
を
と
も
な
っ
て
僕
に
か
ぶ
さ
っ
て
来
た
。
大
学
病
院
か
ら
の
手
術
の
申
し
出
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
︱
せ
い
ぜ
い
﹁
植
物
人
間
﹂
な
の
だ
か
ら
、
拒
否
す
る
よ
う
に
、
と
は
じ
め
の
病
院
で
耳
う
ち
さ
れ
た
言
葉
が
よ
み
が
え
り
、
い
つ
ま
で
も
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邪
悪
な
コ
ダ
マ
を
響
か
せ
て
い
た
。（
３
６
６
頁
）

　

し
か
し
そ
の
う
ち
僕
に
は
変
化
が
き
ざ
ま
れ
た
。
赤
い
瘤
を
つ
け
て
勢
い
を
こ
め
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
赤
ん
ぼ
う
に
対
し
て
、
積
極
的
に
一
歩
踏

み
出
し
て
、
自
分
と
し
て
の
認
知
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
そ
の
思
い
に
押
し
出
さ
れ
て
行
っ
た
の
だ
。
僕
は
大
学
病
院
に
手
術
を
申
し
出
た
。
赤
ん

ぼ
う
は
瘤
の
重
み
か
ら
自
由
に
な
り
、
は
っ
き
り
と
生
命
へ
の
過
程
を
辿
り
は
じ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
３
６
７
頁
）

﹁
そ
の
日
の
う
ち
に
死
ぬ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
﹂﹁
赤
ん
ぼ
う
﹂
が
、
頭
に
﹁
攻
撃
的
な
ほ
ど
に
も
生
命
力
に
み
ち
た
﹂﹁
瘤
﹂
を
も
っ
て
成
長
し
続
け
、
や
が

て
﹁
手
術
が
成
功
﹂
し
て
生
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、今
度
は
﹁
障
害
を
も
っ
た
﹂
こ
の
﹁
赤
ん
ぼ
う
﹂
と
ど
う
折
り
合
い
を
つ
け
て
生
き
て
行
く
か
と
い
う
﹁
共

生
﹂
の
問
題
が
浮
上
す
る
の
で
あ
る
。

最
初
は
あ
れ
や
こ
れ
や
と
相
変
わ
ら
ず
﹁
遺
恨
の
感
情
﹂（
３
６
８
頁
）
を
も
っ
て
否
定
的
な
思
い
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
﹁
僕
﹂
で
あ
っ
た
が
、
周
囲
の
積
極

的
な
働
き
に
も
助
け
ら
れ
、
そ
の
後
﹁
僕
﹂
は
、
か
つ
て
ギ
ー
兄
さ
ん
か
ら
指
摘
さ
れ
た
﹁
受
け
身
﹂
で
は
な
い
仕
方
で
、
一
つ
の
行
動
に
出
る
。
そ
れ
は
小
説

を
通
し
て
息
子
と
の
共
生
の
問
題
を
描
く
と
い
う
働
き
か
け
で
あ
っ
た
。
最
初
に
﹁
畸
形
の
赤
ん
ぼ
う
を
闇
に
ほ
う
む
っ
た
若
い
父
親
﹂
が
主
人
公
の
﹃
空
の
怪

物
ア
グ
イ
ー
﹄、
そ
し
て
﹁
異
常
の
あ
る
誕
生
を
し
た
赤
ん
ぼ
う
か
ら
逃
れ
よ
う
と
画
策
し
な
が
ら
、
し
か
し
つ
い
に
は
か
れ
を
引
き
受
け
・
共
生
し
て
い
く
決

意
を
す
る
青
年
﹂
を
主
人
公
と
し
た
﹃
個
人
的
な
体
験
﹄
を
書
く
と
い
う
行
動
で
あ
っ
た
。

物
語
の
中
で
は
、﹃
個
人
的
な
体
験
﹄
発
刊
後
す
ぐ
に
出
さ
れ
た
三
島
由
紀
夫
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
評
の
、
安
易
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
あ
る
と
い
う
批

判
を
免
れ
る
た
め
の
方
法
が
ギ
ー
兄
さ
ん
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
う
え
で
、﹁
僕
﹂
自
身
の
気
持
ち
が
だ
ん
だ
ん
と
穏
や
か
な
ほ
う
へ
向
か
っ
て
い
る
こ
と
が
描
か

れ
る
。
そ
の
上
で
﹁
自
分
に
と
っ
て
の
根
拠
地
は
、
こ
の
息
子
と
妻
と
の
東
京
で
の
家
庭
だ
、
と
い
う
思
い
が
強
く
湧
い
た
﹂
と
描
写
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
か

ら
す
れ
ば
、
す
で
に
﹁
僕
﹂
は
確
信
を
持
っ
て
家
族
を
引
き
受
け
て
生
き
る
覚
悟
が
で
き
、
実
際
に
そ
の
よ
う
に
行
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
既
述
の
よ
う

に
も
見
え
る
が
、
実
際
は
そ
の
後
も
言
葉
に
な
ら
な
い
思
い
に
何
度
も
と
ら
わ
れ
な
が
ら
、
物
語
上
の
現
在
に
至
る
ま
で
、
そ
の
気
持
ち
は
わ
だ
か
ま
り
続
け
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
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⑵　
﹁
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
﹂
を
書
く
﹁
時
﹂
は
ま
だ
﹁
熟
し
て
﹂
い
な
い　

ギ
ー
兄
さ
ん
が
あ
る
﹁
事
件
﹂
に
よ
っ
て
服
役
後
、
は
じ
め
て
﹁
僕
﹂
の
家
に
訪
れ
る
。
そ
こ
で
た
ま
た
ま
目
に
し
た
﹁
実
際
の
家
族
を
め
ぐ
っ
て
﹂﹁
私
と

い
う
一
人
称
で
﹂
書
か
れ
た
小
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
批
評
す
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
き
み
は
、
四
十
歳
を
越
え
た
自
分
の
、
私
は
こ
の
よ
う
に
生
き
て
来
た
・
生
き
て
い
る
と
い
う
物
語
を
書
い
て
い
る
ん
だ
ね
。
い
つ
か

き
み
が
講
演
で
引
用
し
て
い
た
、
漱
石
の
悲
惨
な
主
人
公
の
台
詞
ど
お
り
に
、﹁
記
憶
し
て
下
さ
い
。
わ
た
く
し
は
斯
ん
な
風
に
し
て
生
き
て
来
た
の
で
す
﹂

と
訴
え
か
け
て
い
る
わ
け
だ
。
し
か
し
そ
れ
を
や
る
に
つ
い
て
は
、小
説
を
書
く
人
間
と
し
て
、よ
く
よ
く
覚
悟
を
か
た
め
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
じ
ゃ

な
い
か
？　

Ｋ
ち
ゃ
ん
よ
、
き
み
は
そ
の
覚
悟
を
よ
く
意
識
化
し
え
て
い
る
か
ね
？
（
４
１
４
頁
）

Ｋ
ち
ゃ
ん
よ
、
本
当
に
人
の
心
を
う
つ
私
の
遍
歴
を
小
説
に
書
き
う
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
き
み
の
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
じ
ゃ
な
い
か
？
（
４
１
５
頁
）

い
ま
四
十
歳
を
過
ぎ
た
Ｋ
ち
ゃ
ん
が
、
自
分
の
生
を
表
に
出
し
て
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
の
は
ね
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
ん
だ
。
人
生
の
旅
な
か
ば

は
も
う
後
に
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
。
さ
ら
に
は
ヒ
カ
リ
さ
ん
の
誕
生
と
、
そ
の
障
害
を
克
服
し
て
の
成
長
は
あ
る
に
し
て
も
、
成
長
自
体
が
呼
び
よ
せ
る

困
難
。
ヒ
カ
リ
さ
ん
を
支
え
て
の
オ
ユ
ー
サ
ン
と
の
生
を
い
う
な
ら
ば
、
暗
い
森
で
の
思
い
と
い
う
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
。
そ
れ
を
書
き
あ
ら
わ
そ
う
と

い
う
気
持
は
、
理
解
で
き
る
よ
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
に
⋮
⋮
（
中
略
）
し
か
し
、
そ
の
思
い
に
立
っ
て
私
を
前
景
に
押
し
出
す
小
説
を
書
く
。
き
み
の
山

登
り
の
失
敗
を
・
空
振
り
を
自
分
は
惧
れ
る
ん
だ
。
Ｋ
ち
ゃ
ん
が
自
己
の
回
心
の
・
死
と
再
生
の
物
語
を
め
ざ
し
て
い
る
こ
と
は
あ
き
ら
か
だ
よ
。
し
か
し
、

そ
れ
に
は
時
が
あ
る
。
Ｋ
ち
ゃ
ん
よ
、
き
み
の
な
か
で
自
己
の
回
心
の
・
死
と
再
生
の
物
語
を
書
く
時
は
熟
し
て
い
る
か
い
？
（
同
）
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こ
の
ギ
ー
兄
さ
ん
の
批
評
を
﹁
僕
﹂
は
﹁
核
心
を
射
た
﹂
批
評
と
受
け
止
め
て
、こ
の
時
点
で
書
か
れ
て
い
た
草
稿
を
す
べ
て
焼
い
て
し
ま
う
。
実
際
に
﹁
僕
﹂

は
こ
の
﹁
イ
ー
ヨ
ー
と
い
う
呼
び
名
で
ヒ
カ
リ
を
登
場
さ
せ
、
畸
形
を
も
っ
た
誕
生
か
ら
、
中
学
校
の
特
殊
学
級
に
通
う
ま
で
の
来
歴
を
描
い
て
ゆ
く
﹂
こ
の
小

説
で
、﹁
押
し
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
自
分
の
内
面
の
描
き
方
﹂
に
﹁
た
め
ら
っ
て
い
﹂
と
い
う
。
そ
の
﹁
根
本
的
な
課
題
﹂
を
指
摘
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
物

語
の
中
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
後
、﹁
ブ
レ
イ
ク
を
み
ち
び
き
こ
む
こ
と
で
﹂、
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
﹁
新
し
い
物
語
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
﹂
と
あ
る

が
、
そ
れ
が
こ
の
段
階
で
目
指
し
た
﹁
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
﹂
で
あ
る
か
ど
う
か
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
そ
の
後
ギ
ー
兄
さ
ん
か
ら
同
様
の
内
容
の
小
説
批

評
は
ど
こ
に
も
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
物
語
言
説
内
に
お
い
て
は
、
い
ま
だ
﹁
僕
﹂
は
こ
の
﹁
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
﹂
を
描
き
え

て
い
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

２
　
ギ
ー
兄
さ
ん
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
意
味

そ
れ
で
は
ギ
ー
兄
さ
ん
の
言
う
、
こ
の
﹁
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
﹂
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。﹁
私
の
遍
歴
﹂、﹁
私
を
前
景
に
押
し
出
す
﹂
も
の

と
し
て
の
物
語
。﹁
斯
ん
な
風
に
生
き
て
来
た
﹂
こ
と
を
証
す
る
一
つ
の
形
。
こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
リ
ク
ー
ル
の
言
う
﹁
物
語
的
自
己
同
一
性
﹂
の
一
つ
の

あ
り
方
で
あ
ろ
う
。語
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
自
分
自
身
の
証
、で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
語
る
だ
け
な
ら
ば
誰
で
も
ど
の
よ
う
な
形
で
も
可
能
だ
。し
か
し
ギ
ー

兄
さ
ん
は
こ
の
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
物
語
は
、﹁
本
当
に
人
の
心
を
う
つ
﹂
も
の
で
な
い
と
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
﹁
暗
い
森
で
の
思
い
﹂

を
含
ん
だ
、
な
か
な
か
形
に
は
し
が
た
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
﹁
本
当
に
人
の
心
を
う
つ
﹂
物
語
と
し
て
受

け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

﹁
僕
﹂
の
故
郷
の
﹁
森
の
な
か
の
谷
間
の
村
﹂
に
住
む
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
旧
家
の
出
で
、
幼
少
の
こ
ろ
は
女
の
子
と
し
て
育
て
ら
れ
た
、
進
駐
軍
の
な
か
で
対
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等
に
ふ
る
ま
っ
て
英
雄
扱
い
さ
れ
た
﹁
千
里
眼
﹂
が
で
き
る
な
ど
の
数
々
の
逸
話
を
持
つ
、
風
変
わ
り
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。﹁
僕
﹂
と
血
の
つ
な
が

り
は
な
い
。﹁
僕
﹂
が
出
会
っ
た
の
は
１
０
歳
の
と
き
で
あ
る
が
、
本
格
的
な
つ
き
あ
い
が
は
じ
ま
っ
た
の
は
、﹁
僕
﹂
の
浪
人
時
代
に
再
会
し
﹁
師
匠
︱
弟
子
の

関
係
﹂
を
築
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
大
学
卒
業
後
に
村
へ
も
ど
っ
て
働
く
こ
と
を
考
え
て
い
た
﹁
僕
﹂
が
帰
っ
て
こ
れ
な
い
よ
う
に
、
あ
え
て
﹁
森

林
組
合
の
書
記
﹂
の
役
を
引
き
受
け
、﹁
僕
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
森
の
な
か
の
谷
間
の
村
﹂
で
生
き
て
行
く
決
意
を
固
め
て
い
る
。

﹁
僕
﹂
が
ま
る
で
﹁
５
歳
先
の
自
分
﹂
を
見
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち
で
接
し
て
い
た
よ
う
に
、
ギ
ー
兄
さ
ん
は
実
際
に
﹁
僕
﹂
の
精
神
的
な
先
導
役
と
な
っ
て
、

こ
と
あ
る
ご
と
に
﹁
僕
﹂
を
数
々
の
ピ
ン
チ
か
ら
救
っ
て
き
た
。
し
か
し
そ
の
導
き
方
は
い
わ
ば
、
ギ
ー
兄
さ
ん
自
身
の
激
し
す
ぎ
る
困
難
を
代
償
と
し
て
の
、

決
し
て
き
れ
い
ご
と
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　

⑴　

ギ
ー
兄
さ
ん
自
身
の
変
化

﹁
セ
ブ
ン
テ
ィ
ー
ン
﹂事
件
に
見
舞
わ
れ
た﹁
僕
﹂に
、ギ
ー
兄
さ
ん
は﹁
受
け
身
は
よ
く
な
い
﹂と
い
う
中
野
重
治
の
言
葉
か
ら
、実
際
に﹁
僕
﹂の
気
持
ち
を
煽
り
、

ピ
ン
チ
を
救
い
だ
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
﹁
受
け
身
は
よ
く
な
い
﹂
と
い
う
思
い
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
自
身
が
大
変
な
危
険
を
冒
し
た
末
に
実
感
と
し
て
手
に

入
れ
た
感
覚
で
あ
っ
た
。

あ
る
日
ギ
ー
兄
さ
ん
は
東
京
の
デ
モ
隊
に
紛
れ
て
一
緒
に
シ
ュ
プ
レ
ヒ
コ
ー
ル
を
叫
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
運
悪
く
右
翼
の
暴
力
団
に
絡
ま
れ
て
﹁
頭
蓋
を
わ
ら

れ
て
﹂倒
れ
て
し
ま
う
。
こ
の
時
に﹁
憤
怒
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
支
え
ら
れ
て
﹂浮
か
ん
だ
構
想
が
、﹁
受
け
身
で
は
な
い
﹂仕
方
で
の﹁
新
し
い
方
向
付
け
﹂で
あ
っ
た
。

﹁
ひ
と
り
の
個
と
し
て
の
自
分
の
あ
り
か
を
他
人
に
示
す
こ
と
を
し
た
い
﹂
と
、
森
の
な
か
に
﹁
根
拠
地
﹂
を
作
る
と
い
う
壮
大
な
計
画
で
あ
る
。
自
分
の
屋
敷

の
山
林
を
改
造
し
て
﹁
和
牛
の
繁
殖
と
育
成
﹂
を
行
い
、﹁
テ
ン
窪
﹂
と
い
う
一
帯
を
牧
草
地
に
し
て
、
過
疎
の
集
落
を
引
き
寄
せ
小
集
落
を
作
り
﹁
美
し
い
村
﹂

と
す
る
と
い
う
。
実
際
に
す
ぐ
に
行
動
に
移
し
、
計
画
は
実
現
に
向
け
て
着
々
と
進
行
し
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
工
事
も
順
調
に
進
み
順
風
満
帆
な
空
気
の
中
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
す
で
に
関
係
の
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
た
ギ
ー
兄
さ
ん
の
恋
人
で
も
あ
っ
た
女
性
を
殺

し
て
強
姦
殺
人
罪
に
問
わ
れ
る
と
い
う
﹁
事
件
﹂
が
起
こ
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
囚
わ
れ
の
身
と
な
り
、
根
拠
地
構
想
は
結
果
的
に
頓
挫
し
て
し
ま
う
。
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そ
し
て
十
年
間
の
服
役
を
終
え
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
﹁
こ
ち
ら
側
﹂
へ
戻
っ
て
き
て
か
ら
、﹁
僕
﹂
は
久
々
に
ギ
ー
兄
さ
ん
と
再
会
す
る
。
そ
の
姿
は
﹁
本
当
に

刑
余
者
と
い
う
感
じ
﹂
が
す
る
ほ
ど
の
形
相
で
、
ま
る
で
﹁
兇
悪
犯
﹂
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
ギ
ー
兄
さ
ん
は
そ
の
指
摘
も
﹁
新
し
い
性
格
の
反
映
だ
と
思

う
﹂
と
そ
れ
ほ
ど
腹
を
立
て
る
こ
と
も
な
く
受
け
止
め
て
い
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

自
分
は
む
こ
う
側
に
い
る
間
、
強
姦
殺
人
者
と
し
て
の
自
分
と
い
う
も
の
を
、
把
握
し
直
そ
う
と
つ
と
め
た
か
ら
ね
。
そ
う
い
う
自
分
を
、
担
い
な
お
そ
う

と
し
つ
づ
け
た
ん
だ
よ
。
そ
れ
と
い
う
の
も
ね
、
な
に
に
つ
け
偶
然
が
生
涯
を
決
定
し
た
と
考
え
る
の
は
嫌
だ
っ
た
か
ら
。
⋮
⋮
嫌
と
い
う
よ
り
、
む
し

ろ
怖
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
ね
。
そ
も
そ
も
﹁
事
件
﹂
の
す
ぐ
あ
と
で
、
自
分
が
首
を
括
り
そ
う
に
な
っ
た
の
は
、
偶
然
の
よ
う
な
出
来
事
で
生
涯

が
ダ
メ
に
な
っ
た
と
、そ
う
思
い
込
ん
だ
か
ら
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
ふ
う
で
は
、際
限
な
く
沈
み
込
む
だ
け
だ
か
ら
ね
。
む
し
ろ
そ
れ
な
ら
ば
、自
分
は
ず
っ

と
強
姦
殺
人
を
望
ん
で
生
き
て
き
て
、
つ
い
に
や
り
と
げ
た
ん
だ
と
、
意
志
的
に
﹁
事
件
﹂
を
担
い
こ
ん
で
さ
。
罪
に
ま
み
れ
た
人
間
と
し
て
今
後
を
考

え
る
方
が
、
足
場
が
確
か
だ
と
感
じ
ら
れ
た
の
で
ね
。
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
、
な
ん
と
か
ご
ま
か
し
て
、
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
。
そ
の
実
際
に
は

不
可
能
な
こ
と
を
、
ジ
ク
ジ
ク
後
悔
し
な
が
ら
考
え
て
み
る
。
こ
ん
な
こ
と
と
も
縁
が
切
れ
る
し
ね
。（
４
０
４
頁
）

﹁
事
件
﹂
が
ひ
と
つ
の
終
点
と
い
う
の
じ
ゃ
な
か
っ
た
ん
だ
。
あ
れ
を
出
発
点
に
し
て
、
十
年
も
む
こ
う
側
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
間
、
あ
れ
を
考
え
つ

づ
け
た
の
だ
か
ら
さ
⋮
⋮
（
４
０
５
頁
）

こ
の
告
白
を
読
む
と
、
ギ
ー
兄
さ
ん
は
獄
中
の
十
年
間
に
こ
の
﹁
事
件
﹂
に
つ
い
て
繰
り
返
し
反
芻
し
、
考
え
続
け
た
結
果
と
し
て
﹁
罪
に
ま
み
れ
た
人
間
と

し
て
今
後
を
考
え
る
方
が
、
足
場
が
確
か
﹂
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
前
に
は
﹁
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
、
な
ん
と
か
ご
ま
か
し
て
、
な
か
っ
た
こ
と
に
す
る
﹂

た
め
の
方
法
を
﹁
ジ
ク
ジ
ク
後
悔
し
な
が
ら
考
え
て
﹂
い
た
が
、そ
の
よ
う
な
自
分
と
は
﹁
縁
を
切
﹂
り
、新
し
い
着
想
を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
新
し
い
性
格
﹂

を
獲
得
し
え
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ギ
ー
兄
さ
ん
が
自
ら
表
現
す
る
﹁
罪
に
ま
み
れ
た
人
間
と
し
て
﹂
生
き
て
行
く
と
い
う
気
づ
き
が
、
本
人
の
﹁
性
格
﹂
ま

で
も
変
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
は
ギ
ー
兄
さ
ん
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
変
更
を
迫
る
、
か
な
り
大
き
な
経
験
だ
っ
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
の
変
化
に
つ
い
て
、
別
の
側
面
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
。

　

⑵　

ギ
ー
兄
さ
ん
の
変
化
の
意
味 

│ ﹁
自
己
性
﹂
に
照
ら
し
て

ギ
ー
兄
さ
ん
が
完
成
を
目
指
し
て
い
た
﹁
根
拠
地
﹂
は
、
先
に
示
し
た
通
り
﹁
ひ
と
り
の
個
と
し
て
の
自
分
の
あ
り
か
を
他
人
に
示
す
﹂
こ
と
を
目
的
と
し
た

も
の
だ
っ
た
。
志
半
ば
に
し
て
自
ら
の
過
ち
に
よ
っ
て
計
画
が
頓
挫
し
た
ま
ま
服
役
し
て
い
た
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、獄
中
で
繰
り
返
し
、過
去
の
出
来
事
を
﹁
な
か
っ

た
こ
と
﹂
に
し
よ
う
と
考
え
た
と
い
う
。
あ
の
﹁
事
件
﹂
さ
え
な
け
れ
ば
、
再
び
自
分
は
故
郷
に
戻
っ
て
自
分
の
理
想
郷
を
作
る
こ
と
に
専
念
で
き
た
は
ず
。
あ

の
﹁
事
件
﹂
さ
え
な
け
れ
ば
⋮
。

し
か
し
実
際
問
題
と
し
て
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪
は
消
え
な
い
。
自
分
が
忘
れ
よ
う
と
し
て
も
人
々
の
記
憶
に
は
残
る
。
ど
ん
な
に
醜
い
過
去
を
消
し
ゴ
ム
で
消

し
て﹁
な
か
っ
た
こ
と
﹂と
し
て
理
想
を
語
ろ
う
と
し
て
も
、﹁
語
ら
れ
な
い
記
憶
﹂は
残
る
の
だ
。何
度
も
反
芻
す
る
中
で
よ
う
や
く
そ
の
こ
と
に
気
が
つ
い
た
ギ
ー

兄
さ
ん
は
、
そ
れ
な
ら
ば
消
せ
な
い
記
憶
を
引
き
出
し
て
、
消
せ
な
い
記
憶
と
と
も
に
生
き
て
行
こ
う
と
、
そ
の
よ
う
に
思
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
ギ
ー
兄
さ

ん
自
身
は
救
わ
れ
る
。

﹁
人
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
を
知
る
﹂
こ
れ
を
﹁
物
語
的
自
己
同
一
性 identité narrative

﹂
と
い
う
概
念
で
示
し
た
の
は
、ポ
ー
ル
・

リ
ク
ー
ル
で
あ
っ
た
。
自
分
の
過
去
を
一
通
り
振
り
返
っ
た
う
え
で
﹁
こ
れ
が
自
分
の
生
き
て
来
た
証
だ
﹂
と
語
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
一
つ
の
﹁
物
語
的
自
己
同

一
性
﹂
の
形
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
ギ
ー
兄
さ
ん
の
﹁
根
拠
地
﹂
は
、
彼
に
と
っ
て
﹁
物
語
ら
れ
た
結
果
認
識
し
た
自
己
の
証
﹂
と
し
て
一
つ
の
﹁
物
語
的
自

己
同
一
性
﹂
の
形
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
﹁
自
分
が
そ
れ
を
証
だ
と
思
っ
て
い
る
も
の
﹂
の
裏
側
に
は
、
数
限
り
な
い
﹁
語
ら
れ
な
か
っ
た
自
分
自
身
﹂
が

う
ご
め
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。﹁
物
語
的
自
己
同
一
性
は
、
安
定
し
た
、
首
尾
一
貫
し
た
同
一
性
で
は
な
い
﹂（R

iœ
ur, 1985, 

４
５
２
頁
）。
だ
か
ら
こ
そ
都

合
の
悪
い
も
の
は
隠
蔽
し
、
必
要
な
も
の
だ
け
を
取
り
出
す
の
が
﹁
物
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
自
分
自
身
﹂
な
の
だ
。

リ
ク
ー
ル
は
こ
の
相
反
す
る
自
己
の
あ
り
方
を
﹁
同
一
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
﹂﹁
自
己
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
﹂
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
区
別
し
て

示
し
て
い
る
。
私
た
ち
は
語
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
無
数
の
﹁
自
分
と
は
誰
か
﹂
の
要
素
（
＝
自
己
性 ipseité

）
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
を
語
る
こ
と
に
よ
っ



237

荒　木　奈　美

（
三
八
）

237

て
一
つ
の
形
に
し
て
示
す
（=

同
一
性 m

êm
eté

）
の
が
、﹁
物
語
的
自
己
同
一
性
﹂
の
一
つ
の
形
な
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
を
も
っ
て

見
え
て
き
た
自
己
同
一
性
と
は
、
あ
く
ま
で
も
﹁
同
一
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
﹂
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
に
私
た
ち
は
、
時
に
そ
の
統
一
に
亀
裂

を
走
ら
せ
る
よ
う
な
別
の
要
素
（
＝
自
己
性
）
も
抱
え
て
い
る
。
本
来
で
あ
れ
ば
こ
の
、
時
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
自
分
自
身
の
可
能
性
も
含
め
て
﹁
自
分
自
身
﹂

と
い
う
の
だ
。
た
だ
し
こ
の
﹁
自
己
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
﹂
は
、
そ
も
そ
も
無
形
で
あ
る
た
め
（
形
づ
い
た
と
き
す
で
に
そ
れ
は
﹁
同
一
性
と
し
て
の
自
己

同
一
性
﹂
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
）、容
易
に
は
見
え
な
い
。
そ
し
て
リ
ク
ー
ル
は
﹁
自
己
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
﹂
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
﹁
物
語
の
形
態
の
喪
失
、

と
り
わ
け
結
び
の
喪
失
﹂
で
あ
る
と
言
う
（R

iœ
ur, 1990, 

１
９
２
頁
）。

ギ
ー
兄
さ
ん
は
、自
分
が﹁
事
件
﹂を
起
こ
し
て
失
脚
す
る
ま
で
は
、た
だ
自
分
の﹁
根
拠
地
﹂の
完
成
だ
け
を
目
指
し
て
い
た
が
、こ
の﹁
根
拠
地
﹂作
り
と
い
う﹁
物

語
﹂が
破
綻
し
た
と
き
に
は
じ
め
て
、自
分
自
身
の
別
の
要
素
に
気
づ
い
た
。そ
れ
は︿
自
分
が
罪
を
背
負
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
罪
び
と
で
あ
る
﹀と
い
う
自
覚
で
あ
っ

た
。
本
文
に
は
は
っ
き
り
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
を
自
覚
す
る
際
に
浮
か
ん
で
き
た
の
は
、
殺
し
て
し
ま
っ
た
恋
人
に
対
す
る
、
言
葉
に
は
し
た
く
な

い
よ
う
な
お
ぞ
ま
し
い
気
持
ち
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。﹁
根
拠
地
﹂作
り
と
い
う
理
想
像
と
は
か
け
離
れ
た
、エ
ゴ
に
ま
み
れ
た
自
分
自
身
の
汚
ら
し
い
感
情
だ
っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
﹁
罪
を
背
負
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
﹂
ほ
ど
の
後
ろ
昏
い
思
い
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
が
思
い

描
い
た
﹁
物
語
﹂
を
破
綻
さ
せ
た
と
き
に
初
め
て
、
こ
の
方
が
﹁
足
場
が
確
か
だ
﹂
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
ギ
ー
兄
さ
ん
は
救
い
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　

⑶　
﹁
物
語
﹂
の
破
綻
の
先
に
あ
る
も
の 

│ ﹁
自
己
性
﹂
の
露
呈
と
し
て
開
か
れ
た
︿
物
語
﹀

　
翻
っ
て
﹁
僕
﹂
の
問
題
に
戻
っ
た
時
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
経
た
か
ら
こ
そ
、
ギ
ー
兄
さ
ん
は
﹁
僕
﹂
が
書
い
た
﹁
私
の
遍
歴
を
描
い
た
小
説
﹂
も
、﹁
僕
﹂

に
は
ま
だ
そ
の
﹁
時
が
熟
し
て
な
い
﹂
と
し
て
退
け
た
の
で
は
な
い
か
。
本
当
に
﹁
こ
れ
が
私
だ
﹂
を
明
か
す
物
語
を
書
く
の
で
あ
れ
ば
、
き
れ
い
ご
と
だ
け
を

並
べ
て
﹁
物
語
﹂
と
し
て
い
る
う
ち
は
、
そ
れ
は
本
当
の
﹁
私
の
遍
歴
を
描
い
た
小
説
﹂
で
は
な
い
。
本
当
に
﹁
こ
れ
が
私
だ
﹂
を
語
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と

も
今
、﹁
僕
﹂
が
書
け
な
く
て
わ
だ
か
ま
り
を
抱
え
て
い
る
﹁
内
面
の
問
題
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
ギ
ー
兄
さ
ん
が
指
摘
し
て
﹁
僕
﹂
も
否
定
し
な
か
っ

た
、﹁
自
分
に
対
し
て
﹂﹁
感
じ
て
い
る
﹂﹁
根
拠
の
な
い
負
い
目
﹂（
４
１
８
頁
）
も
さ
ら
け
だ
さ
な
い
と
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
よ
う
な
き
れ
い
ご
と
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の
先
に
あ
る
感
情
に
本
気
で
向
き
合
お
う
と
せ
ず
、
そ
の
た
め
に
他
人
か
ら
﹁
安
易
な
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
﹂
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
物
語
を
書
き
つ
づ
け
て

い
る
﹁
僕
﹂
は
ま
だ
そ
の
段
階
で
は
な
い
。
理
想
的
な
﹁
こ
れ
が
私
の
生
き
方
で
す
﹂
と
い
う
よ
う
な
﹁
物
語
﹂
が
破
綻
し
た
先
に
あ
る
と
こ
ろ
ま
で
描
く
気
持

ち
に
な
れ
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
、﹁
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
﹂
は
存
在
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。
ギ
ー
兄
さ
ん
は
自
身
の
壮
絶
な
体
験
を
通
し
て
身
を
も
っ
て
実

感
し
た
思
い
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
﹁
僕
﹂
に
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
こ
の
﹁
僕
﹂
と
の
邂
逅
の
後
、
計
画
が
頓
挫
し
た
ま
ま
投
げ
出
さ
れ
て
あ
っ
た
﹁
根
拠
地
﹂
の
跡
地
を
利
用
し
て
、
再
び
﹁
自
分
だ
け
の
構

想
の
モ
デ
ル
﹂（
４
１
３
頁
）
と
し
て
﹁
人
造
湖
﹂
建
設
計
画
を
明
ら
か
に
し
た
。
今
度
は
﹁
自
分
と
し
て
の
現
実
世
界
の
モ
デ
ル
﹂
と
し
て
構
想
さ
れ
た
こ
の

湖
で
は
、
か
つ
て
の
計
画
に
あ
っ
た
﹁
美
し
い
村
﹂
は
水
の
底
に
沈
み
、
そ
の
象
徴
と
し
て
あ
っ
た
﹁
テ
ン
窪
大
檜
﹂
の
周
辺
が
﹁
島
﹂
と
な
っ
て
浮
か
ぶ
と
い

う
設
計
に
な
っ
て
い
る
。﹁
僕
﹂は
、ギ
ー
兄
さ
ん
が
再
び
始
め
た
こ
の﹁
こ
の
世
界
と
・
そ
れ
を
超
え
た
世
界
へ
の
モ
デ
ル
作
り
﹂（
４
２
２
頁
）に
刺
激
を
受
け
、﹁
僕

と
し
て
は
小
説
の
か
た
ち
で
﹂﹁
こ
の
世
界
と
・
そ
れ
を
超
え
た
世
界
へ
の
モ
デ
ル
作
り
﹂
を
し
た
い
、﹁
そ
れ
が
自
分
の
仕
事
だ
と
い
い
た
い
﹂
と
い
う
考
え
を

こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ギ
ー
兄
さ
ん
が
本
気
で
始
め
た
こ
の
﹁
人
造
湖
﹂
作
り
は
、﹁
根
拠
地
﹂
の
と
き
以
上
に
集
落
か
ら
の
反
対
運
動
に
見
舞
わ
れ
、
も
と
も
と
静
か
な
﹁
森
の
な

か
の
谷
間
の
村
﹂
は
穏
や
か
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
中
、
さ
ら
に
﹁
奇
態
な
こ
と
﹂
が
起
こ
る
。
建
設
現
場
と
な
っ
て
い
る
﹁
テ
ン
窪
﹂
の
土

壌
か
ら
、
原
因
不
明
の
﹁
臭
い
の
悪
い
黒
い
水
﹂
が
滲
み
出
た
と
い
う
。
さ
ら
に
ギ
ー
兄
さ
ん
の
身
体
か
ら
﹁
悪
性
の
腫
瘍
﹂
が
発
見
さ
れ
、
地
元
の
反
対
勢
力

に
よ
っ
て
ギ
ー
兄
さ
ん
が
手
術
で
外
へ
出
て
い
る
間
に
工
事
現
場
に
﹁
発
破
を
仕
掛
け
﹂
ら
れ
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
﹁
自
分
の
証
﹂
と
し
て
の
﹁
物
語
﹂
は
次
か
ら

次
へ
と
﹁
破
綻
﹂
に
追
い
込
ま
れ
て
い
る
。

ギ
ー
兄
さ
ん
以
外
の
者
た
ち
は
、
今
回
の
﹁
人
造
湖
﹂
が
、
前
回
と
は
何
か
が
根
本
的
に
違
う
こ
と
に
は
気
づ
い
て
い
る
が
、
本
人
が
語
ら
な
い
以
上
、
そ
の

真
相
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
た
び
た
び
ダ
ン
テ
﹃
新
曲
﹄
の
一
節
に
触
れ
て
自
分
の
思
い
を
語
る
ギ
ー
兄
さ
ん
の
様
子
か
ら
、﹃
神
曲
﹄
に
着
想
を
得
た
モ
デ
ル

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
読
み
手
に
は
伝
わ
っ
て
く
る
が
、そ
れ
も
は
っ
き
り
と
ギ
ー
兄
さ
ん
の
口
か
ら
は
語
ら
れ
な
い
。
そ
ん
な
中
、物
語
の
中
に
は
ギ
ー

兄
さ
ん
が
自
分
の
夢
を
語
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。
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自
分
の
見
た
夢
は
、Paradiso

そ
の
も
の
の
夢
じ
ゃ
な
く
て
ね
、
テ
ン
窪
の
人
造
湖
の
夢
な
ん
だ
よ
。
水
が
い
っ
ぱ
い
た
ま
っ
て
い
て
、
そ
こ
に
小
さ
な

舟
を
浮
か
べ
て
ね
。
ボ
ー
ト
な
ら
こ
の
前
か
ら
、
実
際
に
準
備
し
て
あ
る
ん
だ
⋮
⋮　

夢
で
小
舟
に
乗
っ
て
い
て
、
そ
の
自
分
の
合
図
で
、
堰
堤
が
爆
破
さ

れ
る
。川
下
の
反
対
派
が
惧
れ
た
と
お
り
に
ね
。そ
こ
で
真
黒
い
水
と
も
ど
も
、自
分
が
鉄
砲
水
に
な
っ
て
突
き
出
す
。そ
の
黒
々
と
し
て
ま
っ
す
ぐ
な
線
が
、

つ
ま
り
自
分
の
生
涯
の
実
体
で
ね
、
世
界
じ
ゅ
う
の
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
へ
の
批
評
な
ん
だ
よ
。
愛
と
は
ま
さ
に
逆
の
⋮
⋮　

そ
う
考
え
て
、
す
べ
て
を
理

解
し
た
感
じ
で
眼
が
さ
め
た
。（
４
５
８
頁
）

少
な
く
と
も
こ
の
夢
を
見
る
限
り
、
ギ
ー
兄
さ
ん
は
す
で
に
自
分
の
証
と
し
て
の
﹁
物
語
﹂
を
き
れ
い
に
ま
と
め
て
収
め
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
が
こ

こ
で
は
っ
き
り
と
見
て
取
れ
る
。
む
し
ろ
こ
の
﹁
物
語
﹂
を
破
綻
さ
せ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
分
自
身
の
物
語
の
﹁
綻
び
﹂
か
ら
出

て
き
た
﹁
黒
々
と
し
﹂
た
も
の
が
﹁
自
分
の
生
涯
の
実
体
﹂
で
あ
り
、
そ
れ
が
﹁
愛
と
は
ま
さ
に
逆
﹂
の
も
の
と
し
て
﹁
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
へ
の
批
評
﹂
と
な
っ

て
﹁
突
き
出
﹂
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
﹁
自
己
性
﹂
の
露
呈
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
に
は
リ
ク
ー
ル
が
﹁
自
己
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
﹂

と
い
う
概
念
で
あ
ら
わ
し
た
、﹁
私
と
は
誰4

か
﹂
す
な
わ
ち
﹁
語
ら
れ
な
か
っ
た
私
﹂
の
全
体
と
し
て
の
︿
物
語
﹀
が
あ
る
。﹁
物
語
﹂
が
破
綻
し
た
と
こ
ろ
に
こ

そ
漏
れ
出
る
、﹁
自
己
﹂
の
限
界
を
越
え
た
も
の
と
し
て
の
︿
物
語
﹀
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
る
。

　

⑷　
﹁
僕
﹂
の
オ
メ
デ
タ
サ
を
自
己
批
評
し
た
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
可
能
性

結
果
と
し
て
ギ
ー
兄
さ
ん
は
、人
造
湖
完
成
間
際
に
反
対
勢
力
の
策
略
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
、無
念
の
死
を
遂
げ
る
。﹁
僕
﹂
は
ギ
ー
兄
さ
ん
の
最
期
を
聞
き
知
り
、

想
像
の
中
で
ギ
ー
兄
さ
ん
が
女
性
た
ち
に
よ
っ
て
優
し
く
介
抱
さ
れ
運
ば
れ
て
い
く
姿
を
﹃
神
曲
﹄
の
﹁
煉
獄
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
が
ら
、
ギ
ー
兄
さ
ん
に
向

け
て
長
い
﹁
手
紙
﹂
を
書
い
て
い
る
。
最
後
は
次
の
よ
う
な
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
る
。

ギ
ー
兄
さ
ん
よ
、
そ
の
懐
か
し
い
年
の
な
か
の
、
い
つ
ま
で
も
循
環
す
る
時
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
へ
向
け
て
、
僕
は
幾
通
も
幾
通
も
、
手
紙
を
書
く
。
こ
の
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手
紙
に
始
ま
り
、そ
れ
が
あ
な
た
の
い
な
く
な
っ
た
現
世
で
、僕
が
生
の
終
り
ま
で
書
き
つ
づ
け
て
ゆ
く
は
ず
の
、こ
れ
か
ら
の
仕
事
と
な
ろ
う
。（
４
７
１
頁
）

書
き
手
と
し
て
の
﹁
僕
﹂
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
の
最
期
を
﹃
神
曲
﹄
の
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
重
ね
な
が
ら
こ
の
物
語
を
き
れ
い
に
ま
と
め
て
終
わ
る
。
そ
し
て
自

分
の
﹁
こ
れ
か
ら
の
仕
事
﹂
は
、﹁
い
つ
ま
で
も
循
環
す
る
時
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
へ
向
け
て
﹂
の
﹁
手
紙
﹂
を
書
き
つ
づ
け
る
こ
と
だ
と
、
ギ
ー
兄
さ
ん
に
宣

言
さ
せ
て
い
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、﹁
僕
﹂
は
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
再
び
始
め
た
こ
の
﹁
こ
の
世
界
と
・
そ
れ
を
超
え
た
世
界
へ
の
モ
デ
ル
作
り
﹂（
４
２
２
頁
）
に
刺
激
を
受

け
た
時
に
、﹁
僕
と
し
て
は
小
説
の
か
た
ち
で
﹂﹁
こ
の
世
界
と
・
そ
れ
を
超
え
た
世
界
へ
の
モ
デ
ル
作
り
﹂
を
し
た
い
、﹁
そ
れ
が
自
分
の
仕
事
だ
と
い
い
た
い
﹂

と
考
え
て
い
た
。
そ
の
思
い
の
延
長
と
し
て
最
後
に
こ
の
宣
言
が
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
こ
ま
で
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
物
語
り
示
し
て
き
た
﹁
物
語
的
同
一
性
﹂

の
形
と
、
そ
れ
に
対
す
る
﹁
僕
﹂
の
中
途
半
端
に
も
思
え
る
自
己
語
り
と
の
対
比
か
ら
こ
の
物
語
を
読
も
う
と
す
る
本
稿
と
し
て
は
、
異
議
を
申
し
立
て
ざ
る
を

え
な
い
。﹁
僕
﹂
は
ギ
ー
兄
さ
ん
か
ら
﹁
ま
だ
時
が
熟
し
て
い
な
い
﹂
と
批
評
さ
れ
た
時
か
ら
、
ど
こ
ま
で
自
分
の
問
題
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
自
身
が
発
表
す
る

小
説
に
還
元
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
物
語
の
中
に
は
描
か
れ
て
い
な
い
。

ギ
ー
兄
さ
ん
は
、
自
身
の
生
き
方
を
も
っ
て
、
本
当
の
自
己
語
り
に
必
要
な
の
は
、
物
語
が
破
綻
す
る
ほ
ど
に
、
自
己
の
﹁
内
面
﹂
を
描
き
だ
し
、
自
身
の
負

の
感
情
を
も
ふ
く
め
た
と
こ
ろ
か
ら
自
己
を
見
つ
め
直
す
こ
と
と
い
う
こ
と
を
伝
え
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
実
際
に
ギ
ー
兄
さ
ん
は
そ
れ
に
実
感
と
し
て

気
づ
き
、﹁
人
造
湖
﹂
と
い
う
新
し
い
モ
デ
ル
を
作
り
、今
度
は
自
己
の
限
界
を
越
え
た
も
の
と
し
て
の
︿
物
語
﹀
が
漏
れ
出
る
よ
う
な
、新
た
な
モ
デ
ル
を
﹁
僕
﹂

の
前
に
見
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
僕
﹂
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
く
こ
と
も
な
く
、
自
分
は
ギ
ー
兄
さ
ん
の
﹁
人
造
湖
﹂
と
同
様
の
世
界
の

モ
デ
ル
作
り
を
小
説
執
筆
の
形
で
励
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
あ
ま
り
に
﹁
オ
メ
デ
タ
イ
﹂
話
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

も
っ
と
も
こ
の
﹁
僕
﹂
の
無
知
ぶ
り
を
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
見
せ
る
こ
と
で
、
書
き
手
が
自
身
と
お
ぼ
し
き
人
物
を
通
し
て
自
己
批
評
し
た
と
い
う
こ

と
な
ら
ば
話
は
別
だ
。
こ
の
物
語
が
文
庫
本
に
収
録
さ
れ
た
際
に
、﹁
著
者
か
ら
読
者
へ
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
冠
さ
れ
た
文
章
の
中
で
、
著
者
と
し
て
の
大
江

健
三
郎
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
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僕
は
こ
の
小
説
を
自
分
の
生
の
中
仕
切
り
と
し
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
と
感
じ
ま
す
。（
中
略
）
ギ
ー
兄
さ
ん
と
い
う
架
空
の
人
物
を
手
が
か
り
に
自
分
の
中
仕

切
り
ま
で
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
に
な
り
、
と
く
に
小
説
家
と
し
て
出
く
わ
し
た
様
ざ
ま
な
問
題
点
を
検
証
し
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
し
た
。

同
じ
名
の
冠
さ
れ
た
こ
の
著
者
を
そ
の
ま
ま
書
き
手
と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
書
き
手
は
こ
の
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
執
筆
を
通
し
て
、
自
己
語
り
に
本
当
に

必
要
な
こ
と
を
、
ギ
ー
兄
さ
ん
と
い
う
人
物
を
通
し
て
﹁
僕
﹂
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
で
再
認
識
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。﹁
物
語
﹂
と
し
て
の
優
劣
を
破
綻
の

有
無
に
見
て
、﹁
物
語
﹂
と
し
て
綻
び
の
な
い
完
結
し
た
も
の
を
優
れ
た
﹁
物
語
﹂
と
す
る
読
み
方
で
は
考
え
も
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
一
人
の
書
き
手
が
そ

の
思
い
を
い
や
お
う
な
く
﹁
吐
露
﹂
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
よ
り
﹁
人
間
ら
し
い
﹂、﹁
真
に
迫
っ
た
﹂
物
語
と
し
て
読
ま
れ
る
と
い
う
見
方
も
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、﹁
物
語
﹂
の
破
綻
の
先
に
あ
る
も
の
に
目
を
向
け
る
視
点
に
よ
っ
て
、よ
り
人
の
心
に
訴
え
か
け
る
︿
物
語
﹀
の
あ
り
方
を
問
う
た
の
が
、

こ
の
﹃
懐
か
し
い
年
へ
の
手
紙
﹄
の
真
価
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
い
。

こ
の
著
者
と
し
て
の
大
江
健
三
郎
は
、
こ
の
後
も
精
力
的
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
物
語
を
書
き
続
け
て
い
る
。
筆
者
と
し
て
は
、
同
じ
名
を
冠
し
た

彼
の
著
作
を
通
し
て
、
ギ
ー
兄
さ
ん
が
＂
身
体
を
張
っ
て
＂﹁
僕
﹂
に
示
し
た
、
本
当
に
必
要
な
﹁
自
己
の
死
と
再
生
の
物
語
﹂
が
書
か
れ
ゆ
く
姿
を
引
き
続
き

追
い
か
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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﹂
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う
解
釈
は
、
物
語
中
に
﹁
僕
﹂
が
書
け
な
く
て
わ
だ
か
ま
り
を
抱
え
て
い
る
﹁
内
面
の
問
題
﹂
を
明
ら
か
に
す
る
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要
が
あ
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と
考
え
て
い
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、
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自
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し
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﹂﹁
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﹂﹁
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