
第十六章

自　己
――書く「自己」／読む「自己」――

新野　緑

『三文文士』の手稿

4部16章-20章-責了  07.12.6 17:21  ページ 293



第
一
節
　
自
伝
の
諸
相

「
ジ
ョ
ー
ジ
・
ギ
ッ
シ
ン
グ
ほ
ど
、
た
っ
ぷ
り
と
自
分
の
人
生
を
小
説

に
書
き
込
ん
だ
英
国
作
家
は
な
い
。
詳
し
い
伝
記
を
知
ら
ず
に
彼
の
本
を

読
む
の
は
、
目
隠
し
を
し
て
読
む
よ
う
な
も
の
だ
」（M

ichaux
58

）
と
ジ

ョ
ン
・
ハ
ル
ペ
リ
ン
が
言
う
よ
う
に
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
を
特
徴
づ
け

る
一
つ
の
要
素
は
、
そ
の
自
伝
性
に
あ
る

（
１
）
。
下
層
中
流
階
級
の
出
身
な
が

ら
オ
ー
エ
ン
ズ
・
カ
レ
ッ
ジ
で
優
秀
な
成
績
を
お
さ
め
、
学
者
と
な
る
将

来
を
嘱
望
さ
れ
た
矢
先
、
娼
婦
ネ
ル
・
ハ
リ
ソ
ン
へ
の
恋
に
溺
れ
て
窃
盗

の
罪
を
犯
し
、
放
校
と
な
っ
た
失
意
の
人
生
。
こ
の
屈
辱
的
な
経
験
を
は

じ
め
と
し
て
、
一
ヶ
月
の
服
役
の
後
、
恥
多
い
故
国
を
逃
れ
て
ア
メ
リ
カ

で
経
験
し
た
冒
険
の
数
々
や
、
帰
国
後
作
家
と
な
っ
た
彼
が
目
の
当
た
り

に
し
た
ロ
ン
ド
ン
の
ス
ラ
ム
で
の
貧
困
生
活
、
酒
び
た
り
の
妻
と
の
辛
苦

に
満
ち
た
結
婚
生
活
や
上
流
の
女
性
へ
の
憧
れ
、
そ
し
て
念
願
か
な
っ
て

訪
れ
た
イ
タ
リ
ア
や
、
二
度
目
の
妻
と
滞
在
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
都
市

エ
ク
セ
タ
ー
の
風
景
な
ど
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
に
は
、
た
し
か
に
彼
が

実
人
生
で
体
験
し
た
出
来
事
や
情
景
が
、
ほ
と
ん
ど
事
実
そ
の
ま
ま
に
数

多
く
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
従
来
の
批
評
で
は
、
こ
れ
ら
の
自
伝
的
要
素
が
、
金
銭
や
階

層
意
識
、
女
性
観
と
い
っ
た
社
会
的
意
義
か
ら
論
じ
ら
れ
て

（
２
）
、
初
期
小
説

『
無
階
級
の
人
々
』（
一
八
八
三
年
）
の
主
人
公
ウ
ェ
イ
マ
ー
ク
を
は
じ
め
、

作
家
を
登
場
人
物
や
主
人
公
と
す
る
作
品
が
多
数
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
作
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
、
創
作
の
行
為
そ
の
も
の
に

注
目
す
る
議
論
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る

（
３
）
。
一
八
八
〇
年
代
の
文
壇
の

状
況
を
正
面
か
ら
取
り
上
げ
た
『
三
文
文
士
』（
一
八
九
一
年
）
で
さ
え
、

読
者
層
の
急
激
な
拡
大
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
興
隆
に
よ
っ
て
、「
作
家

の
地
位
が
引
き
下
げ
ら
れ
」（『
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
私
記
』「
秋
」

第
二
十
二
章
）、
文
学
が
単
な
る
「
商
品
」
と
な
っ
た
社
会
状
況
の
解
読

に
、
批
評
の
中
心
は
置
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
ギ
ッ
シ
ン
グ
批
評
の
現
状
は
、
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
描
く
作
家

像
に
大
き
く
影
響
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
。
た
と
え
ば
『
三
文
文
士
』
に

は
、
あ
る
種
の
文
学
的
才
能
を
持
ち
な
が
ら
、
時
代
に
立
ち
後
れ
て
破
滅

す
る
主
人
公
の
作
家
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
リ
ア
ド
ン
と
、
鋭
い
現
代
感
覚
を
武

器
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
で
名
を
成
す
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ミ
ル
ヴ
ェ
イ

ン
と
が
登
場
す
る
。
信
奉
す
る
文
学
観
も
彼
ら
が
辿
る
運
命
も
、
あ
ら
ゆ

る
点
で
対
照
的
と
思
わ
れ
る
二
人
の
書
き
手
た
ち
は
、
し
か
し
な
が
ら
、

と
も
に
自
分
を
二
流
と
認
め
、「
書
く
こ
と
」
が
孕
む
違
和
感
や
無
意
味

さ
を
頻
繁
に
口
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
描
く

作
家
た
ち
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
創
作
の
行
為
そ
の
も
の
に
一
種
の
不
信

感
を
持
つ
不
安
な
書
き
手
た
ち
で
、
同
じ
く
作
家
を
主
人
公
と
す
る
デ
ィ

ケ
ン
ズ
の
自
伝
的
小
説
『
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
コ
パ
フ
ィ
ー
ル
ド
』（
一
八

四
九
〜
五
〇
年
）
に
お
い
て
、
語
り
手
で
主
人
公
で
も
あ
る
デ
イ
ヴ
ィ
ッ

ド
が
「
私
は
生
ま
れ
つ
き
作
家
に
な
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
、
運
に
も
恵
ま

れ
て
い
る
と
信
じ
る
根
拠
も
こ
の
時
に
は
得
て
い
た
。
だ
か
ら
、
自
信
を

持
っ
て
天
職
を
全
う
し
よ
う
と
し
た
」（
第
四
十
八
章
）
と
語
っ
て
、「
書
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く
こ
と
」
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
源
、
あ
る
い
は
自
己
実
現
の
確
か
な

手
段
と
し
て
肯
定
し
た
の
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
書
く
こ
と
」
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
い
て
、
本
当
に
無
意

味
な
だ
け
の
行
為
な
の
だ
ろ
う
か
。
創
作
の
虚
し
さ
が
頻
繁
に
示
さ
れ
る

一
方
で
、
た
と
え
ば
愛
書
家
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
悲
哀
と
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に

描
い
た
短
篇
「
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
ソ
ン
」（
一
九
〇
二
年
）
が
典
型
的
に
示

す
よ
う
に
、
彼
の
作
品
に
は
読
書
や
蔵
書
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
頻

繁
に
織
り
込
ま
れ
て
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え
る
。『
三
文
文
士
』
の
リ

ア
ド
ン
に
と
っ
て
、
大
英
博
物
館
の
図
書
室
（
図
①
）
は
「
真
の
わ
が
家
」

（
第
五
章
）
で
蔵
書
は
「
大
切
な
旧
友
」（
第
十
章
）
で
あ
り
、
そ
の
図
書

室
を
「
牢
獄
」
と
嫌
悪
す
る
メ
ア
リ
ア
ン
・
ユ
ー
ル
で
さ
え
、
人
が
一
生

か
か
っ
て
も
読
み
切
れ
な
い
「
良
書
」
が
こ
の
世
に
あ
る
こ
と
を
認
め
ず

に
は
い
ら
れ
な
い
（
第
八
章
）。
そ
し
て
、『
ヘ
ン
リ
ー
・
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト

の
私
記
』（
一
九
〇
一
年
。
以
下
、『
私
記
』
と
略
記
）
に
お
い
て
、
ラ
イ
ク

ロ
フ
ト
の
遺
稿
を
読
ん
だ
語
り
手
は
、
そ
こ
に
「
か
つ
て
私
た
ち
が
実
際

に
会
っ
て
話
し
た
時
よ
り
、
は
る
か
に
深
く
詳
し
い
彼
の
実
像
が
明
か
さ

れ
て
い
る
」（「
序
章
」）
と
し
て
、
書
き
手
の
自
己
表
出
に
手
記
の
存
在

価
値
を
見
出
し
て
い
る
。

『
私
記
』
の
語
り
手
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
も
書
か
れ
た
作
品
が
作
家

の
究
極
の
自
己
の
形
を
表
す
も
の
な
ら
、
自
己
投
影
を
創
作
の
核
と
す
る

ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
い
て
、「
自
己
」
の
本
質
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
書
く

こ
と
」、
あ
る
い
は
書
か
れ
た
作
品
を
「
読
む
こ
と
」
に
こ
そ
見
い
だ
さ

れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
書
く
こ
と
」
と
「
読
む
こ
と
」
に
も
っ
と
も
深

く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
『
三
文
文
士
』
と
『
私
記
』
を
中
心
に
、

ギ
ッ
シ
ン
グ
の
「
自
己
」
の
本
質
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

第
二
節

「
書
く
こ
と
」
と
自
己
抑
圧

『
三
文
文
士
』
に
お
い
て
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
は
、「
実
務
の
才
が
な
い

旧
式
の
芸
術
家
」
リ
ア
ド
ン
と
「
一
八
八
二
年
の
文
筆
家
」（
第
一
章
）

で
あ
る
自
分
と
を
対
比
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。
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「
今
ど
き
文
学
は
商
売
だ
。
宇
宙
の
力
だ
け
で
世
に
立
つ
天
才
は
別
に

し
て
、
今
の
文
壇
で
名
を
成
す
連
中
は
腕
利
き
の
商
売
人
な
の
だ
。
真
っ

先
に
頭
に
置
く
べ
き
は
市
場

マ
ー
ケ
ッ
ト
。
あ
る
商
品
の
売
れ
行
き
が
落
ち
た
ら
、
す

ぐ
さ
ま
目
新
し
い
食
欲
を
そ
そ
る
何
か
を
売
り
出
す
。
…
…
現
代
の
三
文

文
士
街
は
、
電
信
が
飛
び
交
う
場
だ
。
世
界
の
ど
こ
で
、
ど
ん
な
文
学
の

食
べ
物
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
、
す
べ
て
お
見
通
し
と
い
う
訳
さ
」

（
第
一
章
）

霊
　
感

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
宇
宙
の
力
に
感
じ
て
書
か
れ
た
は
ず
の
文
学
が
、「
芸

術
」
と
し
て
の
特
権
的
地
位
を
失
い
、
商
業
と
い
う
い
か
に
も
現
世
的
な

シ
ス
テ
ム
に
呑
み
込
ま
れ
て
い
く
一
八
八
〇
年
代
と
い
う
時
代
。
天
才
と

凡
人
と
い
う
階
層
的
対
比
に
よ
っ
て
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
言
い
表
し
て
い
る

の
は
、
じ
つ
は
「
文
学
」
と
い
う
概
念
の
歴
史
的
変
遷
の
過
程
で
も
あ
る
。

市
場
原
理
が
す
べ
て
を
支
配
す
る
そ
の
世
界
の
基
盤
を
な
す
の
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
金
銭
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
う
え
、「
金
を
持
て
ば
、

友
達
が
で
き
る
」
と
語
り
、
そ
の
「
知
り
合
い
」
が
貴
重
な
「
情
報
源
」

と
も
な
れ
ば
、
成
功
の
「
機
会
」
を
も
た
ら
す
宣
伝
網
で
も
あ
る
（
第
三

章
）
と
言
う
彼
は
、
と
も
に
社
会
を
循
環
し
、
交
換
に
よ
っ
て
価
値
を
得

る
金
銭
と
情
報
と
の
密
接
な
関
わ
り
と
、
そ
れ
ら
が
社
会
に
持
つ
強
大
な

影
響
力
を
鋭
く
認
識
し
て
い
る
の
だ
。
電
信
と
い
う
通
信
網
が
は
り
め
ぐ

ら
さ
れ
た
世
界
で
求
め
ら
れ
る
の
は
、「
世
界
の
ど
こ
で
、
ど
ん
な
文
学

の
食
べ
物
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
」
を
瞬
時
に
把
握
で
き
る
情
報
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
空
間
的
な
広
が
り
（
図
②
）
と
、
自
分
自
身
を
「
一
八
八
二
年
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の
文
筆
家
」
と
規
定
す
る
鋭
敏
な
時
間
感
覚
だ
ろ
う
。「
今
ど
き
」「
真
っ

先
に
」「
す
ぐ
さ
ま
」「
目
新
し
い
」
と
言
葉
を
重
ね
る
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
に

と
っ
て
、
時
間
は
過
去
か
ら
未
来
へ
と
続
く
連
続
し
た
流
れ
で
は
な
く
、

目
の
前
に
あ
る
一
瞬
、
断
片
化
さ
れ
た
「
今
、
こ
の
時
」
こ
そ
が
重
要
な

の
だ
。
作
品
を
読
者
の
「
食
欲
を
そ
そ
る
食
べ
物
」
と
す
る
比
喩
も
、
文

学
を
知
性
や
感
情
と
い
っ
た
、
持
続
的
な
精
神
活
動
か
ら
切
り
離
し
、
読

者
の
つ
か
の
間
の
欲
望
に
訴
え
て
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
消
費
さ
れ
る
極
め
て
断

片
的
か
つ
表
層
的
な
も
の
と
し
て
印
象
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。

レ
イ
チ
ェ
ル
・
ボ
ウ
ル
ビ
ー
は
、『
三
文
文
士
』
を
、「
そ
の
直
前
に
起

こ
っ
た
、
あ
る
い
は
当
時
起
こ
り
つ
つ
あ
っ
た
、
商
業
に
よ
る
芸
術
の
蚕

食
」（B

ow
lby

102

）
と
、「
文
化
は
、
新
商
業
や
そ
れ
が
迎
合
す
る
大
衆

社
会
と
は
両
立
し
得
な
い
の
だ
と
い
う
前
提
か
ら
生
じ
た
、
価
値
と
階
級

の
厳
酷
な
さ
ま
ざ
ま
の
二
項
対
立
」
が
生
み
出
す
「
袋
小
路
」
を
描
い
た

作
品
だ
と
言
う
（117

）。
た
し
か
に
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
自
ら
の
文
学
観

を
披
露
す
る
上
の
引
用
は
、「
商
業
に
よ
る
芸
術
の
蚕
食
」
を
見
事
に
象

徴
し
て
い
る
し
、
物
語
の
主
要
な
登
場
人
物
た
ち
は
、
リ
ア
ド
ン
と
ミ
ル

ヴ
ェ
イ
ン
を
中
心
に
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
際
立
っ
た
対
照
を
な
し
て
い
る
。

リ
ア
ド
ン
が
執
筆
に
つ
い
て
語
る
、

「
そ
れ
と
知
り
つ
つ
、
い
い
加
減
な
作
品
を
書
く
こ
と
に
尻
込
み
す
る

気
持
ち
が
あ
る
か
ら
ね
。
今
ど
き
の
作
家
は
そ
ん
な
こ
と
気
に
も
と
め
な

い
だ
ろ
う
。『
市
場
に
出
す
に
は
こ
れ
で
十
分
』。
彼
ら
は
そ
れ
で
満
足
な

の
だ
。
…
…
も
ち
ろ
ん
絶
対
的
な
価
値
基
準
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
た
し

か
に
、
ひ
ど
い
自
己
矛
盾
だ
ね
。
一
流
に
な
れ
な
い
と
知
っ
て
い
な
が
ら
、

作
品
を
で
き
る
限
り
良
く
し
よ
う
と
骨
身
を
削
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
」

（
第
四
章
）

と
い
う
言
葉
は
、
市
場
原
理
に
支
配
さ
れ
て
あ
ら
ゆ
る
価
値
が
相
対
化
さ

れ
た
文
壇
の
有
り
よ
う
を
、
彼
も
ま
た
正
し
く
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
し
か
し
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
と
同
じ
く
自
身
の
凡
夫
た
る
こ
と

を
認
め
な
が
ら
も
、
リ
ア
ド
ン
は
「
い
い
加
減
な
作
品
を
書
く
こ
と
に
尻

込
み
」
を
し
て
、「
自
己
矛
盾
」
と
知
り
つ
つ
、「
作
品
を
で
き
る
限
り
良

く
し
よ
う
と
骨
身
を
削
」
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
、「
確
か

な
文
学
的
価
値
の
あ
る
も
の
を
書
こ
う
な
ん
て
、
こ
れ
っ
ぽ
っ
ち
も
思
わ

な
い
」（
第
六
章
）
と
平
然
と
言
い
放
つ
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
と
は
対
照
的
に
、

作
品
や
人
間
の
内
在
的
価
値
に
対
す
る
信
頼
、
あ
る
い
は
こ
だ
わ
り
が
見

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
リ
ア
ド
ン
の
書
く
「
堅
実
な
性
格
描
写
」

に
支
え
ら
れ
た
「
純
粋
に
心
理
学
的
」（
第
五
章
）
な
作
品
は
、
彼
が
人

間
の
、
ひ
い
て
は
「
自
己
」
の
実
体
を
「
性
格
」
や
「
心
理
」
と
い
っ
た

内
面
世
界
に
置
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

リ
ア
ド
ン
が
示
す
内
実
へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
じ
つ
は
こ
の
物
語
に
登
場

す
る
失
敗
者
た
ち
に
共
通
す
る
も
の
だ
。
リ
ア
ド
ン
の
友
人
で
究
極
の
写

実
小
説
を
書
こ
う
と
す
る
ハ
ロ
ル
ド
・
ビ
ッ
フ
ェ
ン
は
、「
作
品
が
真
面

目
で
有
意
義
」（
第
三
十
一
章
）
で
あ
る
こ
と
を
執
筆
の
主
眼
と
し
、
ア
ル

フ
レ
ッ
ド
・
ユ
ー
ル
が
、「
一
冊
の
文
学
事
典
」
に
も
匹
敵
す
る
「
衒
学

的
個
性
」（
第
三
章
）
の
持
ち
主
と
さ
れ
な
が
ら
、
文
壇
で
名
を
成
さ
な
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か
っ
た
の
は
、
裕
福
な
妻
を
持
つ
同
業
者
フ
ァ
ッ
ジ
と
の
競
争
に
敗
れ
た

か
ら
だ
け
で
は
な
い
。

ユ
ー
ル
が
文
学
的
名
誉
な
ど
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
無
視
し
て
、
小
説

か
演
劇
を
製
造
す
る
こ
と
に
甘
ん
じ
て
い
た
ら
、
商
業
的
成
功
を
勝
ち
取

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
可
哀
相
に
彼
は
融
通
の
き
く
タ
イ
プ
で
は
な

か
っ
た
。
大
ま
じ
め
に
努
力
し
、
自
分
は
芸
術
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る

と
考
え
、
猛
烈
な
良
心
を
持
っ
て
野
心
を
追
求
し
た
の
だ
。

（
第
七
章
）

自
分
が
「
芸
術
作
品
を
生
み
出
し
て
い
る
」
と
信
じ
込
ん
で
い
る
ユ
ー
ル

は
、
自
身
の
二
流
た
る
こ
と
を
常
に
意
識
し
て
い
る
リ
ア
ド
ン
よ
り
、
さ

ら
に
一
時
代
前
の
書
き
手
と
い
え
る
。
し
か
し
、
市
場
原
理
が
支
配
す
る

文
壇
に
あ
っ
て
、「
文
学
的
名
誉
を
無
視
」
で
き
ず
、「
大
ま
じ
め
に
」

「
猛
烈
な
良
心
を
持
っ
て
」
執
筆
に
励
む
ユ
ー
ル
が
リ
ア
ド
ン
と
同
じ

「
内
実
」
へ
の
こ
だ
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

書
く
こ
と
は
、「
世
の
人
々
に
差
し
迫
っ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
持
つ
人
だ
け

の
喜
び
」
で
も
あ
れ
ば
「
特
権
」（
第
八
章
）
で
も
あ
る
、
と
考
え
る
ユ
ー

ル
の
娘
メ
ア
リ
ア
ン
も
ま
た
、「
書
く
こ
と
」
の
意
義
は
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」、

す
な
わ
ち
、
伝
達
さ
れ
る
べ
き
意
味
内
容
に
こ
そ
あ
る
と
い
う
。
し
か
し

彼
女
は
、
す
で
に
伝
え
る
べ
き
主
張
を
失
っ
た
父
親
の
た
め
に
、
来
る
日

も
来
る
日
も
大
英
博
物
館
の
図
書
室
で
資
料
を
収
集
し
、
そ
れ
を
編
集
す

る
自
分
を
、「
た
だ
の
読
み
書
き
の
機
械
」
と
感
じ
、
自
分
の
代
わ
り
に

「
古
い
本
を
何
冊
か
投
げ
込
ん
で
、
約つ

づ

め
、
混
ぜ
合
わ
せ
、
現
代
風
に
ア
レ

ン
ジ
し
て
、
今
日
の
消
費
に
適
し
た
一
冊
を
生
み
出
す
」「
文
学
機
械
」

（
第
八
章
）
が
現
れ
る
こ
と
を
夢
想
す
る
。
同
様
の
感
覚
は
、
創
作
に
行
き

づ
ま
っ
た
リ
ア
ド
ン
が
、「
意
志
の
ぜ
ん
ま
い
が
壊
れ
て
し
ま
い
」（
第
六

章
）、
自
分
が
「
自
動
機
械
」
に
な
っ
て
、「
ね
じ
を
巻
き
、
レ
バ
ー
を
押

さ
な
け
れ
ば
次
の
言
葉
が
出
て
こ
な
い
」（
第
十
一
章
）
と
考
え
る
こ
と
か

ら
も
読
み
取
れ
よ
う
。
主
体
性
の
核
と
も
い
う
べ
き
「
意
志
」
を
、
ぜ
ん

ま
い
仕
掛
け
の
壊
れ
た
機
械
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
い
リ
ア
ド
ン
は
、
言
葉

を
自
在
に
操
っ
て
作
品
を
紡
ぎ
出
す
ど
こ
ろ
か
、
空
虚
な
行
為
と
思
え
て

日
常
の
会
話
さ
え
、
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
。
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
「
機
械
的

な
訓
練
を
意
味
も
な
く
繰
り
返
す
」
だ
け
の
教
練
の
記
憶
を
、「
個
性
の
喪

失
」（「
春
」
第
十
九
章
）
と
呼
ぶ
。
独
自
の
内
面
を
備
え
た
充
実
し
た
「
自

己
」
の
理
想
と
、
す
べ
て
が
金
銭
に
よ
っ
て
空
洞
化
さ
れ
る
「
現
実
」
と

の
ギ
ャ
ッ
プ
。
そ
れ
こ
そ
が
、
登
場
人
物
に
、「
環
境
」
と
い
う
「
得
体
の

知
れ
な
い
影
響
力
」（『
三
文
文
士
』
第
六
章
）
に
操
ら
れ
る
無
意
味
な
「
機

械
」
と
し
て
の
自
分
自
身
を
、
認
識
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

リ
ア
ド
ン
を
は
じ
め
と
す
る
失
敗
者
た
ち
が
、
こ
の
現
実
と
理
想
と
の

ズ
レ
に
翻
弄
さ
れ
て
破
滅
す
る
な
ら
、
た
と
え
ば
、「
誇
張
も
飾
り
も
な

い
真
実
な
ん
か
に
耳
を
傾
け
る
奴
は
い
な
い
さ
。
大
衆
の
耳
を
引
き
つ
け

る
に
は
、
大
声
で
怒
鳴
る
し
か
な
い
」
と
語
っ
て
、
執
筆
に
お
け
る
「
誇

張
」
や
「
嘘
」（
第
三
十
三
章
）
を
む
し
ろ
成
功
の
秘
訣
と
し
て
積
極
的
に

肯
定
す
る
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
に
は
、
そ
う
し
た
「
内
実
」
へ
の
こ
だ
わ
り
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
妻
エ
イ
ミ
の
愛
情
を
空
し
く
求
め
続
け
た
リ
ア

ド
ン
や
、
そ
の
彼
女
に
報
わ
れ
な
い
愛
を
抱
い
て
自
殺
す
る
ビ
ッ
フ
ェ
ン
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と
は
違
っ
て
、「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
」
な
ど
「
自
己
欺
瞞
」
に
過
ぎ

ず
、「
結
婚
と
は
、
か
す
か
な
好
み
が
環
境
に
後
押
し
さ
れ
、
ゆ
っ
く
り

と
高
ま
っ
て
強
い
性
的
な
感
情
を
生
ん
だ
結
果
」（
第
二
十
二
章
）
だ
と
言

う
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
に
と
っ
て
、
人
間
と
は
環
境
に
支
配
さ
れ
、
持
続
す
る

自
己
を
持
た
な
い
空
虚
な
存
在
で
し
か
な
い
。
彼
が
、
作
品
を
書
く
コ
ツ

を
「
下
品
な
思
想
や
感
情
を
、
下
品
な
考
え
と
感
情
の
持
ち
主
を
喜
ば
す

や
り
方
で
表
現
す
る
こ
と
だ
」（
第
二
十
八
章
）
と
し
て
、
内
容
で
は
な
く

表
現
に
こ
そ
「
書
く
こ
と
」
の
意
義
を
見
い
だ
す
の
は
、
そ
う
し
た
彼
の

人
間
観
を
反
映
す
る
。
同
様
の
姿
勢
は
、『
チ
ッ
ト
・
チ
ャ
ッ
ト
』
と
い

う
大
衆
向
け
雑
誌
の
発
案
で
成
功
を
収
め
る
ウ
ェ
ル
プ
デ
イ
ル
の
、「
屑

同
然
の
書
き
物
だ
っ
て
、
扱
い
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
す
ば
ら
し
い
読
み
物

に
で
き
る
」（
第
三
十
三
章
）
と
い
う
言
葉
に
も
明
ら
か
だ
。

本
来
、
人
間
の
思
考
や
感
情
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
は
ず
の
文
学
と
い

う
世
界
に
お
い
て
、
自
己
や
作
品
の
「
内
実
」
に
こ
だ
わ
る
者
た
ち
は
こ

と
ご
と
く
破
滅
し
、
内
的
価
値
の
一
切
を
否
定
し
て
表
層
に
遊
ぶ
者
た
ち

が
繁
栄
へ
の
道
を
ひ
た
走
る
不
条
理
。
嗤
う
べ
き
は
、
商
業
主
義
に
支
配

さ
れ
て
す
べ
て
の
価
値
が
空
洞
化
し
た
文
壇
や
社
会
の
浮
薄
な
有
り
よ
う

な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
環
境
に
適
応
で
き
な
い
時
代
遅
れ
の
人

間
な
の
か
。
登
場
人
物
が
形
づ
く
る
露
骨
な
ま
で
の
二
項
対
立
と
、
彼
ら

に
与
え
ら
れ
る
皮
肉
な
運
命
と
は
、
レ
イ
チ
ェ
ル
・
ボ
ウ
ル
ビ
ー
も
指
摘

す
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
出
口
の
な
い
「
袋
小
路
」
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
問

い
を
読
者
に
突
き
つ
け
て
い
る
か
の
よ
う
だ

（
４
）
。
し
か
し
、
当
時
の
社
会
が

陥
っ
た
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
、
社
会
改
革
を
求
め
る
一
種
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ

と
す
る
の
で
は
な
く
、
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
と
し
て
淡
々
と
写

実
す
る
は
ず
の
こ
の
小
説
に
お
い
て

（
５
）
、
鋭
い
現
実
認
識
を
武
器
に
成
功
へ

の
階
を
駆
け
上
る
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
、
商
業
主
義
に
則
っ
た
自
身
の
執
筆

に
関
す
る
信
条
を
吹
聴
す
る
た
び
に
、「
天
才
と
い
う
な
ら
話
は
別
だ
が
」

（
第
二
十
四
章
）、
あ
る
い
は
「
神
の
ご
と
き
霊
感
な
ど
、
別
世
界
の
こ
と

だ
」（
第
一
章
）
と
言
い
添
え
て
、
リ
ア
ド
ン
と
同
じ
く
自
分
が
二
流
で

あ
る
こ
と
を
常
に
強
調
す
る
の
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
己
と
社
会
の
現
実
に
つ
い
て
の
彼
の

冷
徹
な
認
識
を
示
す
も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
の
言
葉
は
、

た
と
え
実
際
に
は
手
の
届
か
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
商
業
主
義

か
ら
自
由
な
執
筆
の
理
想
郷
の
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
描
き
出
さ
れ
た

「
袋
小
路
」
の
外
側
の
世
界
の
あ
る
可
能
性
を
、
読
者
に
意
識
さ
せ
る
こ

と
に
も
な
る
は
ず
だ
。

じ
っ
さ
い
、
書
く
こ
と
を
、
文
体
の
妙
を
競
う
だ
け
の
「
頭
の
体
操
」

（
第
十
四
章
）
と
呼
ぶ
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
、
リ
ア
ド
ン
の
著
作
を
再
版
す

る
こ
と
を
条
件
に
書
い
た
追
悼
文
は
、

す
ば
ら
し
い
文
章
で
…
…
そ
こ
か
し
こ
に
真
情
が
溢
れ
て
い
た
。
…
…
ほ

め
言
葉
は
誇
張
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
リ
ア
ド
ン
の
作
品
の
最
良
の
部
分

が
す
べ
て
見
事
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ス
パ
ー
を
知
る
者
な
ら
、
こ

れ
を
読
む
ま
で
は
、
自
分
よ
り
ず
っ
と
立
派
な
あ
の
男
を
、
彼
が
こ
れ
ほ

ど
き
ち
ん
と
評
価
で
き
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
（
第
三
十
三
章
）
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と
評
さ
れ
て
、
彼
が
公
言
す
る
、
大
衆
を
引
き
つ
け
る
た
め
に
は
「
誇
張

や
嘘
」
も
辞
さ
な
い
、
と
い
う
執
筆
の
原
理
を
裏
切
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
こ
う
し
た
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
変
節
、
あ
る
い
は
矛
盾
を
彼
の
善
良
さ

の
証
と
見
る
批
評
も
あ
る

（
６
）

。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
こ
の
追
悼
文
が
、
彼
が

「
好
き
だ
っ
た
し
、
尊
敬
も
し
て
い
た
」（
第
十
二
章
）
リ
ア
ド
ン
の
著
作

を
復
刻
す
る
広
告
文
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。す
な
わ
ち
、

商
業
主
義
と
個
人
的
嗜
好
と
が
複
雑
に
交
錯
す
る
中
で
示
さ
れ
る
、
リ
ア

ド
ン
に
対
す
る
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
こ
の
異
例
と
も
い
う
べ
き
真
摯
な
オ
マ

ー
ジ
ュ
は
、
商
業
主
義
の
旗
手
で
あ
る
彼
自
身
も
ま
た
リ
ア
ド
ン
と
同
じ

く
、
人
間
や
文
学
の
内
在
的
価
値
へ
の
信
仰
を
密
か
に
持
ち
続
け
て
い
る

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る

（
７
）
。

鋭
い
現
実
認
識
と
見
事
な
適
応
力
に
よ
っ
て
、
栄
達
の
道
を
駆
け
上
る

ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
内
包
す
る
こ
の
矛
盾
は
、
一
見
明
確
に
切
り
分
け
ら
れ

た
『
三
文
文
士
』
の
二
項
対
立
的
な
世
界
を
大
き
く
揺
さ
ぶ
る
だ
ろ
う
。

リ
ア
ド
ン
を
は
じ
め
と
す
る
失
敗
者
た
ち
の
内
実
へ
の
こ
だ
わ
り
を
、
ミ

ル
ヴ
ェ
イ
ン
も
ま
た
共
有
し
て
い
る
な
ら
、
い
か
に
時
代
の
趨
勢
に
乗
っ

て
楽
々
と
執
筆
を
こ
な
し
、
世
俗
的
な
成
功
を
得
よ
う
と
も
、
結
局
の
と

こ
ろ
、
彼
に
と
っ
て
「
書
く
こ
と
」
は
、
決
し
て
自
己
実
現
の
手
段
な
ど

で
は
な
く
、
む
し
ろ
リ
ア
ド
ン
の
場
合
と
同
じ
く
、
大
き
な
鬱
屈
、
自
己

抑
圧
を
も
た
ら
す
作
業
に
な
る
か
ら
だ
。
成
功
者
も
失
敗
者
も
、
内
実
に

こ
だ
わ
る
者
も
表
層
に
遊
ぶ
者
も
、「
書
く
こ
と
」
に
関
わ
る
者
す
べ
て

が
真
の
意
味
で
自
己
を
解
放
す
る
手
段
を
奪
わ
れ
た
虚
ろ
な
世
界
。
そ
こ

で
前
景
化
さ
れ
る
の
は
、「
書
く
こ
と
」
が
も
た
ら
す
「
自
己
」
の
空
洞

化
の
現
実
と
、
そ
う
し
た
世
界
に
あ
っ
て
、
も
は
や
決
し
て
実
現
さ
れ
る

こ
と
の
な
い
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
誰
も
が
手
放
す
こ
と
の
で

き
な
い
空
虚
な
夢
と
し
て
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
文
学
的
理
想
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

第
三
節

「
読
む
こ
と
」
と
自
己
充
足

「
書
く
こ
と
」
の
孕
む
問
題
性
を
追
求
す
る
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
は
、

上
に
見
た
『
三
文
文
士
』
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、『
私
記
』
に

お
い
て
、
作
家
で
あ
っ
た
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、「
自
由
と
威
厳
」
に
満
ち

て
い
る
は
ず
の
執
筆
生
活
が
、
作
家
の
「
自
立
」
を
保
証
す
る
ど
こ
ろ
か
、

編
集
者
や
出
版
者
、
そ
し
て
読
者
と
い
っ
た
「
多
く
の
人
の
奴
隷
」（「
春
」

第
九
章
）
と
な
る
現
実
を
嘆
い
て
い
る

（
８
）

。
こ
の
よ
う
に
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に

お
け
る
「
書
く
こ
と
」
が
、
常
に
書
き
手
に
自
己
抑
圧
を
強
い
る
の
は
、

そ
れ
が
読
み
手
と
の
関
係
性
な
し
に
成
り
立
た
な
い
行
為
で
あ
る
か
ら
か

も
し
れ
な
い
。
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、
さ
ら
に
、「
自
己
と
世
界
」
が
「
敵

対
関
係
」（「
春
」
第
八
章
）
に
あ
る
と
感
じ
、「
世
間
が
時
代
の
性
質
を
左

右
す
る
場
合
に
は
、
不
信
や
恐
怖
を
感
じ
る
し
、
目
に
見
え
る
大
衆
の
形

を
取
る
と
、
そ
こ
か
ら
尻
込
み
し
て
遠
ざ
か
り
、
し
ば
し
ば
憎
悪
を
抱
か

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
」（「
春
」
第
十
六
章
）
と
言
う
。
そ
の
彼
が
、
長
い

間
「
世
間
と
は
ロ
ン
ド
ン
の
群
衆
を
意
味
し
て
い
た
」（「
春
」
第
十
六
章
）

と
言
う
の
は
、「
書
く
こ
と
」
が
い
わ
ゆ
る
「
群
衆
の
中
の
孤
独
」
を
、

都
市
に
お
け
る
自
己
疎
外
の
状
況
を
象
徴
す
る
こ
と
を
示
唆
す
る
の
で
あ
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る
。「

書
く
こ
と
」
が
自
己
疎
外
へ
と
つ
な
が
る
な
ら
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お

い
て
「
自
己
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
唯
一
実
感
さ
せ
る
の
が
、「
読

む
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
す
で
に
、『
三
文
文
士
』
の
リ
ア
ド
ン
に
と

っ
て
、
蔵
書
が
「
大
切
な
旧
友
」
で
、
大
英
博
物
館
の
図
書
室
が
「
真
の

わ
が
家
」
で
あ
る
こ
と
は
見
た
が
、
そ
の
図
書
室
の
居
心
地
の
よ
さ
が
、

部
屋
の
暖
か
さ
が
彼
を
優
し
く
包
み
、
あ
た
り
を
満
た
す
空
気
が
孕
む
独

特
の
香
り
…
…
は
彼
に
と
っ
て
次
第
に
愛
お
し
く
喜
ば
し
い
も
の
と
な
っ

た
。

（
第
五
章
）

と
紹
介
さ
れ
る
の
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
示
さ
れ
る
暖
か
さ

や
匂
い
な
ど
の
感
覚
的
な
描
写
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
語
る
読
書
体
験
に
共

通
す
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
か
ら
だ
。

た
と
え
ば
、
読
書
の
至
福
に
関
し
て
も
っ
と
も
多
く
の
記
述
が
あ
る

『
私
記
』
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の
中
で
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、「
蔵
書
の
ひ

と
つ
ひ
と
つ
を
匂
い
で
識
別
で
き
る
し
、
鼻
を
ペ
ー
ジ
に
近
づ
け
た
だ
け

で
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
思
い
出
す
」（「
春
」
第
十
二
章
）
と
言
う
。
す
な

わ
ち
、
ミ
ル
マ
ン
版
の
ギ
ボ
ン
の
匂
い
は
、「
そ
れ
が
賞
品
と
し
て
与
え

ら
れ
た
瞬
間
の
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
な
幸
福
感
を
丸
ご
と
呼
び
起
こ
」（「
春
」

第
十
二
章
）
す
。
そ
し
て
、
リ
デ
ル
と
ス
コ
ッ
ト
の
希
英
辞
書
に
つ
い
て

は
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

そ
れ
を
開
い
て
、
ペ
ー
ジ
の
匂
い
が
嗅
げ
る
ほ
ど
顔
を
近
づ
け
る
と
、
真

新
し
い
そ
の
本
を
は
じ
め
て
使
っ
た
少
年
時
代
の
あ
の
日
（
そ
の
日
付
が

見
返
し
に
、
は
る
か
昔
に
死
ん
だ
者
の
手
で
記
し
て
あ
る
）
に
再
び
戻
っ

て
い
る
。
夏
の
日
で
、
い
か
に
も
子
供
っ
ぽ
く
、
不
安
と
喜
び
に
ぶ
る
ぶ

る
震
え
な
が
ら
眺
め
た
そ
の
見
慣
れ
ぬ
ペ
ー
ジ
に
は
、
柔
ら
か
な
日
の
光

が
降
り
注
ぎ
、
そ
れ
が
永
遠
に
私
の
心
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

（「
夏
」
第
九
章
）

い
ず
れ
の
場
合
も
「
読
む
こ
と
」
は
書
か
れ
た
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
よ

り
も
、
蔵
書
の
「
匂
い
」、
あ
る
い
は
ミ
ル
マ
ン
版
や
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
版
と
い
っ
た
本
の
形
や
活
字
、そ
し
て
余
白
や
手
触
り
を
き
っ
か
け
に

（
９
）

、

過
去
の
「
幸
福
感
」
や
「
不
安
と
喜
び
」
に
満
ち
た
「
身
震
い
」、
さ
ら

に
は
ペ
ー
ジ
に
降
り
注
い
で
い
た
日
光
の
明
る
さ
や
暖
か
さ
と
い
っ
た
感

情
や
微
妙
な
身
体
感
覚
を
、
ま
る
で
「
あ
の
日
に
再
び
戻
っ
」
た
か
の
よ

う
に
「
丸
ご
と
」
呼
び
起
こ
す
こ
と
な
の
だ
。
ペ
ー
ジ
に
降
り
注
ぐ
日
光

が
「
永
遠
に
私
の
心
に
と
ど
ま
る
」
と
い
う
記
述
が
示
す
よ
う
に
、
呼
び

起
こ
さ
れ
た
過
去
は
、
さ
ら
に
永
遠
の
未
来
へ
と
結
ば
れ
て
、
読
者
は
そ

の
瞬
間
、
欠
け
る
こ
と
の
な
い
十
全
な
「
自
己
」
の
感
覚
に
満
た
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

三
百
ポ
ン
ド
の
遺
産
を
得
て
エ
ク
セ
タ
ー
に
隠
遁
す
る
ま
で
、
ロ
ン
ド

ン
で
作
家
と
し
て
「
決
ま
り
き
っ
た
仕
事
を
控
え
め
に
こ
つ
こ
つ
と
こ
な

す
生
活
を
自
ら
に
強
い
て
き
た
」（「
序
章
」）
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
に
と
っ
て
、

「
書
く
こ
と
」
は
ま
さ
に
リ
ア
ド
ン
や
メ
ア
リ
ア
ン
と
同
じ
く
主
体
性
を
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持
た
な
い
無
機
的
な
機
械
に
自
分
自
身
を
変
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ロ
ン

ド
ン
に
、
断
片
化
さ
れ
た
現
在
に
（「
僕
が
書
く
相
手
は
今
、
ま
が
う
か
た

な
き
今
だ
。
僕
の
書
く
物
は
、
今
と
関
わ
ら
な
け
れ
ば
価
値
が
な
い
」（『
三
文

文
士
』
第
二
十
八
章
）
と
い
う
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
言
葉
を
見
よ
）、
そ
し
て
自

己
疎
外
に
、「
書
く
こ
と
」
が
つ
な
が
る
と
す
れ
ば
、「
読
む
こ
と
」
は
、

田
園
に
、
過
去
の
記
憶
に
、
そ
し
て
自
己
充
足
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

ロ
ン
ド
ン
で
の
文
筆
生
活
に
別
れ
を
告
げ
、
田
舎
に
移
り
住
ん
だ
ラ
イ

ク
ロ
フ
ト
が
手
に
入
れ
た
の
は
、
た
っ
た
一
人
で
自
然
に
囲
ま
れ
な
が
ら

読
書
す
る
生
活
で
、

読
書
を
妨
げ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
ム
ネ
ア
カ
ヒ
ワ
の
歌
、
ミ
ツ
バ
チ
の

ハ
ミ
ン
グ
。
こ
れ
が
私
の
聖
所
を
取
り
巻
く
音
だ
。
ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
も

そ
よ
と
も
言
わ
な
い
。

（「
夏
」
第
五
章
）

と
い
う
描
写
が
示
す
よ
う
に
、「
読
む
こ
と
」
は
ま
さ
に
自
然
と
一
体
化

す
る
行
為
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
「
読
む
こ
と
」
は
、
同
じ
身
体
感
覚
と
は

い
っ
て
も
、
先
に
見
た
嗅
覚
や
触
覚
で
は
な
く
、
鳥
や
蜂
が
発
す
る
自
然

の
音
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
、
テ
ニ
ス
ン
の
『
イ
ン
・
メ

モ
リ
ア
ム
』（
一
八
五
〇
年
）
を
手
に
取
る
と
、「
遙
か
昔
の
声
」、「
詩
を

理
解
す
る
術
を
教
え
て
く
れ
た
声
」
が
そ
の
詩
行
を
再
び
読
み
聞
か
せ
て

く
れ
る
の
が
聞
こ
え
る
（「
冬
」
第
十
九
章
）
と
い
う
記
述
に
も
示
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
読
む
こ
と
」
と
聴
覚
と
の
関
わ
り
は
ま
た
、
田

舎
道
で
ふ
と
耳
に
し
た
農
夫
の
歌
声
が
、
か
つ
て
旅
し
た
パ
エ
ス
ト
ゥ
ム

の
廃
墟
（
図
③
）
へ
と
た
ち
ま
ち
彼
を
運
び
、「
蜂
蜜
色
の
石
灰
華
の
巨

大
な
ド
ー
リ
ア
式
の
柱
」
や
「
柱
の
間
の
細
長
い
海
」、
そ
し
て
「
ア
ペ

ニ
ン
山
脈
の
紫
色
の
峡
谷
」
な
ど
を
目
の
当
た
り
に
す
る
（「
秋
」
第
十
九

章
）
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
て
、「
読
む
こ
と
」

は
、
田
園
に
、
過
去
の
記
憶
に
、
さ
ら
に
究
極
の
憧
れ
の
地
で
あ
る
イ
タ

リ
ア
や
ギ
リ
シ
ャ
へ
、
ひ
い
て
は
そ
の
憧
れ
の
源
泉
と
も
な
っ
た
ホ
メ
ロ

ス
や
ダ
ン
テ
な
ど
の
天
才
の
世
界
、
つ
ま
り
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
「
異
次

元
の
世
界
」（『
三
文
文
士
』
第
一
章
）
と
呼
ん
だ
文
学
の
理
想
郷
へ
と
結

び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
も
ま
た
、
農
夫
の
歌

声
を
聞
く
と
い
う
聴
覚
的
な
出
来
事
が
、
色
や
形
な
ど
の
視
覚
的
な
風
景

へ
と
つ
な
が
っ
て
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
に
お
け
る
イ
タ
リ
ア
体
験
、
そ
し
て
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読
書
と
い
う
行
為
が
、
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
感
覚
を
刺
激
し
、
生
き

生
き
と
活
動
さ
せ
る
自
己
充
足
、
あ
る
い
は
自
己
実
現
の
場
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
の
だ
。『
三
文
文
士
』
に
お
い
て
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
と
リ
ア
ド
ン

と
い
う
一
見
対
照
的
な
書
き
手
た
ち
が
夢
見
続
け
た
文
学
の
理
想
郷
、
真

の
自
己
実
現
と
し
て
の
文
学
世
界
は
、
こ
う
し
て
「
読
む
こ
と
」
を
通
し

て
読
者
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、「
書
く
こ
と
」
に
伴
う
苦
悩
や
疎
外
感
を
ギ
ッ
シ
ン
グ
が
あ

れ
ほ
ど
切
実
に
描
い
た
背
後
に
は
、「
読
者
」
へ
の
根
強
い
不
信
が
横
た

わ
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
と
す
れ
ば
、「
読
む
こ
と
」
を
こ
れ
ほ
ど
や
す
や

す
と
、し
か
も
読
者
自
身
の
自
己
実
現
を
も
た
ら
す
も
の
と
す
る
こ
と
に
、

わ
れ
わ
れ
は
微
妙
な
違
和
感
を
覚
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で

読
書
の
対
象
と
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
い
わ
ゆ
る
天
才
の
作
品

で
、
そ
れ
を
「
読
む
」
人
間
も
ま
た
愚
か
な
一
般
大
衆
で
は
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
ギ
ッ
シ
ン
グ
自
身
の
才
能
へ
の
不
安
と
、
真
の

文
学
的
価
値
を
理
解
し
え
な
い
無
知
な
読
者
大
衆
に
対
す
る
軽
蔑
が
、
逆

説
的
な
形
で
そ
こ
に
表
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
た
と
え

ば
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
の
手
記
を
読
ん
だ
語
り
手
が
、「
自
分
自
身
の
満
足

の
た
め
だ
け
に
書
か
れ
た
」
そ
の
本
に
著
者
の
「
思
考
や
思
い
出
や
少
し

ば
か
り
の
夢
や
心
の
状
態
」、
す
な
わ
ち
作
者
の
「
自
己
」
の
姿
が
、
心

の
赴
く
ま
ま
に
書
き
と
め
ら
れ
て
あ
る
（「
序
章
」）
の
を
見
出
す
よ
う
に
、

本
来
読
書
と
は
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
「
自
己
」

の
有
り
よ
う
を
追
体
験
す
る
行
為
で
あ
る
は
ず
だ
。

た
し
か
に
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
、「
本
を
読
み
、
読
み
続
け
て
、
不
毛

な
自
己
を
絶
え
間
な
く
忘
れ
去
り
、
他
者
の
精
神
の
活
動
に
身
を
任
せ
る

方
が
よ
い
」（「
夏
」
第
九
章
）
と
語
る
時
、
そ
こ
に
は
他
者
の
精
神
の
追

体
験
と
し
て
の
読
書
の
可
能
性
が
示
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
ギ
ッ
シ

ン
グ
が
描
き
出
す
読
書
の
喜
び
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
書
か
れ
た
本
の

内
容
を
辿
る
こ
と
よ
り
も
、
匂
い
や
活
字
な
ど
の
感
覚
的
な
刺
激
に
よ
っ

て
読
者
が
失
わ
れ
た
自
分
自
身
の
過
去
の
記
憶
を
呼
び
起
こ
し
、
十
全
な

自
己
の
感
覚
を
取
り
戻
す
、
読
者
の
側
の
極
め
て
一
方
的
な
自
己
実
現
の

行
為
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
、
単
な
る
「
書
き
物
」
で

は
な
い
真
の
「
文
学
」
と
賞
賛
す
る
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ウ
ォ
ー
ル
ト
ン
の
作

品
を
読
む
楽
し
み
を
、「
そ
の
す
ば
ら
し
さ
を
理
解
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
風
味
を
味
わ
う
こ
と
」（「
夏
」
第
三
章
）
と
説
明
す
る
こ
と
に
、
注

意
し
て
お
こ
う
。「
風
味
を
味
わ
う
（savour

）」
と
い
う
言
葉
が
示
す
と

お
り
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
「
読
む
こ
と
」
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
嗅

覚
や
味
覚
な
ど
の
五
感
を
存
分
に
働
か
せ
て
自
己
を
活
性
化
す
る
身
体
的

行
為
と
し
て
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
。
そ
の
矛
盾

に
こ
そ
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
考
え
る
「
自
己
」
の
本
質
が
隠
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。

第
四
節

「
自
己
」
の
本
質

ロ
ン
ド
ン
で
の
不
安
な
執
筆
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
一
人
田
舎
で
読

書
す
る
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、「
こ
の
世
の
中
で
私
ほ
ど
固
有
性
に
こ
だ
わ

る
者
は
い
な
い
。
身
体
の
隅
々
ま
で
強
烈
な
個
人
主
義
者
は
い
な
い
」
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（「
夏
」
第
十
二
章
）
と
語
っ
て
、
確
か
な
輪
郭
を
持
っ
た
自
己
の
あ
る
こ

と
を
主
張
す
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
る
確
固
た
る
「
自
己
」
の
感
覚
は
、
先

に
見
た
読
書
の
至
福
が
生
み
出
す
十
全
た
る
「
自
己
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ

な
が
る
も
の
だ
ろ
う
。「
自
己
中
心
的
」
で
あ
る
こ
と
を
「
美
徳
」
と
し
、

「
骨
の
髄
ま
で
の
利
己
主
義
者
」（「
春
」
第
九
章
）
を
自
認
す
る
彼
が
、
個

人
と
し
て
の
人
間
に
「
善
を
行
う
気
質
」
を
認
め
る
一
方
で
、
そ
れ
が
集

団
に
な
る
と
、「
独
自
の
考
え
」
を
持
た
ず
、「
周
囲
に
促
さ
れ
て
悪
に
走

る
」「
愚
か
で
卑
し
い
」
生
き
物
（「
春
」
第
十
六
章
）
に
な
る
と
言
う
時
、

彼
に
と
っ
て
「
自
己
」
の
本
質
と
は
、
道
徳
的
な
性
向
や
思
考
と
い
っ
た

内
面
世
界
、
い
わ
ゆ
る
人
間
の
精
神
活
動
を
意
味
す
る
の
は
明
ら
か
だ
。

じ
っ
さ
い
彼
は
、「
こ
の
身
体
は
『
精
神
（m

ind

）
の
衣
服
、
あ
る
い
は

住
ま
い
』
と
し
て
あ
る
だ
け
の
こ
と
。
こ
の
身
を
い
か
に
痛
め
つ
け
よ
う

と
、
私
は
、
真
の
私
は
、
別
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
自
分
自
身
を
統
治
し

続
け
る
」（「
秋
」
第
十
四
章
）
と
高
ら
か
に
宣
言
し
て
、
自
己
の
本
質
を

肉
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
精
神
活
動
に
見
出
し
、
さ
ら
に
、
そ
の

人
間
の
「
英
知
」
を
「
頭
（brain

）」
と
「
心
（heart

）」
に
分
割
し
て
、

後
者
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
（「
春
」
第
十
六
章
）。
そ
し
て
こ
の
「
心
」

の
英
知
に
支
え
ら
れ
た
純
粋
に
精
神
的
な
固
有
の
自
己
を
、
周
囲
を
取
り

巻
く
不
条
理
な
「
環
境
」、「
独
自
の
考
え
を
持
た
な
い
」
無
定
形
の
暴
力

的
な
「
大
衆
」
に
対
置
す
る
の
で
あ
る
。

確
か
な
「
自
己
」
の
拠
り
所
を
精
神
に
、
そ
し
て
感
情
の
動
き
に
置
く

ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、『
三
文
文
士
』
の
リ
ア
ド
ン
と
同
じ
く
人
間
の
内
在

的
価
値
の
信
奉
者
と
い
え
る
。
し
か
し
、「
穏
和
で
想
像
力
に
溢
れ
る
豊

か
な
美
徳
の
持
ち
主
」
で
あ
る
リ
ア
ド
ン
が
、「
粗
野
で
荒
廃
し
た
こ
の

世
の
労
働
市
場
」（
第
三
十
一
章
）
に
あ
っ
て
、
激
し
い
自
己
疎
外
に
さ
い

な
ま
れ
た
よ
う
に
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
示
す
こ
の
極
め
て
ロ
マ
ン
主
義
的

な
人
間
観
が
、
同
時
に
彼
が
自
ら
打
ち
立
て
た
は
ず
の
「
自
己
」
の
輪
郭

を
揺
る
が
せ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
安
を
も
た
ら
す
こ
と
も
否
定
で

き
な
い

（
10
）
。
た
と
え
ば
、「
意
志
は
、
環
境
に
対
し
て
は
無
力
だ
が
、
魂

（soul

）
の
性
向
を
形
作
る
の
は
思
い
の
ま
ま
だ
」
と
し
て
、「
自
己
鍛
錬
」

の
重
要
さ
を
説
い
た
途
端
に
、
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、「
あ
り
っ
た
け
の
激

情
を
思
う
さ
ま
爆
発
さ
せ
る
」
方
が
は
る
か
に
「
自
然
の
命
ず
る
と
こ
ろ
」

に
か
な
っ
た
生
き
方
だ
と
感
じ
、「
得
体
の
知
れ
な
い
不
正
な
力
に
反
抗

し
、
糾
弾
の
叫
び
声
を
上
げ
よ
と
命
じ
る
何
か
が
魂
の
中
に
あ
る
」
の
を

知
る
（「
秋
」
第
十
三
章
）。
抗
い
が
た
い
運
命
の
受
容
を
勧
め
る
「
意
志
」

が
「
頭
」
に
、
理
性
の
働
き
に
関
わ
る
な
ら
、
そ
れ
に
反
発
す
る
「
情
念
」

は
「
心
」、
つ
ま
り
感
情
の
動
き
を
表
す
だ
ろ
う
。「
頭
」
と
「
心
」
と
が

激
し
く
葛
藤
す
る
こ
の
場
面
で
、「
運
命
を
甘
受
す
る
こ
と
が
、
知
恵
で

あ
り
道
徳
的
義
務
で
あ
る
と
、
ど
う
す
れ
ば
確
信
で
き
る
の
か
」
と
「
答

え
の
な
い
問
い
を
果
て
し
な
く
問
い
」（「
秋
」
第
十
三
章
）
続
け
る
ラ
イ

ク
ロ
フ
ト
は
、
自
己
の
輪
郭
を
形
づ
く
る
は
ず
の
「
心
」
が
、
時
に
「
英

知
」
と
は
相
容
れ
な
い
不
条
理
な
「
情
念
」
を
孕
み
、
自
己
確
立
な
ら
ぬ

自
己
分
裂
を
も
た
ら
す
可
能
性
を
意
識
せ
ず
に
は
い
な
い
。

同
様
の
こ
と
は
、
自
己
の
本
質
を
肉
体
と
は
異
な
る
精
神
に
見
出
し
、

そ
の
精
神
の
肉
体
に
対
す
る
優
位
を
宣
言
し
た
彼
が
、
す
ぐ
続
い
て
、
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と
こ
ろ
が
、
記
憶
も
理
性
も
私
の
知
的
な
能
力
の
す
べ
て
が
、
混
沌
た
る

忘
却
に
呑
み
込
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
魂
（soul

）
と
精
神
（m

ind

）

は
別
の
も
の
か
？
　
そ
れ
な
ら
、
私
に
は
魂
の
存
在
が
全
く
意
識
で
き
な

い
。
私
に
と
っ
て
、
魂
と
精
神
は
一
つ
の
も
の
だ
。
そ
し
て
、
今
ま
さ
に

思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
私
の
存
在
を
保
証
す
る
あ
の
要
素
は
、

「
こ
こ
」
に
、
頭
が
ず
き
ず
き
と
脈
打
っ
て
激
し
く
痛
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。

苦
痛
が
も
う
少
し
増
せ
ば
、
私
は
も
は
や
私
で
は
な
く
な
る
。
…
…
明
ら

か
な
の
は
、
私
と
い
う
存
在
は
肉
体
的
な
諸
要
素
が
形
作
る
あ
る
均
衡
、

つ
ま
り
私
た
ち
が
健
康
と
呼
ぶ
も
の
で
な
り
た
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

だ
。

（「
秋
」
第
十
四
章
）

と
い
う
こ
と
か
ら
も
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う
。
自
己
の
「
存
在
を
保
証
す
る

要
素
」
が
「
頭
が
ず
き
ず
き
と
脈
打
っ
て
激
し
く
痛
む
と
こ
ろ
」
に
あ
る

と
い
う
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、
先
の
発
言
と
は
対
照
的
に
、
自
己
の
存
在
の

核
が
精
神
で
は
な
く
む
し
ろ
肉
体
に
こ
そ
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
実
感
さ
せ

ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
彼
に
と
っ
て
「
魂
」
と
「
精
神
」（
こ
こ
で
は
「
心
」

と
「
頭
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
）
と
が
不
可
分
な
も
の
で

あ
る
よ
う
に
、
一
度
は
峻
別
し
た
は
ず
の
「
肉
体
」
と
「
精
神
」
の
境
も

ま
た
明
確
な
輪
郭
を
失
っ
て
一
体
化
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
あ
れ
ほ
ど
高
ら
か
に
そ
の
固
有
性
を
謳
わ
れ
た
「
自

己
」
は
、
そ
の
実
体
を
定
義
し
よ
う
と
し
た
途
端
に
、
与
え
ら
れ
た
定
義

の
枠
組
を
つ
ぎ
つ
ぎ
と
す
り
抜
け
て
、
つ
い
に
彼
は
、

結
局
、
私
に
は
「
永
遠
の
存
在
」
と
同
じ
く
ら
い
自
分
と
い
う
も
の
が
分

か
ら
な
い
し
、
自
分
が
単
な
る
自
動
機
械
で
、
思
考
も
行
動
も
そ
の
す
べ

て
が
ひ
と
つ
の
力
に
支
配
さ
れ
、
そ
れ
が
私
を
騙
し
て
利
用
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
に
取
り
憑
か
れ
て
し
ま
う
。（「

秋
」
第
十
四
章
）

と
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
自
分
が
何
者
か
理
解
で
き
ず
、
自
身
を
、「
ひ

と
つ
の
力
に
支
配
さ
れ
」
た
「
自
動
機
械
」
と
呼
ぶ
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、

ま
さ
に
リ
ア
ド
ン
や
メ
ア
リ
ア
ン
と
同
じ
自
己
疎
外
、
あ
る
い
は
自
己
崩

壊
の
状
態
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
他
者
に
支
配
さ
れ
た
自
分
自
身
を
、

「
こ
の
衝
動
が
力
を
失
う
と
、
そ
れ
ま
で
一
瞬
た
り
と
も
感
じ
て
い
な
か

っ
た
別
の
衝
動
に
支
配
さ
れ
」
る
、「
つ
ま
ら
ぬ
出
来
事
の
奴
隷
」（「
秋
」

第
十
四
章
）
と
呼
ぶ
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
に
と
っ
て
、
自
己
崩
壊
の
契
機
が
、

彼
の
言
う
「
偶
発
的
な
出
来
事
」、
す
な
わ
ち
「
環
境
」
と
い
う
外
的
要

因
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
じ
つ
は
自
己
の
内
部
に
、
内
在
す
る
「
衝
動
」

に
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
。

自
然
主
義
の
影
響
を
受
け
た
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ
て
、「
環
境
」
の
力

に
翻
弄
さ
れ
る
人
間
と
い
う
概
念
は
、
創
作
の
重
要
な
ひ
と
つ
の
軸
と
な

っ
て
い
た
は
ず
だ

（
11
）
。
じ
っ
さ
い
、『
三
文
文
士
』
で
、
創
作
に
行
き
詰
ま

っ
た
リ
ア
ド
ン
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
売
り
出
し
た
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン

を
避
け
始
め
た
理
由
を「
こ
う
し
た
環
境
の
下
で
重
力
が
自
然
に
働
い
た
」

（
第
十
二
章
）
結
果
だ
と
解
説
す
る
言
葉
を
は
じ
め
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作

品
に
お
い
て
、「
環
境
の
力
」
は
登
場
人
物
の
運
命
や
人
間
関
係
を
左
右
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す
る
得
体
の
知
れ
な
い
影
響
力
と
し
て
頻
繁
に
言
及
さ
れ
て
い
る
。『
三

文
文
士
』
の
商
業
化
さ
れ
た
文
壇
、
あ
る
い
は
そ
の
文
壇
の
あ
り
方
を
生

み
出
す
大
衆
消
費
社
会
は
、
ま
さ
に
不
条
理
な
「
環
境
」
の
象
徴
と
い
え

る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
表
向
き
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ギ
ッ
シ
ン

グ
に
と
っ
て
「
自
己
」
の
空
洞
化
の
真
の
源
泉
は
、
じ
つ
は
外
的
要
因
で

は
な
く
、「
情
念
」
や
「
衝
動
」
と
い
っ
た
内
在
す
る
矛
盾
に
満
ち
た
不

可
知
の
力
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
環
境
へ
の
不
適
合
者
で
あ
る
リ
ア
ド
ン
ば
か
り

か
、
そ
の
同
じ
環
境
に
見
事
な
適
応
力
を
示
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世

界
で
成
功
す
る
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
さ
え
も
が
、
執
筆
へ
の
違
和
感
を
抱
い
て

い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作
品
の
多
く
を
貫
く
「
書
く
こ

と
」
の
不
毛
は
、
ま
さ
に
こ
の
分
裂
す
る
「
自
己
」
の
意
識
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ
て
の
「
自
己
」

が
、
外
的
環
境
に
操
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
内
在
す
る
衝
動
に
引
き
裂
か

れ
て
確
か
な
輪
郭
を
失
っ
た
分
裂
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
の
真
価
を

理
解
で
き
な
い
読
者
大
衆
の
不
条
理
な
影
響
力
を
云
々
す
る
以
前
に
、
作

家
の
自
己
表
出
と
し
て
の
作
品
そ
れ
自
体
が
、
決
し
て
実
際
に
生
み
出
さ

れ
る
可
能
性
の
な
い
空
虚
な
夢
と
な
る
か
ら
だ
。そ
し
て
そ
れ
は
同
時
に
、

す
で
に
見
た
読
者
の
身
体
感
覚
を
刺
激
し
て
、
読
者
自
身
の
自
己
の
十
全

さ
を
取
り
戻
さ
せ
る
、
読
者
の
自
己
実
現
と
し
て
の
読
書
の
あ
り
方
を
も

説
明
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ロ
ン
ド
ン
で
の
辛
苦
に
満
ち
た
執
筆
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
て
田
舎
に
居

を
構
え
た
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
、
そ
の
至
福
の
生
活
が
与
え
て
く
れ
る
喜
び

に
、「
わ
れ
を
忘
れ
、
過
去
を
振
り
返
る
こ
と
も
未
来
を
予
測
す
る
こ
と

も
な
く
、
今
現
在
を
楽
し
ん
だ
」（「
春
」
第
九
章
）
と
言
う
。
こ
の
忘
我

の
状
態
は
、
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
に
求
婚
さ
れ
た
メ
ア
リ
ア
ン
が
、
彼
の
胸
に

抱
き
寄
せ
ら
れ
た
時
の
恍
惚
感
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。

メ
ア
リ
ア
ン
は
目
を
閉
じ
て
甘
美
な
夢
に
身
を
任
せ
た
。
こ
う
し
て
生

ま
れ
て
初
め
て
、
彼
女
は
、
型
に
は
ま
っ
た
知
の
世
界
を
逃
れ
て
、
生
の

実
感
を
味
わ
っ
た
。
…
…
一
度
か
二
度
、
奇
妙
な
自
意
識
が
身
震
い
と
な

っ
て
身
体
を
貫
き
、
こ
れ
は
罪
だ
、
み
だ
ら
な
行
為
だ
と
彼
女
に
感
じ
さ

せ
た
が
、
そ
う
し
た
感
覚
に
続
い
て
激
し
い
喜
び
の
波
が
押
し
寄
せ
、
過

去
の
記
憶
も
未
来
の
予
測
も
吹
き
飛
ん
で
し
ま
っ
た
。

（
第
二
十
四
章
）

田
舎
で
の
穏
や
か
な
読
書
生
活
の
楽
し
み
と
、
恋
人
に
は
じ
め
て
抱
擁
さ

れ
た
性
的
快
感
と
が
重
ね
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
描
写
は
、
人
間
の
隠
れ
た
衝

動
に
対
す
る
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
理
解
を
示
し
て
興
味
深
い
。
し
か
し
、
注
目

す
べ
き
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
至
福
の
時
、
自

己
充
足
の
時
が
、
じ
つ
は
「
自
己
」
の
意
識
が
失
わ
れ
る
自
己
喪
失
の
経

験
と
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ

て
の
「
自
己
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
衝
動
に
引
き
裂
か
れ
た
不
可
知
の
存
在
で

あ
る
な
ら
、
そ
う
し
た
不
安
な
「
自
己
」
を
た
と
え
ひ
と
時
で
も
忘
れ
去

る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
確
か
な
「
自
己
」
の
感
覚
は
得
る
こ
と
が
で
き

る
。
本
来
の
自
分
自
身
を
見
失
う
自
己
喪
失
が
そ
の
ま
ま
自
己
充
足
に
つ

な
が
っ
て
い
く
。
あ
る
意
味
で
矛
盾
し
た
こ
の
状
況
こ
そ
が
、
ギ
ッ
シ
ン
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グ
に
と
っ
て
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
確
立
さ
れ
る
唯
一
の
可
能
性

で
、
他
者
の
思
考
に
、
あ
る
い
は
過
去
の
記
憶
に
「
自
己
」
を
占
有
さ
れ

る
読
書
行
為
が
、
自
己
実
現
の
手
段
と
な
る
の
は
こ
う
し
た
理
由
に
よ

る
。も

ち
ろ
ん
、「
過
去
の
記
憶
も
未
来
の
予
測
も
」
消
え
去
っ
た
そ
の
至

福
の
経
験
は
、「
今
」
と
い
う
瞬
間
に
の
み
成
立
し
う
る
は
か
な
い
も
の

だ
。
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
、「
本
を
読
み
、
読
み
続
け
て
、
不
毛
な
自
己
を

絶
え
間
な
く
忘
れ
去
る
」
こ
と
を
求
め
、
た
と
え
断
片
し
か
覚
え
て
い
な

く
と
も
、「
過
ぎ
去
っ
て
い
く
一
瞬
の
幸
福
」
を
得
る
た
め
に
読
書
を
し

続
け
る
（「
春
」
第
十
七
章
）
の
は
、
そ
の
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
読
書
に
没
頭
し
た
過
去
の
自
分
を
思
い
出
し
な
が
ら
、

「
私
、
だ
っ
て
？
　
本
当
に
私
自
身
な
の
だ
ろ
う
か
？
　
い
や
、
違
う
。

彼
は
三
十
年
前
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
」（「
春
」
第
十
七
章
）
と
、
過

去
と
現
在
に
お
け
る
自
己
の
断
絶
を
語
り
、
さ
ら
に
、
場
所
に
ま
つ
わ
る

記
憶
の
曖
昧
さ
に
触
れ
な
が
ら
、「
そ
の
時
目
に
し
た
光
景
が
…
…
効
力

を
発
揮
す
る
の
は
、
精
神
や
心
や
血
の
動
き
、
つ
ま
り
そ
の
時
自
分
を
自

分
た
ら
し
め
て
い
る
人
間
の
本
質
が
力
を
貸
す
か
ら
だ
」（「
夏
」
第
十
章
）

と
言
う
。
本
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
あ
る
光
景
を
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
蘇
る
自
己
の
記
憶
。
そ
れ
は
現
在
生
き
て
い
る
「
自
己
」
と
は

異
な
る
「
死
ん
だ
」
自
分
自
身
に
す
ぎ
な
い
。
本
来
不
在
の
は
ず
の
「
自

己
」
に
自
分
自
身
を
占
有
さ
れ
、
現
在
の
「
自
己
」
を
見
失
う
瞬
間
に
か

ろ
う
じ
て
感
じ
取
る
充
足
感
。
そ
れ
が
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
「
自
己
」

の
意
識
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、『
三
文
文
士
』
の
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
が
商
業

主
義
的
な
文
章
を
書
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
よ
う
と
し
た
一
瞬
の
快

楽
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
お
い
て
、
一
見
対
照
的
と
見
え
た
「
書

く
こ
と
」
と
「
読
む
こ
と
」
と
は
重
な
り
あ
う
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。さ

ら
に
こ
こ
で
、「
そ
の
時
自
分
を
自
分
た
ら
し
め
て
い
る
人
間
の
本

質
」
が
、「
精
神
と
心
と
血
の
動
き
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。「
精
神
（m

ind

）」
や
「
心
（heart

）」
と
並
ん
で
自

己
の
本
質
と
さ
れ
る
「
血
（blood

）」
は
、
一
方
で
人
間
の
英
知
を
揺
る

が
す
激
情
、
先
に
ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
自
己
を
危
う
く
す
る
内
在
的
要
素
と

し
て
挙
げ
た
「
情
念
」
や
「
衝
動
」
に
結
び
つ
く
。
し
か
し
、
そ
れ
は
同

時
に
、
い
わ
ゆ
る
肉
体
の
一
部
と
し
て
の
血
液
に
つ
な
が
っ
て
、
ギ
ッ
シ

ン
グ
の
「
自
己
」
に
お
け
る
身
体
性
の
重
要
さ
を
も
強
調
す
る
の
だ
。
理

性
と
感
情
、
肉
体
と
精
神
、
衝
動
と
英
知
。
互
い
に
相
反
す
る
要
素
が
未

分
化
の
形
で
共
存
す
る
こ
の
状
態
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
特
有
の
「
自
己
」

の
形
で
、
そ
れ
こ
そ
が
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
お
け
る
自
己
充
足
の
瞬
間
が
、

嗅
覚
や
聴
覚
と
い
っ
た
身
体
感
覚
の
活
性
化
を
、
必
ず
そ
の
契
機
と
し
て

含
む
こ
と
に
な
る
理
由
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
、
ど
れ
ほ
ど
成
功
を
勝
ち
取

ろ
う
と
、
結
局
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
に
と
っ
て
の
執
筆
が
自
己
抑
圧
の
行
為
で

あ
っ
た
よ
う
に
、
い
か
に
至
福
の
時
と
見
え
よ
う
と
も
、「
読
む
こ
と
」

が
も
た
ら
す
自
己
充
足
も
ま
た
空
虚
な
幻
に
過
ぎ
ぬ
こ
と
を
、
こ
の
分
裂

し
た
自
己
の
感
覚
は
示
唆
し
て
い
よ
う
。「
書
く
こ
と
」
も
「
読
む
こ
と
」

も
、
作
家
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と
っ
て
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
と
も
い
う

べ
き
重
要
な
二
つ
の
行
為
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
作
家
に
自
己
実
現
を
も
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た
ら
す
ど
こ
ろ
か
、「
自
己
」
の
空
白
を
む
し
ろ
暴
き
出
す
こ
と
に
な
る
。

＊
　
＊
　
＊
　
＊
　
＊

ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
が
書
き
残
し
た
手
記
は
、
完
成
す
れ
ば
「
お
そ
ら
く
彼

の
手
に
な
る
最
高
の
も
の
と
な
っ
た
だ
ろ
う
」（「
序
章
」）。
し
か
し
、
一

人
称
で
書
く
の
は
あ
ま
り
に
「
尊
大
」
に
思
え
て
、「
配
列
の
工
夫
」
も

さ
れ
ず
に
「
断
片
」
の
ま
ま
放
置
さ
れ
て
い
た
（「
序
章
」）
草
稿
と
さ
れ

る
。
お
そ
ら
く
は
「
自
分
自
身
を
満
足
さ
せ
る
た
め
だ
け
に
」
書
き
始
め

ら
れ
た
そ
の
手
記
は
、「
自
己
」
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
と
不
安
、
そ
し
て

結
局
は
確
か
な
輪
郭
を
欠
い
た
断
片
性
に
よ
っ
て
、
上
に
見
た
ギ
ッ
シ
ン

グ
の
分
裂
し
た
「
自
己
」
の
あ
り
方
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
手
記
を
読
ん
だ
語
り
手
は
、
そ
こ
に
「
さ
さ
や
か
だ
が
欲
す
る
と
こ

ろ
が
あ
り
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
た
と
感
じ
た
だ
け
で
は
な
く
、
大
い
に
幸

福
を
味
わ
っ
た
」
ひ
と
り
の
男
の
姿
を
見
出
し
、
そ
の
彼
が
「
自
己
に
つ

い
て
、
人
間
が
語
れ
る
最
高
の
真
実
を
語
っ
て
い
る
」
こ
と
に
「
人
間
的

な
興
味
」
を
感
じ
る
の
で
あ
る
（
序
章
）。
そ
し
て
「
構
成
の
な
い
単
な

る
寄
せ
集
め
の
文
章
」
と
な
る
こ
と
を
避
け
な
が
ら
、
草
稿
の
「
自
然
さ

を
何
よ
り
も
尊
重
」（「
序
章
」）
す
る
形
と
し
て
、
選
び
出
し
た
文
章
を

春
夏
秋
冬
と
い
う
四
つ
の
章
に
配
列
し
て
出
版
す
る
の
だ
。

こ
こ
に
は
、
先
に
見
た
読
者
の
自
己
実
現
と
し
て
の
読
書
で
は
な
い
、

い
ま
ひ
と
つ
の
読
書
の
形
、
す
な
わ
ち
、
著
者
の
自
己
充
足
と
し
て
の
読

書
の
形
（
図
④
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
理
想
的
な
こ
の
読
者

を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
望
に
突
き
動
か
さ
れ
て
、
本
来
不
安
定
な
は

ず
の
著
者
は
「
満
た
さ
れ
」、「
幸
福
」
な
人
間
と
な
り
、「
構
成
の
な
い

単
な
る
寄
せ
集
め
の
文
章
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
「
断
片
」
と
し
て
の
「
自

己
」
は
、
本
来
の
「
自
然
」
な
形
を
と
ど
め
な
が
ら
も
「
配
列
」
と
「
構

成
」
を
与
え
ら
れ
、
確
か
な
輪
郭
を
持
つ
に
至
る
。「
個
人
主
義
」
を
標

榜
し
つ
つ
「
自
己
」
の
不
安
に
常
に
脅
か
さ
れ
続
け
た
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
と

っ
て
、
こ
う
し
た
理
想
的
な
読
者
の
存
在
は
、
自
己
確
立
の
最
後
の
拠
り

所
で
あ
り
、
夢
で
も
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
彼
が
常
に
自
伝
の
断
片
を
自

ら
の
作
品
に
織
り
込
み
続
け
た
の
も
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
崩
壊
し
つ
つ

あ
る
自
己
の
空
白
を
埋
め
て
く
れ
る
理
想
的
な
読
者
の
あ
る
こ
と
を
密
か

に
期
待
し
続
け
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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註（
1
）
ハ
ル
ペ
リ
ン
は
、
現
象
学
や
構
造
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
へ
の
反
発
か
ら
伝

記
的
要
素
を
強
調
し
す
ぎ
る
傾
向
も
な
い
で
は
な
い
が
、
伝
記
的
要
素
が
ギ

ッ
シ
ン
グ
の
作
品
に
占
め
る
意
義
は
多
く
の
批
評
家
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
2
）
ハ
ル
ペ
リ
ン
は
、「
ギ
ッ
シ
ン
グ
は
ど
う
し
て
も
自
分
自
身
を
、
性
と
金

と
階
級
の
問
題
か
ら
切
り
離
し
て
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の

た
め
、
彼
の
思
考
に
、
そ
し
て
そ
の
結
果
彼
の
小
説
に
、
そ
れ
ら
の
問
題
が

ひ
と
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
常
に
姿
を
見
せ
る
の
だ
」（M

ichaux
64

）
と
言

う
。

（
3
）
た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
・
コ
リ
ー
は
、「
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
リ
ア
ド
ン
の
悲

惨
な
運
命
は
他
の
夢
想
家
た
ち
に
も
通
じ
る
も
の
だ
か
ら
、
偶
然
に
も
彼
が

作
家
だ
と
い
う
事
実
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
」（C

ollie,
A

lien
A

rt
112

）

と
言
う
。

（
4
）
ボ
ウ
ル
ビ
ー
は
、
文
学
の
商
業
化
が
も
た
ら
す
人
間
の
機
械
化
と
内
在
的

価
値
の
問
題
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
ミ
ル
ヴ
ェ
イ

ン
と
リ
ア
ド
ン
を
中
心
と
す
る
登
場
人
物
の
二
項
対
立
が
中
心
で
、
ミ
ル
ヴ

ェ
イ
ン
自
身
が
孕
む
矛
盾
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
（B

ow
lby

98-117
）。

（
5
）
コ
リ
ー
は
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
都
市
生
活
に
対
す
る
知
識
が
「
都
市
の
労
働

者
の
生
活
を
彼
ら
と
共
に
味
わ
う
の
で
は
な
く
、
一
種
の
社
会
現
象
と
し
て

眺
め
た
」
結
果
得
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
て
、
そ
の
視
点
を
「
よ
そ
者
」
の
眼

差
し
と
し
て
い
る
（C

ollie,A
lien

A
rt69

）。

（
6
）
一
九
六
七
年
六
月
二
十
九
日
付
け
の
『
タ
イ
ム
ズ
文
芸
サ
プ
リ
メ
ン
ト
』

の
書
評
は
、
こ
の
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
追
悼
文
を
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
意
図
は
と

も
あ
れ
、「
読
者
は
ち
ょ
っ
と
し
た
美
徳
の
印
と
受
け
取
っ
た
だ
ろ
う
」
と
言

う
（M

ichaux
128

）。

（
7
）
同
様
の
矛
盾
は
、
ウ
ェ
ル
プ
デ
イ
ル
に
お
い
て
一
層
明
ら
か
だ
ろ
う
。
彼

は
常
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
恋
愛
を
夢
見
て
は
失
望
を
味
わ
い
、『
チ
ッ
ト
・

チ
ャ
ッ
ト
』
の
構
想
を
、
思
い
を
寄
せ
る
ミ
ル
ヴ
ェ
イ
ン
の
妹
ド
ー
ラ
に
批

判
さ
れ
る
と
、
愚
か
な
大
衆
に
「
読
書
の
習
慣
を
つ
け
る
一
助
に
な
る
」（
第

三
十
三
章
）
と
、
教
育
的
効
果
を
主
張
し
て
、
折
衷
的
な
姿
勢
を
見
せ
る
。

（
8
）「
蜘
蛛
の
巣
の
家
」（
一
九
〇
〇
年
）
の
ゴ
ー
ル
ド
ソ
ー
プ
の
よ
う
に
、
芸

術
的
情
熱
に
燃
え
る
書
き
手
も
い
る
が
、
彼
も
ま
た
投
稿
し
た
作
品
が
拒
絶

さ
れ
て
病
に
倒
れ
、
失
意
の
時
を
経
験
す
る
点
で
、「
書
く
こ
と
」
の
不
毛
を

表
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
9
）
読
書
の
至
福
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
こ
の
他
に
も
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

（『
私
記
』「
春
」
第
十
二
章
）
や
『
ア
ナ
バ
シ
ス
』（「
夏
」
第
九
章
）
に
関
す

る
も
の
な
ど
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
作
品
の
版

本
の
手
触
り
や
ペ
ー
ジ
の
匂
い
と
い
っ
た
感
覚
的
な
記
述
を
伴
っ
て
い
る
。

（
10
）
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
描
く
人
物
が
、
作
家
の
分
身
と
し
て
互
い
に
共
通
す
る
要

素
を
備
え
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
が
、
メ
ア
リ
・
ハ
モ
ン
ド
も
言
う
よ
う
に
、

ラ
イ
ク
ロ
フ
ト
は
特
に
リ
ア
ド
ン
の
流
れ
を
汲
む
人
物
と
言
え
よ
う
。M

ary

H
am

m
ond,

“‘A
m

id
the

D
ear

O
ld

H
orrors’:

M
em

ory,
L

ondon,
and

L
iterary

L
abour

in
T

he
P

rivate
P

apers
ofH

enry
R

yecroft”
in

G
issing

and

the
C

ity:
C

ultural
C

risis
and

the
M

aking
of

B
ooks

in
L

ate
V

ictorian

E
ngland,ed.John

Spiers
(B

asingstoke:Palgrave
M

acm
illan,2006)

175.
（
11
）
コ
リ
ー
は
、「
自
然
主
義
の
実
験
」
と
い
う
章
に
お
い
て
、
ゾ
ラ
か
ら
の

直
接
的
な
影
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
初
期
小
説
に
自
然
主
義

的
要
素
の
あ
る
こ
と
を
認
め
（C

ollie,
A

lien
A

rt
78

）、
ル
ー
シ
ー
・
ク
リ
ス

ピ
ン
も
、「
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
登
場
人
物
は
徐
々
に
環
境
よ
り
も
自
分
自
身
の
矛
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盾
し
た
欲
求
や
信
念
と
戦
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
の
作

風
の
変
遷
を
辿
り
な
が
ら
、
そ
こ
に
自
然
主
義
的
な
要
素
を
読
み
取
っ
て
い

る
（P

ostm
us,

G
arland

47

）。
ま
た
、
ボ
ウ
ル
ビ
ー
が
そ
の
著
書
『
ち
ょ
っ

と
見
る
だ
け
―
―
ド
ラ
イ
ザ
ー
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
、
ゾ
ラ
に
お
け
る
消
費
文
化
』

で
ゾ
ラ
、
ド
ラ
イ
ザ
ー
、
ギ
ッ
シ
ン
グ
に
注
目
し
た
の
も
、
自
然
主
義
に
対

す
る
意
識
が
働
い
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。
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