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一 
 

次
の
文
章
は
、
奥
村
隆
氏
の
評
論
『
他
者
と
い
る
技
法
』
の
一
部
で
す
。
読
ん
で
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い

に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
答
え
は
す
べ
て
後
の
解
答
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。 

 

ま
ず
、
「
差
別
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
よ
り
お
お
ざ
っ
ぱ
な
「
類
型
」
に
よ

る
「
理
解
」

―
す
な
わ
ち
「
理
解
の
過
少
」

―
が
「
差
別
」
の
本
質
の
ひ
と
つ
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
よ
り

①
繊
細
に
な
り
、
「
黒
人
」
や
「
女
性
」
と
い
う
「
類
型
」
で
は
な
く
、
そ
の
人
固
有
、
そ
の
場
面
固
有
の
「
こ

こ
ろ
」
を
「
理
解
」
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
「
差
別
」
は
起
こ
ら
な
く
な
る
に
違
い
な
い
（
た
だ
、
固
有
の
あ

る
人
が
②
キ
ラ
い
で
、
そ
の
人
を
排
除
し
た
り
傷
つ
け
た
り
す
る
こ
と
は
い
く
ら
で
も
起
こ
る
し
、
そ
れ
は
「
差

別
」
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
）
。【 

Ａ 

】
、
完
全
に

、
、
、
他
者
を
「
理
解
」
す
る
こ
と
が
実
現
し
た
と
し
た
ら
、「
差

別
」
は
存
在
し
よ
う
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。 

 

【 

Ｂ 

】
、
て
い
ね
い
に
考
え
よ
う
。
あ
な
た
が
、
よ
り
繊
細
な
「
理
解
」
を
身
に
つ
け
た
人
で
あ
る
と
す

る
。
あ
な
た
の
前
に
「
差
別
」
を
受
け
る
「
類
型
」
に
属
す
る
人
が
い
た
と
し
て
、
あ
な
た
は
も
ち
ろ
ん
そ
の

人
を
そ
う
し
た
お
お
ざ
っ
ぱ
な
「
類
型
」
で
は
決
し
て
「
理
解
」
せ
ず
、
そ
の
人
固
有
の
「
こ
こ
ろ
」
を
「
理

解
」
す
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
人
が
あ
な
た
ほ
ど
の
繊
細
さ
を
も
た
な
い
だ
れ
か
に
「
差
別
」
さ
れ
、
傷
つ

い
て
い
る
こ
と
を
あ
な
た
は
「
理
解
」
し
、
１
そ
う
す
る
こ
と
は
い
け
な
い
と
強
く
思
う
だ
ろ
う
。 

 

し
か
し
、
あ
な
た
は
だ
れ
の
「
こ
こ
ろ
」
を
も
完
全
に
「
理
解
」
し
て
し
ま
う
人
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ

な
た
の
前
に
、
繊
細
さ
に
③
カ
け
る
「
類
型
」
に
よ
っ
て
人
を
「
理
解
」
す
る
人
、
つ
ま
り
、
他
の
人
々
に
あ

る
種
の
「
差
別
」
を
す
る
人
が
い
る
と
き
に
も
、
あ
な
た
は
、
そ
の
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
完
全
に
「
理
解
し
て

し
ま
う
」
（
理
解
な
ど
し
た
く
な
く
て
も
）
。
あ
な
た
は
、
彼
が
な
ぜ
そ
う
し
た
「
差
別
」
を
す
る
の
か
わ
か
っ

て
し
ま
う
。
そ
の
「
差
別
」
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
彼
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
指
摘
さ
れ
た
ら
彼

は
深
く
傷
つ
く
だ
ろ
う
こ
と
を
、
あ
な
た
は
「
理
解
」
し
て
し
ま
う
。 

【 

Ｃ 

】
、
次
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
な
た
は
「
理
解
」
し
て
し
ま
う
。
こ
の
「
差
別
」
を
す
る
人
に
、
あ
な

た
は
「
差
別
」
を
し
て
い
る
と
指
摘
し
た
り
、
彼
が
「
差
別
」
す
る
人
々
が
「
差
別
」
さ
れ
る
べ
き
属
性
な
ど

持
っ
て
い
な
い
と
指
摘
し
た
り
す
る
と
、
彼
は
き
っ
と
あ
な
た
を
含
め
た
そ
れ
を
指
摘
す
る
人
々
に
向
き
直
っ

て
、
そ
の
人
々
へ
の
「
差
別
」
を

―
お
そ
ら
く
別
の
理
由
を
見
つ
け
て

―
始
め
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
。

少
な
く
と
も
、
こ
れ
ま
で
の
あ
な
た
と
彼
の
関
係
は
④
壊
れ
て
、
あ
な
た
は
彼
に
深
く
傷
つ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
を
。

―
こ
れ
を
「
理
解
」
し
て
し
ま
う
と
き
、
あ
な
た
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
？ 

も
し
あ
な
た
が
も
う
少
し
「
理
解
で
き
な
い
」
人
で
あ
れ
ば
、
も
っ
と
簡
単
に
行
動
で
き
た
だ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
「
被
差
別
者
」
の
「
こ
こ
ろ
」
だ
け
が
敏
感
に
理
解
で
き
、
「
差
別
者
」
の
「
こ
こ
ろ
」
に
は
鈍
感
で
あ

る
な
ら
ば
（
た
と
え
ば
、
彼
ら
を
「
差
別
者
」
と
い
う
じ
つ
に
お
お
ざ
っ
ぱ
な
「
類
型
」
で
「
理
解
」
し
、
そ

れ
以
上
繊
細
に
は
「
理
解
」
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
）
、
あ
な
た
は
「
差
別
」
に
は
っ
き
り
と
反
対
す
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
な
た
は
す
べ
て
の
人
の
「
こ
こ
ろ
」
を
公
平
な
繊
細
さ
で
「
理
解
」
し
て
し
ま

、
、
、
、

う、
、
「
被
差
別
者
」
の
こ
こ
ろ
も
、
「
差
別
者
」
の
こ
こ
ろ
も
。 

と
す
れ
ば
、
「
差
別
」
に
反
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
は
、
「
理
解
」
と
は
別
の
こ
と
、
む
し
ろ
「
理
解
を
や、

め
る
、
、
こ
と
」
が
必
要
だ
。
「
被
差
別
者
」
の
こ
こ
ろ
と
同
様
に
「
差
別
者
」
の
こ
こ
ろ
も
わ
か
っ
て
し
ま
わ
な
い

よ
う
に
、
「
理
解
し
て
し
ま
う
こ
と
」
を
⑤
断
ち
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
他
者
を
「
理
解
し

て
し
ま
う
こ
と
」
が
、
「
差
別
」
を
つ
づ
け
さ
せ
る
力
を
も
つ
。
こ
う
す
れ
ば
こ
の
人
が
こ
う
思
い
、
こ
の
人
が

こ
う
傷
つ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
こ
う
傷
つ
き
…
…
、
と
無
限
に
連
鎖
し
て
い
く
あ
な
た
の
繊
細
な
「
理
解
」
、 
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六
の
二) 

 

と
く
に
「
差
別
」
に
反
対
す
る
こ
と
が
自
分
に
対
す
る
「
差
別
」
を
生
む
と
い
う
こ
と
の
「
理
解
」
は
、「
差
別
」

を
変
え
な
い
方
向
を
人
に
選
ば
せ
る
。
こ
れ
は
、
い
ま
「
差
別
」
さ
れ
て
い
る
人
々
に
つ
い
て
も
同
じ
だ
。
彼

ら
が
、
「
差
別
」
す
る
人
々
の
こ
こ
ろ
を
「
理
解
し
て
し
ま
う
」
と
き
、
自
分
が
な
に
を
し
た
ら
彼
ら
か
ら
よ
り

直
接
的
な
苦
し
み
を
与
え
ら
れ
る
か
わ
か
っ
て
し
ま
う

、
、
、
、
、
、
、
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
差
別
の
連
鎖
か
ら
抜
け
出

そ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
が
、
自
ら
を
差
別
の
連
鎖
の
な
か
に
閉
じ
込
め
る
よ
う
な
「
自
己
規
制
」
を
し
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
る
。 

繰
り
返
す
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
差
別
」
は
、
そ
の
本
質
に
「
理
解
の
過
少
」
を
抱
え
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
他
者
を
完
全
に

、
、
、
「
理
解
し
て
し
ま
う
」
と
き
、
い
わ
ば
「
差
別
の
連
鎖
」
を
断
ち
切
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
２
「
差
別
」
は
「
理
解
の
過
剰
」
に
よ
っ
て
つ
づ
い
て
い
く
の
だ
。
そ
し
て
、
こ

の
「
理
解
の
過
剰
」
を
契
機
と
し
て
、
も
し
か
し
た
ら
そ
れ
を
契
機
と
し
て
の
み
、
「
差
別
」
は
社
会
全
体
を
巻

き
込
ん
だ
、
解
決
困
難
な
問
題
に
な
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
望
ま
れ
る
こ
と
は
、「
理
解
」
を
断
ち
切

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

「
暴
力
」
に
つ
い
て
も
、
以
上
と
同
じ
こ
と
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
暴
力
」
は
そ
れ
を
振
る
お
う
と

す
る
人
が
他
者
を
「
理
解
す
る
こ
と
」
に
よ
っ
て
は
ば
ま
れ
る
、
こ
う
前
節
で
述
べ
た
。
「
身
体
」
に
照
準
す
る

の
で
は
な
く
「
こ
こ
ろ
」
に
照
準
し
て
他
者
と
つ
き
あ
う
と
き
、
お
そ
ら
く
「
暴
力
」
は
防
ぎ
う
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
完
全
に

、
、
、
他
者
を
「
理
解
」
し
て
し
ま
う

、
、
、
、
、
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
（
「
差
別
」
を
す
る
者
と
同
様
）

「
暴
力
」
を
も
つ
者
の
「
こ
こ
ろ
」
も
「
わ
か
っ
て
し
ま
う
」
。
こ
れ
は
、
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
、
「
暴
力
」

が
も
っ
と
も
効
率
よ
く
働
き
う
る
状
況
を
生
む
こ
と
に
な
る
。 

 

も
し
私
た
ち
が
他
者
（
「
暴
力
」
を
振
る
う
か
も
し
れ
な
い
他
者
）
を
「
理
解
」
で
き
な
い
な
ら
、
私
た
ち
は

そ
の
他
者
の
意
思
に
頓
着
せ
ず
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
他
者
が
私
に
及
ぼ
す
「
力
」
は
そ
れ
だ
け

小
さ
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
て
私
が
し
た
こ
と
が
他
者
の
意
思
と
は
異
な
る
と
き
、
最
終
的
な
場
面
で

意
思
を
⑥
カ
ン
テ
ツ
し
た
い
他
者
が
私
に
「
暴
力
」
を
振
る
う
、
と
い
う
事
態
は
起
こ
り
う
る
。
こ
う
し
た
「
理

解
の
過
少
」
に
⑦
オ
オ
わ
れ
た
場
面
で
は
、
そ
の
よ
う
な
顕
在
的
な

、
、
、
、
「
暴
力
」

―
直
接
他
者
の
「
身
体
」
か

ら
私
の
「
身
体
」
に
加
え
ら
れ
る

―
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
他
者
の
「
こ
こ
ろ
」
を
「
わ
か
っ
て
し
ま
う

、
、
、
」
私
は
、
そ
の
他
者
の
意
思
に
む
し
ろ
ず
っ

と
強
く
縛
ら
れ
る
。
私
は
、
な
に
も
い
わ
れ
な
く
て
も
、
「
暴
力
」
を
直
接
振
る
わ
れ
な
く
て
も
、
そ
れ
を
見
せ

つ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
て
さ
え
、
他
者
の
意
思
の
と
お
り
に
行
動
し
て
し
ま
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
を

し
な
い
と
、
他
者
が
私
に
「
暴
力
」
を
振
る
う
だ
ろ
う
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
を
し
な
い
と
他
者
が
彼
自
身
に
「
暴

力
」
を
振
る
う
だ
ろ
う
（
「
自
傷
の
暴
力
」
も
テ
ロ
リ
ズ
ム
で
あ
る
）
、
と
い
う
こ
と
ま
で
私
は
「
理
解
」
す
る

（
し
て
し
ま
う
）
。
じ
っ
さ
い
に
そ
う
な
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
起
こ
る
前
に
、
、
、
私
は

そ
う
な
る
（
だ
ろ
う
・
か
も
し
れ
な
い
）
こ
と
を
「
理
解
」
し
、
自
ら
す
す
ん
で
そ
の
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら

な
い
「
暴
力
」
に
自
分
の
意
思
で

、
、
、
、
、
、
屈
し
て
し
ま
う
。
「
暴
力
」
を
直
接
振
る
わ
な
く
て
も
、
顕
在
化
さ
せ
な
く
て

も
、
そ
れ
を
「
理
解
し
て
し
ま
う
」
人
が
、
３
い
わ
ば
自
ら
に
暴
力
を
振
る
っ
て
く
れ
る
。

―
こ
こ
に
は
、「
理

解
の
過
剰
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
理
解
の
過
剰
」
は
、
「
暴
力
」
を
み
ご
と
に
⑧
作
動
さ
せ
る
仕
組
み
と

し
て
、
働
い
て
し
ま
う
の
だ
。 

だ
か
ら
、
も
っ
と
も
効
率
的
な
「
暴
力
」
は
、
暴
力
の
存
在
を
「
わ
か
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
さ
せ
よ
う

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
」
と

す
る
。
「
暴
力
」
に
よ
っ
て
人
に
い
う
こ
と
を
き
か
せ
る
た
め
に
決
定
的
に
必
要
な
こ
と
は
、
そ
れ
を
「
理
解
」

さ
せ
る
機
構
を
制
作
す
る
と
い
う
こ
と
、
「
理
解
」
を
強
制
す
る
こ
と
だ
。
「
理
解
」
は
「
暴
力
」
を
不
可
能
に

す
る
鍵
で
あ
る
と
前
節
で
述
べ
た
が
、
同
時
に
「
暴
力
」
を
有
効
に
作
動
さ
せ
る
た
め
の
も
っ
と
も
重
要
な
手

段
の
ひ
と
つ
で
も
あ
る
の
だ
。
私
た
ち
は
、
「
わ
か
り
た
く
な
い
ほ
ど
」
に
「
暴
力
」
を
、
あ
る
い
は
他
者
の
意

思
を
「
わ
か
り
す
ぎ
て
し
ま
う
」
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
こ
う
感
じ
る
。
も
し
、
こ
の
暴
力
が
、

他
者
の
意
思
が
こ
れ
ほ
ど
「
わ
か
ら
な
け
れ
ば
」
私
は
も
っ
と
自
由
に
ふ
る
ま
え
る
の
に
。「
理
解
し
す
ぎ
て
し

ま
う
」
こ
の
回
路
を

断
ち
切
れ
た
ら
、
い

う
こ
と
を
き
く
こ
と

を
拒
否
で
き
る
可
能

性
が
生
ま
れ
る
の
に

。

―
こ
こ
で
も
望
ま
れ
る
こ
と
は
「
理
解
を
断
ち
切
る
こ
と
」
で
あ
る
。「
理
解
し
す
ぎ
て
し
ま
う
」
こ
と
、「
理 
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六
の
三) 

 

解
の
過
剰
」
が
、
「
暴
力
」
を
私
た
ち
の
も
と
に
招
き
寄
せ
て
し
ま
う
。
「
よ
り
少
な
く
理
解
す
る
こ
と
」
が
、

望
ま
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。 

（
奥
村
隆
『
他
者
と
い
る
技
法
』
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
四
年
） 

 

問
一 

二
重
傍
線
部
①
～
⑧
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
、
漢
字
は
よ
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

問
二 

【 

Ａ 

】
【 

Ｂ 

】
【 

Ｃ 

】
に
は
、
次
の
ア
～
ウ
の
い
ず
れ
か
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い

て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
は
一
度
し
か
使
え
な
い

も
の
と
す
る
。 

ア 

し
か
し 

 
 

イ 

ま
た 

 
 

ウ 

だ
か
ら 

 

問
三 

１
「
そ
う
す
る
こ
と
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
「
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な

さ
い
。 

 

問
四 

２
「
「
差
別
」
は
「
理
解
の
過
剰
」
に
よ
っ
て
つ
づ
い
て
い
く
の
だ
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
こ
の
よ
う

に
言
え
る
の
か
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

３
「
い
わ
ば
自
ら
に
暴
力
を
振
る
っ
て
く
れ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
事
態
を
指
し

て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。 

 

 二 
 

次
の
文
章
は
、
宮
崎
智
之
氏
の
エ
ッ
セ
イ
「
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
ら
け
の
世
界
で
生
き
て
い
る
」
の
一
部

で
す
。
読
ん
で
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
答
え
は
す
べ
て
後
の
解
答
欄
に
記
入
し

な
さ
い
。 

 

思
え
ば
、
育
て
て
く
れ
た
親
の
気
持
ち
だ
っ
て
、
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
、
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
の

で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。
父
が
七
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
い

よ
い
よ
父
の
身
体
が
①
オ
ト
ロ
え
始
め
た
と
き
、
混
乱
す
る
母
や
姉
を
見
て
、
僕
は
な
る
べ
く
②
レ
イ
セ
イ
な

判
断
を
す
る
よ
う
に
心
が
け
た
。
③
主
治
医
の
話
を
直
接
じ
っ
く
り
聞
き
、
ど
の
よ
う
な
選
択
肢
が
あ
り
得
る

の
か
を
十
分
考
慮
し
た
う
え
で
、
最
終
的
に
は
専
門
家
の
意
見
を
尊
重
し
、
素
人
考
え
で
判
断
し
な
い
よ
う
に

家
族
を
落
ち
着
か
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
し
て
、
仕
事
を
頑
張
り
、
父
が
生
き
て
い
る
う
ち
に
な
る
べ
く
多
く
よ

い
成
果
を
報
告
で
き
る
よ
う
、
目
の
前
の
こ
と
に
集
中
し
た
。 

 

し
か
し
、
と
思
う
。
も
し
か
し
た
ら
、
あ
の
と
き
、
父
が
僕
に
取
っ
て
ほ
し
か
っ
た
態
度
は
、
父
の
痛
み
や

死
へ
の
恐
怖
に
寄
り
添
い
、
④
ナ
グ
サ
め
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
。 

  

家
族
に
も
言
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。
亡
く
な
る
三
か
月
く
ら
い
前
の
こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
入
院
し

て
い
る
父
か
ら
、
深
夜
に
シ
ョ
ー
ト
メ
ー
ル
で
「
助
け
て
く
れ
」
と
一
言
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
い
た
の
だ
。
僕

は
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
信
し
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
が
す
ぐ
に
は
返
信
せ
ず
、
一
晩
お
い
て
か
ら
、「
お
医
者
さ

ん
の
言
う
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
聞
こ
う
ね
」
と
返
し
た
。
返
信
は
な
か
っ
た
。
電
話
し
か
し
な
か
っ
た
父
が
僕
に

送
っ
た
、
最
初
で
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
。
父
が
僕
に
⑤
弱
音
を
吐
い
た
の
も
は
じ
め
て
だ
っ
た
。
１
父
が
亡
く

な
っ
て
か
ら
二
年
以
上
も
の
間
、
僕
は
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
開
く
こ
と
も
、
消
す
こ
と
も
で
き
ず
に
い
た
。
偶

然
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
水
没
し
て
デ
ー
タ
が
飛
ん
で
し
ま
っ
た
と
き
、
ど
こ
か
ほ
っ
と
し
て
い
る
自
分
に
気 

が
つ
い
た
。 
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(

六
の
四) 

 

離
婚
を
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
な
り
、
会
社
も
辞
め
て
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
で
働
く
僕
は
、
父
に
た
く
さ
ん

の
心
配
を
か
け
た
。
で
も
、
父
は
そ
の
た
び
に
、
僕
に
対
し
て
「
自
分
の
頭
で
考
え
る
こ
と
」
の
大
切
さ
を
教

え
、
⑥
オ
ウ
エ
ン
し
て
く
れ
た
。
だ
か
ら
父
に
立
派
な
大
人
と
し
て
の
態
度
や
判
断
、
仕
事
で
の
成
果
を
見
せ
、

も
う
心
配
は
い
ら
な
い
ん
だ
と
伝
え
る
こ
と
が
、
僕
に
で
き
る
精
一
杯
の
親
孝
行
だ
と
思
っ
て
い
た
。 

し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
よ
り
も
、
で
き
る
だ
け
時
間
を
つ
く
っ
て
、
手
を
握
り
な
が
ら
一
緒
に
痛
み
や
恐
怖

を
感
じ
る
こ
と
が
、
大
切
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
後
悔
が
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
な
に

が
正
解
だ
っ
た
か
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
。
大
人
に
な
っ
て
か
ら
も
一
緒
に
野
球
観
戦
に
行
っ
た
り
、
実
家
に
帰

る
た
び
に
好
き
な
文
学
に
つ
い
て
熱
く
議
論
し
た
り
と
友
達
の
よ
う
に
仲
が
良
か
っ
た
父
の
こ
と
で
す
ら
、
僕

は
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。 

 

理
性
と
感
情
、
ど
っ
ち
が
大
切
か
な
ん
て
、
そ
の
時
々
の
状
況
に
よ
っ
て
違
う
し
、
相
手
に
よ
っ
て
も
違
う
。

そ
れ
に
感
情
に
寄
り
添
っ
た
と
し
て
も
、
本
当
に
「
相
手
の
感
情
」
に
寄
り
添
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
。
そ
れ
は
「
自
分
の
感
情
」
か
も
し
れ
な
い
し
、
２
そ
の
こ
と
が
悪
い
こ
と
な
の
か
ど
う
か
も
判
断
し

か
ね
る
問
題
だ
。 

 

結
局
の
と
こ
ろ
、
僕
に
は
想
像
す
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
ど
ん
な
に
想
像
を
⑦
膨
ら
ま
せ
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
は
想
像
の
域
を
出
ず
、
意
味
な
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
無
力
感
を
覚
え
る
こ
と
も
あ
る
。
一
方
で
、
そ

れ
が
⑧
独
り
よ
が
り
の
想
像
だ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
想
像
が
父
に
伝
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
う
れ
し

い
か
、
と
３
祈
り
に
近
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
。
僕
は
父
に
立
派
な
姿
を
見
せ
た
か
っ
た
。
父
も
見
た
い
と
思

っ
て
い
る
と
想
像
し
た
。
そ
ん
な
気
持
ち
が
少
し
だ
け
で
も
伝
わ
っ
て
い
た
な
ら
ば
、
ど
れ
だ
け
救
わ
れ
る
か
。 

 

身
体
の
痛
み
に
つ
い
て
も
考
え
る
。
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
た
め
急
性
膵
炎

す

い

え

ん

に
二
度
な
り
、
二
度
と
も
入
院

し
た
僕
は
、
よ
く
人
か
ら
「
膵
炎
っ
て
、
死
ぬ
ほ
ど
痛
い
ん
で
し
ょ
？
」
と
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

「
痛
さ
」
を
人
に
伝
え
る
の
は
難
し
い
。
自
分
と
人
の
身
体
が
、
同
じ
有
機
物
だ
と
割
り
切
る
に
は
、
人
間
は

複
雑
に
で
き
過
ぎ
て
い
る
か
ら
だ
。
心
の
痛
み
と
同
様
に
、
身
体
の
痛
み
も
相
手
に
対
し
て
正
確
に
伝
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。 

 

当
然
、
人
の
身
体
の
痛
み
も
、
自
分
の
中
で
正
確
に
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
。
想
像
は

で
き
て
も
、
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
父
の
病
気
が
ど
れ
だ
け
苦
痛
で
、
ど
れ
だ
け
痛
み
を
伴

う
も
の
だ
っ
た
の
か
は
、
父
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。 

  

生
き
て
い
る
限
り
、
無
意
識
に
誰
か
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
誰
か
の
痛
み
を
そ
の
ま
ま
感
じ
る

こ
と
も
で
き
な
い
し
、
完
全
に
寄
り
添
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
思
う
の
が
、
相
手
の
こ
と
を
簡
単

に
「
わ
か
っ
た
」
と
思
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
相
手
の
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
し
、
自
分
の
こ

と
も
伝
わ
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
想
像
し
よ
う
と
す
る
こ
と
を
や
め
た
い
と
は
、
僕
は
思
わ
な
い
。 

 

た
と
え
、
想
像
す
る
こ
と
を
や
め
な
い
胆
力
を
持
ち
続
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
い

う
姿
勢
を
崩
さ
な
い
で
い
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
４
そ
の
態
度
を
「
伝
え
る
」
こ
と
は
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
最
近
で
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
思
っ
て
い
る
。 

（
宮
崎
智
之
『
平
熱
の
ま
ま
、
こ
の
世
界
に
熱
狂
し
た
い 

増
補
新
版
』
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
二
四
年
） 

 

問
一 

二
重
傍
線
部
①
～
⑧
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
、
漢
字
は
よ
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

問
二 

１
「
父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
二
年
以
上
も
の
間
、
僕
は
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
開
く
こ
と
も
、
消
す
こ

と
も
で
き
ず
に
い
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
な
ぜ
か
。
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
述
べ
な
さ
い
。 

 

問
三 

２
「
そ
の
こ
と
」
の
指
し
て
い
る
内
容
は
何
か
、
説
明
し
な
さ
い
。 
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(

六
の
五) 

 

問
四 

３
「
祈
り
に
近
い
思
い
」
と
あ
る
が
、
「
祈
り
に
近
い
」
と
は
、
「
思
い
」
の
ど
の
よ
う
な
在
り
方
を

述
べ
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

４
「
そ
の
態
度
」
は
、
ど
の
よ
う
な
「
態
度
」
を
指
し
て
い
る
か
、
説
明
し
な
さ
い
。 

 
 

      
 

                            
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


