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は
じ
め
に

立
命
館
大
学
教
育
人
間
学
専
攻
で
教

を
執
っ
て
き
た
鳶
野
克
己
は
、
人
間
と
し

て
生
き
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
「
か
な
し
む
」
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
、「
生
き
る
こ
と
の

か
な
し
み
」
と
直
接
的
に
題
さ
れ
た
三
本
の
論
文
に
お
い
て
奥
行
き
の
あ
る
筆
致
で

も
っ
て
丁
寧
に
論
じ
て
い
る
。
三
本
の
論
文
と
は
、
二
〇
一
二
年
に
発
表
さ
れ
た

「「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
と
い
う
力
―
か
な
し
み
の
教
育
人
間
学
に
向
け
て

―
」、
二
〇
一
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
再
考
」、
そ
し
て

二
〇
二
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
「「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
に
目
覚
め
る
―
教
育
人

間
学
は
教
育
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か
―
」
で
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論

文
の
要
約
か
ら
、「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
の
概
要
を
見
て
い
く
。

一
本
目
で
は
「
か
な
し
い
」
と
い
う
言
葉
の
語
義
や
語
源
に
つ
い
て
整
理
さ
れ
、

有
限
な
い
の
ち
を
生
き
る
私
た
ち
人
間
は
「
か
な
（
悲
・
哀
・
愛
）
し
い
存
在
」
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
か
ら
教
育
を
捉
え
直
す
可
能
性
に
つ
い

て
、
教
育
界
隈
で
何
か
と
採
り
上
げ
ら
れ
る
「
生
き
る
力
」
を
巡
る
議
論
に
対
す
る

批
判
を
介
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
鳶
野
が
「
か
な
し
い
」
の
語
義
に
つ
い
て
様
々

な
学
説
や
知
見
か
ら
精
緻
な
論
を
展
開
す
る
な
か
で
も
、
以
下
の
箇
所
を
特
に
引
用

し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、「「
か
な
し
い
」
と
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
人
生
に
お
い
て

出
会
い
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
や
出
来
事
に
面
し
て
、
ど
う
に
も
た
ま
ら
な
く

抑
え
が
た
い
形
で
私
た
ち
に
湧
き
起
こ
り
、
心
身
奥
深
く
に
し
み
い
り
こ
た
え
る
感

情
」（
鳶
野　

二
〇
一
二
、一
一
三
頁
）
で
あ
り
、「
ど
ん
な
に
思
い
を
充
足
さ
せ
た
く
て

も
決
し
て
満
た
さ
れ
ず
、
い
く
ら
願
い
を
実
現
し
た
く
て
も
ど
う
し
て
も
叶
わ
な
い

と
い
う
無
力
さ
の
感
情
」（
鳶
野　

二
〇
一
二
、一
一
四
頁
）
で
あ
る
。

二
本
目
で
は
、
エ
ッ
セ
イ
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
や
や
柔
ら
か
く
、
し
か
し
深

く
綿
密
に
、
教
育
を
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
し
て
見
立
て
ら
れ
、
こ
の
世
に
享
け

た
限
り
あ
る
い
の
ち
に
つ
い
て
、
そ
の
誕
生
と
臨
終
の
洞
察
か
ら
徹
底
し
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
。

三
本
目
で
は
、「
生
き
る
力
」
を
巡
る
議
論
へ
の
批
判
が
よ
り
具
体
化
さ
れ
、「
か

な
し
み
」
を
よ
ろ
こ
び
も
あ
れ
ば
か
な
し
み
も
あ
る
と
並
列
的
に
捉
え
る
視
点
や
、

辛
い
こ
と
や
悲
し
い
こ
と
を
乗
り
越
え
て
「
生
き
る
力
」
の
獲
得
を
目
指
そ
う
と
す

る
視
点
に
基
づ
く
昨
今
の
教
育
観
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
人
間
と

し
て
生
き
て
い
る
こ
と
そ
の
こ
と
が
「
か
な
し
み
」
に
根
差
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

生
の
根
本
的
な
有
限
性
や
不
完
全
性
に
自
覚
的
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
で
も
な
お
生
き

抜
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
鳶
野
は
「
生
き
る
力
」
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
。

教
育
を
巡
る
議
論
の
な
か
で
、
出
会
い
の
不
可
思
議
さ
や
大
切
さ
は
よ
く
掲
げ
ら

れ
る
が
、
別
れ
の
不
可
思
議
さ
が
論
究
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
鳶

野
は
、
人
間
と
し
て
生
き
る
私
た
ち
に
は
必
ず
、
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
別
れ
が
起

こ
る
と
し
、
そ
こ
に
お
い
て
生
起
す
る
「
か
な
し
み
」
を
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
点

を
強
調
す
る
。「
か
な
し
み
」に
根
差
し
て
生
き
る
私
た
ち
人
間
か
ら
教
育
を
捉
え
直

す
と
き
、「
友
達
を
大
切
に
し
よ
う
」、「
明
る
く
楽
し
く
笑
顔
で
」
と
い
っ
た
一
元
的

生
き
残
さ
れ
る
い
の
ち

―
「
か
な
し
み
の
教
育
人
間
学
」
に
寄
せ
て
―

立　

野　

航　

平



四
一

生
き
残
さ
れ
る
い
の
ち

327

な
意
味
で
作
り
出
さ
れ
た
学
校
目
標
・
学
級
目
標
は
作
り
直
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う①
。

ま
た
、「
か
な
し
み
」
を
克
服
す
べ
き
対
象
と
捉
え
が
ち
な
、
機
能
性
を
追
い
求
め
る

右
肩
上
が
り
の
教
育
観
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
を
巡
る
議
論
で
は
看
過
さ
れ
て
き
た
「
か
な
し

み
」
に
焦
点
を
当
て
、
教
育
を
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
し
て
見
立
て
る
鳶
野
の
論

は
、
今
日
の
教
育
論
及
び
人
間
の
教
育
と
い
う
営
み
を
、
根
本
か
ら
捉
え
直
す
教
育

人
間
学
的
考
察
と
し
て
極
め
て
意
義
深
い
も
の
で
あ
る
。

１　
「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
に
対
す
る
問
題

し
か
し
、
彼
の
論
の
な
か
で
は
「
か
な
し
み
」
の
実
態
や
そ
の
具
体
に
つ
い
て
、

あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
う
。
鳶
野
は
「「
か
な
し
み
」
と
は
、生
き
て

い
く
な
か
で
私
た
ち
が
出
会
う
、
あ
れ
こ
れ
の
不
運
や
不
幸
な
出
来
事
に
際
し
て
抱

か
れ
る
痛
み
や
苦
し
み
を
伴
っ
た
個
々
の
感
懐
そ
れ
自
体
を
指
す
の
で
は
な
い
」（
鳶

野　

二
〇
一
二
、一
〇
八
―
一
〇
九
頁
）
と
し
、「「
か
な
し
み
」
と
は
、
私
た
ち
が
人
間

と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
の
本
質
に
根
ざ
す
意
識
の
在
り
方
で
あ
り
、
誕
生
に
始
ま

り
死
へ
と
至
る
私
た
ち
の
生
涯
を
、
抜
き
差
し
が
た
い
か
た
ち
で
貫
く
最
も
基
本
的

な
生
き
方
の
問
題
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
」（
鳶
野　

二
〇
一
二
、一
〇
九
頁
）
と
述

べ
て
い
る
。
彼
は
、
抑
え
が
た
く
現
わ
れ
な
が
ら
も
満
た
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
感
情

の
移
ろ
い
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
性
格
に
根
づ
い
た
生
に
つ
い
て
重
点
的

に
論
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
鳶
野
の
い
う
「
か
な
し
み
」
に
は
、
生
死
に
お

4

4

け
る

4

4

「
か
な
し
み
」
よ
り
も
、
生
死
と
い
う

4

4

4

「
か
な
し
み
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

彼
の
論
文
の
な
か
で
は
、
愛
娘
を
亡
く
し
た
西
田
幾
多
郎
と
妹
を
亡
く
し
た
宮
沢

賢
治
が
具
体
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、
生
死
と
い
う
「
か
な
し
み
」
に
つ
い
て
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

「
哲
学
の
動
機
は
「
驚
き
」
で
は
な
く
し
て
深
い
人
生
の
「
悲
哀
」
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」（
西
田　

二
〇
〇
二
、九
二
頁
）
と
論
文
の
最
終
文
章
で
言
い
切
っ
た
、
日
本

を
代
表
す
る
哲
学
者
で
愛
娘
を
亡
く
し
た
西
田
幾
多
郎
に
つ
い
て
鳶
野
は
「
圧
倒
的

徹
底
的
に
無
力
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
子
を
失

う
と
い
う
こ
と
は
、親
に
と
っ
て
無
比
の
絶
対
的
な
か
な
し
み
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」

（
鳶
野　

二
〇
一
二
、一
二
一
―
一
二
二
頁
）
と
述
べ
、
か
け
が
え
の
な
い
我
が
子
の
喪
失

は
断
腸
の
思
い
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
西
田
が
、
我
が
子
の
早
世
か
ら
い
の
ち

に
限
り
が
あ
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
「
不
可
思
議
の
力
」
が
働
く
の
を
見
た
こ
と
を
受

け
、
鳶
野
は
「
我
が
子
の
死
を
た
だ
か
な
し
み
、
ひ
た
す
ら
か
な
し
み
抜
く
な
か
で
、

私
た
ち
は
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
貫
流
す
る
「
不
可
思
議
の
、
絶
大
の
力
」
の
存
在
を

感
受
す
る
こ
と
へ
と
開
か
れ
て
い
く
」（
鳶
野　

二
〇
一
二
、一
二
四
頁
）
と
述
べ
て
い

る
。ま

た
、
日
本
の
詩
人
・
童
話
作
家
で
あ
り
、
二
つ
違
い
の
妹
を
亡
く
し
た
宮
沢
賢

治
に
つ
い
て
触
れ
、「
大
切
な
肉
親
の
死
は
、
比
類
な
き
永
久
の
別
れ
で
あ
り
、
そ
れ

が
も
た
ら
す
悲
嘆
は
、
そ
の
肉
親
と
の
こ
の
世
に
お
け
る
か
か
わ
り
を
生
き
て
き
た

こ
と
の
喜
び
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
、
耐
え
が
た
い
ま
で
に
激
越
な
も
の
と
な
る
の

だ
ろ
う
」（
鳶
野　

二
〇
一
七
ａ
、一
〇
二
頁
）
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
有
限
な
い
の
ち

を
そ
れ
ぞ
れ
に
享
け
た
私
た
ち
は
、
こ
の
世
に
生
き
る
な
か
で
、
互
い
に
思
い
を
向

け
あ
い
、
思
い
を
通
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
他
の
い
の
ち
と
出
会
う
。
だ
が
そ
の
出

会
い
は
、
私
た
ち
の
い
の
ち
の
有
限
性
が
「
こ
の
世
な
ら
ざ
る
ど
こ
か
」
へ
と
開
か

れ
て
い
く
死
を
極
点
と
す
る
別
れ
に
必
ず
至
る
」（
鳶
野　

二
〇
一
七
ａ
、一
〇
五
頁
）と

し
、「
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
こ
の
世
に
お
け
る
い
の
ち
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
出
来

事
を
通
じ
て
、
そ
こ
で
世
話
さ
れ
る
い
の
ち
と
世
話
す
る
い
の
ち
が
、
い
ず
こ
と
は

名
指
し
え
な
い
こ
の
世
の
彼
方
へ
と
開
か
れ
て
い
る
」（
鳶
野　

二
〇
一
七
ａ
、九
一
頁
）

こ
と
を
述
べ
る
。

鳶
野
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
が
こ
の
世
に
生
を
享
け
る
こ
と
や
こ
の
世
か
ら
離
れ
る
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こ
と
に
臨
む
な
か
で
「
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
貫
流
す
る
「
不
可
思
議
の
、絶
大
の
力
」」

や
「
い
ず
こ
と
は
名
指
し
え
な
い
こ
の
世
の
彼
方
」
は
垣
間
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

む
し
ろ
、生
き
る
こ
と
の
有
限
性
や
不
完
全
性
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
出
来
事
、

す
な
わ
ち
、人
間
の
生
死
と
い
う
出
来
事
に
し
か
現
わ
れ
て
こ
な
い
。
こ
れ
こ
そ
が
、

「
か
な
し
み
」
に
根
づ
い
た
生
の
在
り
様
の
骨
頂
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
う
と
は
言
え
、
別
れ
の
極
み
で
あ
る
死
別
の
場
面
に
お
い
て
、「
あ
ら
ゆ

る
い
の
ち
を
貫
流
す
る
「
不
可
思
議
の
、絶
大
の
力
」」
や
「
い
ず
こ
と
は
名
指
し
え

な
い
こ
の
世
の
彼
方
」
へ
と
目
を
向
け
る
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
性
急
す
ぎ
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
仮
に
、病
に
伏
せ
る
者
が
い
よ
い
よ
逝
く
こ
と
を
医
師
か
ら
伝
え
ら
れ
、

家
族
や
友
人
、
医
師
や
看
護
師
が
そ
の
者
の
傍
ら
に
立
ち
、
手
を
握
り
、
看
取
る
場

面
を
想
定
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
傍
ら
で
手
を
握
る
者
が
逝
く
者
を
介
し
て
、
死
の

不
可
避
性
や
生
の
有
限
性
に
つ
い
て
考
え
る
だ
ろ
う
か
。
死
に
ゆ
く
者
を
看
取
る
者

が
巡
ら
せ
る
思
い
の
中
心
に
あ
る
の
は
、
生
の
根
本
的
な
有
限
性
や
不
完
全
性
で
は

な
く
、
い
ま
し
が
た
ま
で
生
き
て
い
た
人
と
別
れ
る
と
い
う
異
常
事
態
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
残
さ
れ
た
者
は
逝
っ
た
者
と
今
後
二
度
と
会
え
な
い
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら

れ
な
が
ら
も
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
立
た
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に

お
い
て
、「
か
な
し
み
」
を
生
き
る
私
た
ち
人
間
の
生
の
在
り
様
が
問
題
と
し
て
提
起

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

し
た
が
っ
て
、
死
別
と
い
う
出
来
事
か
ら
「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
を
考
察

す
る
際
、「
あ
ら
ゆ
る
い
の
ち
を
貫
流
す
る
「
不
可
思
議
の
、
絶
大
の
力
」」
や
「
い

ず
こ
と
は
名
指
し
え
な
い
こ
の
世
の
彼
方
」
へ
の
展
開
を
急
ぐ
よ
り
も
、
生
き
残
っ

た
者
が
故
人
に
も
は
や
会
え
な
い
な
か
で
生
き
て
い
こ
う
と
し
て
い
く
過
程
を
問
う

必
要
が
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、故
人
に
会
え
な
い
理
由
を
自
問
し
、

そ
の
訳
の
わ
か
ら
な
さ
を
噛
み
締
め
な
が
ら
、
対
象
を
喪
失
し
た
日
々
を
日
常
と
し

て
再
構
成
し
て
い
く
諸
相
を
語
ら
な
い
限
り
は
、「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
の
内

実
を
十
分
に
示
せ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
の
具
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
筆
者
は
、
教
育

が
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
し
て
見
立
て
ら
れ
る
際
の
「
い
の
ち
」
に
、不
在
と
な
っ

た
者
、
つ
ま
り
故
人
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
と
き
、

故
人
へ
の
世
話
は
、
故
人
の
も
と
に
い
け
ず
に
此
岸
に
し
か
い
ら
れ
な
い
生
者
を
露

呈
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
逝
っ
た
い
の
ち
へ
の
世
話
が
、
そ
れ
を
営
む
「
生
き
残
さ
れ

た
い
の
ち
」
を
顕
在
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
が
現
前
す

る
状
況
に
お
い
て
、
故
人
は
、
生
者
に
訳
も
わ
か
ら
ず
生
き
る
こ
と
を
促
す
媒
介
者

と
し
て
、
私
た
ち
に
関
与
し
続
け
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ゆ
え
に
、「
そ
こ
で
世
話
さ
れ

る
い
の
ち
と
世
話
す
る
い
の
ち
が
、
い
ず
こ
と
は
名
指
し
え
な
い
こ
の
世
の
彼
方
へ

と
開
か
れ
て
い
る
」
こ
と
が
よ
り
一
層
露
わ
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
考
え

て
い
る
。

小
論
で
は
こ
う
し
た
問
題
提
起
を
受
け
て
、「
死
な
れ
る
」
と
い
う
対
象
喪
失
に
直

面
し
、
そ
れ
で
も
生
き
続
け
て
い
く
生
の
在
り
様
の
考
察
を
通
し
て
、「
か
な
し
み
」

の
教
育
人
間
学
に
向
け
た
考
察
を
試
み
る
。

２　
「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
る
と
い
う
異
常
事
態

「
死
な
れ
る
」
と
は
、臨
床
哲
学
を
提
唱
し
実
践
す
る
鷲
田
が
「
死
の
経
験
」
の
原

型
と
し
て
提
示
す
る
事
態
で
あ
る
。
私
た
ち
は
自
分
自
身
の
死
を
経
験
す
る
こ
と
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
死
を
経
験
す
る
そ
の
最
中
に
「
経
験
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
不

可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
間
に
経
験
す
る
死

は
、
他
者
の
死
で
あ
る
と
い
え
る
。

赤
の
他
人
の
死
な
ら
ば
気
に
も
留
ま
ら
な
い
が
、
親
密
な
、「
私
」
を
気
に
か
け
て

く
れ
て
い
た
他
者
の
死
な
ら
ば
、「
私
」
は
耐
え
難
い
悲
痛
な
思
い
を
抱
く
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
大
事
な
人
を
失
う
と
い
う
喪
失
の
経
験
、
い
つ
も
語
り
合
っ
て
い
た
、

あ
る
い
は
問
い
を
、
言
葉
を
投
げ
か
け
合
っ
て
き
た
、
そ
し
て
そ
の
言
葉
に
自
分
も
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支
え
ら
れ
て
き
た
、
そ
う
い
う
相
手
が
突
然
消
え
て
な
く
な
る
、
そ
う
い
う
な
く
す

0

0

0

（
喪
失
）
の
経
験
」（
鷲
田　

二
〇
一
三
ｂ
、
一
四
一
―
一
四
二
頁
）
が
「
死
な
れ
る
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
私
」
の
大
事
な
人
、
赤
の
他
人
で
は
な
い
他
者
と
は
、
二
人
称
「
あ
な
た
」
と
呼

び
得
る
者
で
あ
る
。
二
人
称
の
生
成
に
つ
い
て
論
じ
る
山
本
は
「
あ
な
た

4

4

4

と
い
う
の

は
私
に
と
っ
て
の
あ
な
た

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
し
か
あ
り
得
な
い
」（
山
本　

二
〇
〇
六
、二
六
頁
）
こ
と

を
示
し
、「
私
の
視
座
と
の
関
係
の
う
ち
に
あ
な
た

4

4

4

は
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私

の
視
座
と
の
相
関
性
を
も
た
な
い
あ
な
た

4

4

4

は
存
在
し
な
い
」（
山
本　

二
〇
〇
六
、二
六

頁
）
と
す
る
。「
私
」
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
相
手
が
「
あ
な
た
」
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
、「
あ
な
た
」
と
い
う
独
自
性
を
「
私
」
が
同
一
化
で
き
る
は
ず
が
な
い
。「
あ

な
た
」
が
「
私
」
か
ら
最
も
近
し
く
い
る
際
も
、
最
も
遠
く
い
る
よ
う
で
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、「
私
」
が
声
を
か
け
、
笑
い
か
け
、
触
れ
る
こ
と
で
、「
あ
な
た
」
は

「
私
」
に
お
い
て
成
り
得
る
。

た
だ
、
同
時
に
、「
私
」
も
ま
た
「
あ
な
た
」
抜
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
鷲
田
に

よ
れ
ば
「
ひ
と
は
だ
れ
か
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
他
者
の

意
識
の
対
象
と
し
て
の
自
己
の
存
在
を
〈
わ
た
し
〉
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
」

（
鷲
田　

二
〇
一
三
ａ
、二
四
二
頁
）
の
で
あ
り
、「
私
」
は
「
他
者
の
他
者
」（
鷲
田　

二
〇
一
三
ａ
、二
四
二
頁
）
と
し
て
あ
る
と
き
初
め
て
「
私
」
と
し
て
成
り
得
る
。
絶
対

的
に
異
質
な
「
あ
な
た
」
が
、
そ
れ
で
も
「
私
」
に
親
し
み
を
も
っ
て
話
し
か
け
、

微
笑
み
、
手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
か
ら
こ
そ
、「
私
」
は
「
私
」
た
り
え
る
の
で
あ

る
。「
あ
な
た
」
か
ら
の
思
い
を
受
け
つ
つ
、
そ
れ
に
「
私
」
が
応
え
て
「
あ
な
た
」

へ
と
尽
力
す
る
こ
と
が
、
看
護
や
介
護
、
家
事
や
育
児
、
そ
し
て
教
育
に
お
い
て
発

現
さ
れ
る
。
そ
の
と
き
、「
私
」
は
「
あ
な
た
の
あ
な
た
」
と
し
て
在
り
得
る
の
で
あ

る
。こ

の
よ
う
な
「
あ
な
た
」
に
、「
死
な
れ
る
」
と
い
う
出
来
事
が
、「
私
」
を
異
常

事
態
へ
と
陥
れ
る
。
死
別
（bereavem

en
t

）
が
「
強
奪
」
や
「
略
奪
」
を
語
源
に
も

つ②
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
死
別
は
「
私
」
に
有
無
を
言
わ
さ
ず
起
こ
っ
て
し

ま
う
出
来
事
で
あ
り
、「
私
」
か
ら
「
あ
な
た
」
を
奪
い
去
る
。
こ
の
と
き
に
「
私
」

は
「
あ
な
た
」
に
「
死
な
れ
た
」
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、「
あ
な
た
」
が

「
私
」
の
視
座
か
ら
い
な
く
な
り
、「
私
」
は
「
あ
な
た
の
あ
な
た
」
で
在
れ
な
く
な

る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
で
フ
ッ
サ
ー
ル
や
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
学
ん
だ
哲

学
者
Ｐ
・
Ｌ
・
ラ
ン
ツ
バ
ー
ク
が
著
書
『
死
の
経
験
』
に
お
い
て
「
共
同
体
は
あ
る
程

度
私
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
限
り
で
、
死
は
私
自
身
の
実
存
の

内
奥
に
ま
で
突
き
入
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
感
得
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」

（
ラ
ン
ツ
バ
ー
ク　

一
九
七
七
、三
一
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
死
は
、「
私
」
自
身
の
臨

終
で
は
な
く
「
あ
な
た
」
の
臨
終
の
場
に
お
い
て
現
前
し
、「
私
」
に
突
き
付
け
て
く

る
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、「
あ
な
た
」
の
死
は
「
私
」
の
死
を
意
味
す
る
の
で
あ

る
。そ

こ
で
、
死
が
生
成
変
化
を
絶
対
的
に
不
可
能
と
す
る
こ
と
を
「
私
」
は
「
あ
な

た
」
に
取
り
残
さ
れ
る
こ
と
で
改
め
て
痛
感
す
る
。「
あ
な
た
」
と
の
約
束
は
果
た
さ

れ
な
い
。「
あ
な
た
」と
描
い
て
い
た
夢
は
夢
の
ま
ま
に
実
現
さ
れ
な
い
。「
あ
な
た
」

に
話
し
か
け
て
も
返
事
は
な
い
。「
あ
な
た
」へ
笑
い
か
け
て
も
笑
い
合
え
な
い
。「
あ

な
た
」
に
触
れ
よ
う
と
し
て
も
触
れ
ら
れ
な
い
。「
あ
な
た
」
に
会
お
う
と
思
っ
て
も

会
え
な
い
。
死
が
不
可
能
に
す
る
の
は
、
日
常
生
活
を
送
る
な
か
で
な
さ
れ
て
き
た

「
あ
な
た
」
と
の
あ
ら
ゆ
る
営
み
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
の
死
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
は

未
来
永
劫
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
も
既
に
知
っ
て
い
た
は
ず
の

死
が
「
私
」
事
と
し
て
現
わ
れ
る
と
き
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
私
」
が
死
ぬ
と
き
で
あ

る
。そ

の
た
め
、
存
在
し
て
い
た
は
ず
の
「
あ
な
た
」
に
突
如
死
な
れ
た
「
私
」
は
、

「
あ
な
た
」
に
出
会
う
こ
と
で
「
私
」
で
在
れ
た
時
間
が
解
体
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の

「
私
」
で
在
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
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３　

死
別
と
い
う
問
題

死
別
に
直
面
し
た
際
、
予
想
外
の
以
下
の
二
点
が
起
こ
る
。
そ
れ
は
、
生
を
享
け

た
「
私
」
の
死
を
考
え
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、同
じ
く
生
を
享
け
た
「
あ
な
た
」

の
死
が
生
じ
て
し
ま
う
、と
い
う
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、い
ず
れ
起
こ
る
こ
と
は
知
っ

て
い
な
が
ら
も
そ
れ
が
い
つ
か
は
わ
か
ら
な
い
で
い
た
の
が
、突
然
に
そ
の
「
い
つ
」

が
措
定
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
総
じ
て
、
概
念
的
に
把
握
し
て
い
た

死
が
、
死
別
の
場
面
に
お
い
て
、「
あ
な
た
」
の
死
と
し
て
た
っ
た
今
「
私
」
に
お
い

て
起
こ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
と
き
「
私
」
は
、
外
部
か
ら
見
学
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
内
部
に
巻
き
込

ま
れ
て
い
る
。「
私
」
は
死
別
と
い
う
問
題
か
ら
距
離
を
置
く
こ
と
が
で
き
ず
、そ
の

渦
中
で
問
題
の
発
生
と
同
時
的
に
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

死
別
後
の
悲
嘆
と
グ
リ
ー
フ
ケ
ア③
を
研
究
す
る
坂
口
が
「
死
別
と
い
う
体
験
は
、

大
切
な
人
を
失
う
点
に
お
い
て
誰
に
と
っ
て
も
共
通
し
て
い
る
」（
坂
口　

二
〇
一
二
、二
二
三
頁
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
死
別
は
、「
私
」
が
生
き
て
い
る
間
に
必

ず
起
こ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
世
に
生
を
享
け
た
そ
の
と
き
か
ら
い
ず
れ
は
死
ぬ
こ

と
が
定
ま
っ
て
い
る
と
い
う
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
知
る
よ
う
に
な
っ
た
生
死
と
い

う
問
題
が
、「
あ
な
た
」
と
の
死
別
と
い
う
出
来
事
と
し
て
「
私
」
に
現
わ
れ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

４　

喪
の
課
題

「
あ
な
た
」
を
亡
く
す
と
、こ
れ
ま
で
「
私
」
が
「
あ
な
た
」
へ
と
身
を
以
っ
て
向

け
て
い
た
力
は
行
き
先
を
失
う
。
こ
の
状
態
を
心
理
学
で
は
対
象
喪
失（object loss

）④

と
い
う
。
こ
れ
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
が
「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
た
「
私
」
の

課
題
で
あ
る
。
精
神
分
析
学
の
創
始
者
で
あ
る
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
の
い
う
「
喪
の
仕
事

（m
ou

rn
in

g w
ork/T

rau
erarbeit

）」⑤
を
「
私
」
は
遂
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
示
唆
的
な
の
が
、
喪
失
体
験
に
関
す
る
臨
床
と
研
究
を
続
け
て
き
た
ア
メ

リ
カ
の
心
理
学
者
Ｊ
・Ｗ
・
ウ
ォ
ー
デ
ン
の
提
示
す
る
「
喪
の
四
つ
の
課
題
」⑥
（
ウ
ォ
ー

デ
ン　

二
〇
一
一
、三
八
―
五
四
、三
〇
一
頁
）
で
あ
る
。
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、「
喪
の

四
つ
の
課
題
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
は
、「
課
題
Ⅰ
：
喪
失
の
現
実
を
受
け
入
れ
る
こ

と
、
課
題
Ⅱ
：
喪
失
の
苦
痛
を
消
化
し
て
い
く
こ
と
、
課
題
Ⅲ
：
故
人
の
い
な
い
世

界
に
適
応
す
る
こ
と
、
課
題
Ⅳ
：
故
人
と
の
絆
を
結
び
直
し
新
た
な
人
生
を
始
め
こ

と
」
で
あ
る
。
課
題
Ⅲ
は
さ
ら
に
三
つ
に
分
類
さ
れ
、「
課
題
Ⅲ
―
Ａ
：
日
々
の
生
活

を
や
っ
て
い
く
こ
と
、
課
題
Ⅲ
―
Ｂ
：
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
再
構
成
す
る
こ
と
、

課
題
Ⅲ
―
Ｃ
：
生
き
る
意
味
を
再
構
成
す
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
課
題
遂
行
か
ら
背
い
た
動
き
に
つ
い
て
も
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。そ
れ
は
、

「
課
題
Ⅰ
に
対
し
て
は
、喪
失
の
現
実
を
受
け
入
れ
ず
に
死
別
の
事
実
を
信
じ
な
い
こ

と
、
課
題
Ⅱ
に
対
し
て
は
、
喪
失
の
苦
痛
を
消
化
す
る
の
で
は
な
く
何
も
感
じ
な
い

よ
う
に
す
る
こ
と
、
課
題
Ⅲ
に
対
し
て
は
、
喪
失
へ
の
適
応
が
適
わ
ず
、
無
力
感
が

強
ま
る
こ
と
、
課
題
Ⅳ
に
対
し
て
は
、
故
人
へ
の
愛
着
に
固
執
す
る
あ
ま
り
、
新
た

な
愛
着
関
係
を
形
成
し
な
い
こ
と
」
で
あ
る
。

「
課
題
Ⅲ
：
故
人
の
い
な
い
世
界
に
適
応
」
で
き
て
い
た
と
し
て
も
、
折
に
触
れ

て
、「
喪
失
の
現
実
」
を
否
認
す
る
だ
ろ
う
し
、
何
も
感
じ
な
い
よ
う
に
生
活
す
る
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
課
題
へ
の
取
り
組
み
方
や
遂
行
具
合
は
人
そ
れ
ぞ
れ⑦

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
課
題
が
す
べ
て
克
服
し
尽
く
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
も
、
対
象
喪
失
へ
と
臨
み
続
け
な
が
ら
生
活
し
て
い
く
「
私
」
の
在
り
様
を
縁

取
る
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
課
題
は
「
私
」
の
一
つ
の
指
針
と
な
る
。

５　

対
象
喪
失
の
内
実

で
は
、対
象
喪
失
に
直
面
す
る
そ
の
内
実
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
。「
あ
な
た
」
が
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不
在
と
な
っ
た
状
況
に
振
り
回
さ
れ
な
が
ら
も
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
「
私
」

に
迫
り
た
い
。

「
私
」
が
対
象
喪
失
に
直
面
す
る
と
き
の
様
子
を
、精
神
科
医
で
あ
る
小
此
木
は
具

体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

も
は
や
相
手
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
い
く
ら
会
お
う
と
思
っ
て
も
会

う
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、頭
で
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

ど
う
し
て
も
会
い
た
い
と
い
う
思
慕
の
情
は
、
決
し
て
わ
か
っ
た
だ
け
で
消
え

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
対
象
が
自
分
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
対
象
に
依
存
し
て
い
れ
ば
依
存
し
て
い
る
ほ
ど
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
れ
を
失
っ
た
苦
痛
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
な
に
か

の
ま
ち
が
い
だ
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
っ
こ
な
い
と
い
う
、
現
実
否
認
の
気
持

も
強
く
な
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、ま
だ
ど
こ
か
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

も
う
一
度
探
し
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
な
ん
と
か
し
て
取
り
戻
し
た
い
、
と

い
う
気
持
に
か
ら
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
空
し
い
努
力
を
企
て
る
。
そ
れ
で
も
無

駄
と
わ
か
る
と
、
ど
う
し
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
と
、
自
分
を
見
棄
て
た
対

象
を
う
ら
ん
だ
り
、責
め
た
り
す
る
気
持
に
も
な
る
。
ま
た
そ
の
運
命
を
呪
い
、

誰
か
の
せ
い
に
し
て
、
運
命
を
変
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
。
な
ん
と
か
し

て
対
象
を
失
う
ま
い
と
す
る
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
緒
体
験
の
中
で
、
最
終

的
に
は
、
対
象
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
試
み
が
不
毛
で
あ
り
、
自
分
に
は
と
て

も
そ
れ
は
不
可
能
だ
と
心
か
ら
わ
か
る

0

0

0

0

0

0

と
き
、
激
し
い
絶
望
が
襲
い
、
す
べ
て

を
投
げ
出
し
た
悲
嘆
の
状
態
に
陥
る
。（
小
此
木　

一
九
七
九
、四
九
頁
）

「
あ
な
た
」
に
会
い
た
い
と
思
っ
て
も
会
え
な
い
こ
と
を
何
度
も
確
認
し
て
は
、そ

の
度
に
「
私
」
は
「
あ
な
た
」
の
不
在
を
突
き
付
け
ら
れ
、
落
胆
し
、
途
方
に
暮
れ
、

虚
し
さ
を
覚
え
る
。
あ
る
い
は
、「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
る
と
い
う
理
不
尽
な
仕
打
ち

に
対
し
、
怒
り
、
嘆
き
、
悲
し
む
。
こ
う
し
た
、「
個
人
が
愛
す
る
対
象
を
失
う
こ
と

に
よ
っ
て
体
験
す
る
、正
常
な
情
緒
的
体
験
」（
小
此
木　

二
〇
〇
二
、四
〇
九
頁
）
を
悲

嘆
（grief

）
と
い
う
。
こ
れ
は
情
緒
体
験
だ
け
で
な
く
、
胸
の
締
め
付
け
や
体
力
の

衰
え
と
い
っ
た
身
体
症
状
も
含
ま
れ
た
反
応
で
あ
り
、
睡
眠
障
害
や
食
欲
不
振
、
社

会
的
ひ
き
こ
も
り
な
ど
に
も
つ
な
が
る
。

「
う
し
な（
喪
・
失
）う
」が
、「
薄
し
」と
語
源
を
同
く
す
る（
白
川　

二
〇
〇
五
、一
〇
四

頁
）
こ
と
か
ら
、「
私
」
自
身
の
体
力
の
衰
え
や
「
あ
な
た
」
に
よ
る
「
私
」
へ
の
影

響
力
の
弱
ま
り
が
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
対
象
を
喪
失
し
て
も
、
い
や
対
象
を
喪
失

し
た
か
ら
こ
そ
、
不
在
の
「
あ
な
た
」
に
や
り
場
の
な
い
思
い
を
馳
せ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
あ
な
た
」
が
い
な
く
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
私
」
は
ま
だ
い
る
。「
私
」
が

「
あ
な
た
」
に
身
を
尽
く
そ
う
に
も
、「
あ
な
た
」
は
も
は
や
い
な
い
。
こ
の
端
的
な

事
実
に
気
づ
か
さ
れ
る
と
き
、「
あ
な
た
」
に
会
う
こ
と
で
「
私
」
で
在
れ
た
時
間
は

解
体
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
の
「
私
」
で
在
れ
な
く
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
私
」
は
、「
私
」

で
在
れ
た
は
ず
の
未
来
が
失
わ
れ
た
世
界
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
喪
失
と
悲
嘆
に
つ
い
て
研
究
す
る
臨
床
心
理
士
の
山
本
は

端
的
に
、「
私
」
は
当
た
り
前
の
日
常
世
界
、
将
来
の
期
待
し
た
世
界
、
想
定
さ
れ
た

自
己
を
喪
失
す
る
と
捉
え
て
い
る
（
山
本　

二
〇
一
四
、六
二
―
六
五
頁
）。「
あ
な
た
」

と
暮
ら
し
て
い
た
雑
多
な
日
常
は
継
続
さ
れ
ず
、「
あ
な
た
」
と
描
い
て
い
た
未
来
は

到
来
し
な
い
。
そ
し
て
、「
あ
な
た
」
に
話
し
「
あ
な
た
」
の
話
を
聴
く
こ
と
で
維
持

さ
れ
て
き
た
「
私
」
は
解
体
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、「
あ
な
た
」
の
不
在
と
な
っ
た

世
界
を
新
た
な
日
常
と
し
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
あ
な
た
」が
世
帯
主
と
し
て
家
計
を
支
え
て
い
た
な
ら
ば
相
応
の
稼
ぎ
を
得
て
い

く
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。「
あ
な
た
」が
家
事
全
般
を
担
っ
て
い
た
な
ら
ば
そ
の

役
割
を
代
わ
り
に
全
う
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
あ
な
た
」
を
抜
き
に
し

た
人
間
関
係
、親
戚
付
き
合
い
が
始
ま
っ
て
し
ま
う
。
家
族
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、
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家
族
の
構
成
員
が
欠
け
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
の
家
族
で

在
れ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
あ
な
た
」
の
死
に
巻
き
込
ま
れ
振
り
回
さ
れ
る
な
か
で
「
私
」
の
置
か
れ
た
状
況

を
顧
み
た
と
き
、
い
っ
そ
の
こ
と
「
あ
な
た
」
の
も
と
へ
と
逝
け
ば
楽
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
よ
ぎ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
「
私
」
が
生
き
る
の
は
、
あ

る
い
は
「
私
」
が
死
ね
な
い
の
は
、「
あ
な
た
」
が
生
き
た
証
を
「
私
」
が
身
を
以
っ

て
感
受
／
甘
受
し
続
け
た
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
私
」
は
、「
あ
な
た
」
と
共
に
過
ご
し
て
き
た
空
間
に
浸
る
と
き
や
共
に
過
ご
し

て
き
た
時
間
の
積
み
重
な
り
を
思
い
出
す
と
き
、「
あ
な
た
」
の
い
た
痕
跡
が
至
る
と

こ
ろ
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、
具
体
的
に
は
「
あ
な
た
」

の
愛
用
し
て
い
た
ボ
ー
ル
ペ
ン
や
衣
服
、
茶
碗
な
ど
の
生
活
用
品
で
あ
る
。
及
び
、

「
あ
な
た
」
が
こ
だ
わ
っ
た
洗
濯
物
の
干
し
方
、
食
器
の
洗
い
方
、
ア
イ
ロ
ン
の
当
て

方
な
ど
の
生
活
様
式
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
あ
な
た
」
の
生
が
営
ま
れ
た
形
跡
に
沿
っ

て
、「
私
」
が
「
あ
な
た
」
の
よ
う
に
実
践
す
る
な
か
で
、「
あ
な
た
」
と
共
に
過
ご

し
た
当
時
の
様
子
が
再
燃
さ
れ
て
く
る
。
ま
た
、
写
真
に
焼
き
付
け
ら
れ
た
当
時
の

「
あ
な
た
」
を
見
る
こ
と
で
、「
あ
な
た
」
と
共
に
過
ご
し
た
時
間
が
よ
り
一
層
直
接

的
に
鮮
明
に
思
い
出
さ
れ
て
く
る
。

だ
が
同
時
に
、「
私
」
は
、「
あ
な
た
」
と
も
は
や
共
に
生
き
ら
れ
な
い
と
い
う
事

実
に
も
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。「
私
」
は
「
あ
な
た
」
が
ど
こ
に
行
っ
た
の
か
自
問

す
る
が
、
そ
の
問
い
に
答
え
ら
れ
な
い
。
藁
に
も
縋
る
思
い
で
、「
あ
な
た
」
が
生
き

て
い
た
最
期
の
瞬
間
に
手
掛
か
り
は
な
い
か
、「
あ
な
た
」
が
逝
く
そ
の
と
き
を
反
芻

し
想
像
す
る
。

あ
の
と
き
「
あ
な
た
」
は
、「
私
」
と
暮
ら
し
て
き
た
日
常
、「
私
」
と
過
ご
す
は

ず
だ
っ
た
未
来
、「
私
」
に
語
り
「
私
」
の
話
に
耳
を
傾
け
て
い
た
「
あ
な
た
」
を

失
っ
た
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
「
私
」
が
「
私
」
で
在
れ
た
未
来
を
失
っ
た
の
と
同

じ
よ
う
に
、「
あ
な
た
」
も
「
あ
な
た
」
で
在
れ
る
時
間
を
喪
っ
た
の
で
あ
る
。
喪
っ

た
時
間
は
、「
あ
な
た
」
自
身
に
降
り
積
も
っ
た
思
い
出
で
あ
り
、「
あ
な
た
」
が
親

や
祖
父
母
に
な
り
得
た
で
あ
ろ
う
「
あ
な
た
」
の
未
来
で
あ
る
。

「
あ
な
た
」
に
生
き
ら
れ
て
き
た
時
間
、
及
び
生
き
ら
れ
る
は
ず
だ
っ
た
時
間
が
、

奪
わ
れ
、
消
え
て
ゆ
く
。
そ
の
最
中
、
す
な
わ
ち
死
ぬ
瞬
間
と
い
う
誰
も
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
事
態
に
「
あ
な
た
」
が
晒
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
う
と
、「
私
」
は
心
を

痛
め
る
で
あ
ろ
う
。
人
混
み
の
な
か
を
は
ぐ
れ
な
い
よ
う
親
が
子
の
手
を
握
る
よ
う

に
、「
あ
な
た
」
に
逝
っ
て
ほ
し
く
な
い
か
ら
「
私
」
が
し
っ
か
り
と
手
を
握
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
逝
く
と
き
は
「
あ
な
た
」
独
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ど
れ

だ
け
「
あ
な
た
」
の
手
を
強
く
握
っ
て
い
た
と
し
て
も
、「
あ
な
た
」
の
手
は
「
私
」

の
手
を
振
り
ほ
ど
く
こ
と
な
く
離
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
」が
ど
れ
だ
け
傍
ら

に
い
て
「
あ
な
た
」
の
最
期
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、逝
く
「
あ
な
た
」

に
付
き
添
い
支
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
あ
な
た
」
が
死
に
、い
な
く
な
っ
た
と
い
う
事
実
を
ど
う
に
も
曲
げ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
他
方
、「
あ
な
た
」
が
生
き
て
「
私
」
も
そ
こ
に
参
与
し
て
共
に

過
ご
し
た
時
間
が
あ
る
と
い
う
事
実
も
ま
た
、
確
固
と
し
て
あ
る
。
ど
ち
ら
の
事
実

も
、
一
方
が
前
面
に
浮
上
し
て
い
る
と
き
は
他
方
が
背
面
に
潜
ん
で
い
る
。
こ
の
表

裏
一
体
を
生
き
続
け
て
い
く
こ
と
が
、「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
た
「
私
」
の
生
い
先
で

あ
る
。
こ
こ
に
、「
か
な
し
み
」
に
根
差
し
た
生
の
在
り
様
、
つ
ま
り
、「
生
き
る
こ

と
の
か
な
し
み
」
を
抱
え
て
生
き
る
姿
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

６　
〈「
あ
な
た
」
の
不
在
〉
に
根
差
す
「
わ
た
し
」

「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
た
「
私
」
の
日
々
の
営
み
全
て
に
〈「
あ
な
た
」
の
不
在
〉

が
つ
い
て
ま
わ
る
。
四
六
時
中
対
峙
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
が
、
も
し

そ
う
な
ら
ば
、「
あ
な
た
」
を
悼
み
続
け
る
こ
と
で
心
を
痛
め
る
「
私
」
は
徐
々
に
傷

ん
で
く
る
だ
ろ
う
。「
私
」
自
身
が
生
活
を
送
ら
ね
ば
な
ら
な
い
以
上
、や
は
り
対
象



四
七

生
き
残
さ
れ
る
い
の
ち

333

喪
失
へ
と
臨
む
こ
と
に
折
り
合
い
を
つ
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
山
本
が
フ
ロ
イ
ト

の
「
喪
の
仕
事
」
を
「
大
切
な
人
が
い
な
い
世
界
へ
の
適
応
を
促
し
て
い
く
、
遺
さ

れ
た
人
の
営
為
」（
山
本　

二
〇
一
四
、六
七
頁
）
と
説
明
す
る
よ
う
に
、「
私
」
は
こ
れ

ま
で
と
は
異
な
る
新
た
な
世
界
を
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、「
私
」
は
ど
の
よ
う
に
生
き
直
し
て
ゆ
く
か
。
以
下
で
は
、
ウ
ォ
ー
デ
ン
の

「
喪
の
四
つ
の
課
題
」を
克
服
す
る
た
め
の
手
立
て
や
周
囲
に
よ
る
支
援
策
を
探
る
の

で
は
な
く
、
喪
に
服
す⑧
こ
と
へ
と
通
じ
る
営
み
か
ら
、〈「
あ
な
た
」
の
不
在
〉
と
共

に
新
た
に
生
き
直
そ
う
と
も
が
く
「
私
」
の
在
り
様
を
考
察
し
た
い
。
採
り
上
げ
る

具
体
例
は
、「
息
を
引
き
取
る
」
と
い
う
表
現
、「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
挨
拶
で
あ

る
。

６
―
１　
「
息
を
引
き
取
る
」
と
い
う
慣
用
句

な
ぜ
死
ぬ
こ
と
を
「
息
を
引
き
取
る
」
と
表
現
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
際
、
誰

の
息
を
引
く
の
か
、誰
が
息
を
引
く
の
か
。「
息
」
と
「
引
く
」
に
そ
れ
ぞ
れ
注
目
し

て
考
察
し
た
い
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
死
ぬ
」
の
語
源
に
「
息
が
な
く
な
る
意
の
シ
イ

ヌ
（
息
去
）
の
義
」
と
す
る
説
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
古
く
か
ら
、
息
を
し
な
く
な
る

こ
と
、
呼
吸
が
止
ま
る
こ
と
が
死
ぬ
こ
と
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、「
い
の

ち
」
の
語
源
が
「
イ
ノ
ウ
チ
（
息
内
）・
イ
ノ
チ
（
気
内
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
息

が
続
く
期
間
が
生
存
期
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
医
学
的
に
言
え
ば
、

心
臓
拍
動
停
止
、
呼
吸
停
止
、
瞳
孔
散
大
が
確
認
さ
れ
た
と
き
、
死
亡
が
判
定
さ
れ

る
。
し
か
し
、
今
や
、
人
工
臓
器
や
生
命
維
持
装
置
の
活
用
、
臓
器
移
植
な
ど
に
よ

り
延
命
措
置
の
技
術
は
格
段
に
発
展
し
、
心
臓
や
肺
が
止
ま
っ
た
と
し
て
も
生
き
返

ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
確
固
た
る
死
の
定
義
に

つ
い
て
は
議
論
の
最
中
で
あ
る
が
、脳
死
が
そ
れ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
も
い
る
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
呼
吸
す
る
こ
と
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
呼
吸

す
る
こ
と
・
息
を
す
る
こ
と
は
、
医
学
的
な
観
点
か
ら
も
生
命
を
維
持
し
持
続
さ
せ

る
最
重
要
因
で
あ
る
。

「
引
く
」
は
、「
潮
が
引
く
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
向
こ
う
側
へ
と
離
れ
て
い
く
動

き
や
、「
血
の
気
が
引
く
」
の
よ
う
に
失
せ
て
い
く
作
用
を
意
味
す
る
。
同
訓
の
「
退

く
」
と
関
連
す
る
「
引
退
」
や
「
引
き
際
・
退
き
際
」
と
い
っ
た
言
葉
は
、
こ
れ
ま

で
の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
離
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、「
綱
を
引
く
」
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
こ
ち
ら
側
へ
と
手
繰
り
寄
せ
る
動
き
や
、「
気
を
引
く
」
の
よ
う
に
相

手
を
誘
う
作
用
も
表
し
て
い
る
。「
あ
な
た
」
が
死
に
ゆ
く
そ
の
と
き
、「
あ
な
た
」

は
残
し
て
い
く
「
私
」
に
対
し
て
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
だ
ろ
う
し
、「
私
」
も
ま
た

「
あ
な
た
」
に
対
し
て
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
。
そ
の
た
め
、「
あ
な
た
」
が
息
を
引
き

取
る
こ
と
で
、
生
き
残
さ
れ
る
「
私
」
は
、「
あ
な
た
」
に
惹
か
れ
、
引
き
つ
け
ら

れ
、
巻
き
込
ま
れ
、
気
が
つ
け
ば
振
り
回
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
英
語
学
者
の
渡
部
が
息
に
つ
い
て
、
旧
約
聖
書
で
は
、
人
間
は
土
か

ら
出
来
た
肉
体
に
、
鼻
か
ら
神
の
息
を
吹
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
を
得
る
こ

と
か
ら
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
が
神
か
ら
吹
き
込
ま
れ
た
息
（sp

irit

）

で
あ
る
こ
と
を
示
し
、「
息
す
る
」
を
意
味
す
る
語
根spir-

が
含
ま
れ
た
日
常
語
が

多
い
こ
と
を
示
す
（
渡
部　

一
九
七
七
、二
三
―
二
八
頁
）⑨
。
そ
し
て
、「
息
を
引
き
取

る
」
の
英
語
表
記
がexp

ire

で
あ
る
よ
う
に
、
息
を
「
引
く
」
の
で
は
な
く
、
息

（sp
rit

）
を
外
へ
（ex-

）「
出
す
」
こ
と
が
死
ぬ
こ
と
を
表
し
て
い
る
点
を
彼
は
指
摘

す
る
（
渡
部　

一
九
七
七
、二
八
―
二
九
頁
）。exp

ire

は
、
死
ぬ
こ
と
を
、
神
か
ら
吹

き
込
ま
れ
た
息
が
肉
体
か
ら
離
れ
る
こ
と
と
し
て
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
対
に

神
か
ら
吹
き
込
ま
れ
る
息
を
肉
体
へ
と
吸
い
込
む
こ
と
を
示
すin

sp
ire

は
、
ひ
ら

め
き
を
与
え
る
こ
と
や
動
機
づ
け
る
こ
と
、
感
情
な
ど
を
引
き
起
こ
す
こ
と
な
ど
、

生
じ
さ
せ
る
動
き
を
表
す
。
ち
な
み
に
、
生
き
返
る
こ
と
を
「
息
を
吹
き
返
す
」
と

い
う
が
、
こ
の
と
き
息
は
吐
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

息
を
外
へ
出
す
こ
と
が
、
日
本
語
で
は
生
き
返
る
こ
と
を
意
味
す
る
一
方
で
、
英
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語
で
は
死
ぬ
こ
と
を
意
味
し
、
息
を
中
へ
入
れ
る
こ
と
が
、
日
本
語
で
は
死
ぬ
こ
と

を
意
味
す
る
一
方
で
、
英
語
で
は
生
き
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
死
生
観
の
違

い
を
見
て
取
れ
る
が
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
証
明
す
る
こ
と
を
目
指
さ
ず⑩
、「
息
を
引

き
取
る
」
とexp

ire

の
両
者
を
交
錯
さ
せ
拡
大
解
釈
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、「
あ

な
た
」
が
外
に
吐
き
出
し
た
息
を
「
私
」
が
引
き
取
る
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
で

あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
息
子
を
脳
死
で
亡
く
し
た
柳
田
は
「
死
の
臨
床
と
死
生
観
」

と
い
う
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、
あ
る
医
師
と
患
者
の
や
り
取
り
を
次
の
よ

う
に
紹
介
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
患
者
が
医
師
に
「
あ
の
世
に
行
っ
た
ら
先
生
に

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
り
ま
す
」
と
言
い
、「
ど
う
や
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
の
で
す

か
」
と
医
師
が
聞
く
と
、「
風
が
な
い
の
に
ロ
ウ
ソ
ク
の
炎
が
揺
れ
た
ら
私
だ
と
思
っ

て
く
だ
さ
い
」
と
言
い
残
す
。
そ
の
患
者
が
亡
く
な
っ
た
後
、
医
師
は
何
か
あ
る
と

お
灯
明
を
見
て
は
気
に
な
る
」
と
い
う
や
り
取
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
柳
田
は
「
灯
明

を
見
て
い
る
自
分
〔
＝
医
師
〕
の
な
か
に
患
者
さ
ん
が
生
き
て
い
る
」
と
表
現
す
る
。

（
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
研
究
科
二
一
世
紀C

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム　

二
〇
〇
五
、八
四
―

八
五
頁
）

「
あ
の
世
」
の
あ
る
な
し
は
さ
て
お
き
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
か
ら
、
言
い
残
し
た

言
葉
が
そ
の
後
の
生
活
に
根
づ
き
色
濃
く
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
の

意
味
で
故
人
は
「
自
分
の
な
か
に
生
き
て
い
る
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
弔
う
」
が
「
問
う
」
と
「
訪お

と
な

う
」
と
同
根
で
あ
る
（
竹
内　

二
〇
〇
九
、四
九
頁
）

こ
と
か
ら
も
、
逝
っ
た
「
あ
な
た
」
が
生
き
残
っ
た
「
私
」
を
訪
れ
て
く
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
。「
私
」
が
「
あ
な
た
」
に
対
し
て
、
や
り
残
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の

か
、
病
に
伏
せ
て
か
ら
ど
う
い
う
思
い
で
毎
晩
眠
っ
て
い
た
の
か
、
迫
る
死
期
を
感

づ
い
て
い
た
の
か
と
問
う
一
方
で
、「
私
」
は
「
あ
な
た
」
か
ら
、「
あ
な
た
」
の
い

な
い
世
界
を
ど
う
生
き
る
か
、「
あ
な
た
」
の
見
ら
れ
な
か
っ
た
「
わ
た
し
」
の
未
来

が
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
と
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
あ
な
た
」
は
生
前
「
私
」
に
多
く
の
こ
と
を
刻
み
込
ん
だ
の
で
あ

り
、そ
の
痕
跡
を
通
し
て
今
な
お
「
私
」
に
関
与
し
て
く
る
の
で
あ
る
。「
私
」
の
今

後
の
生
涯
に
お
い
て
、「
私
」
は
息
を
引
き
取
っ
た
「
あ
な
た
」
に
引
き
つ
け
ら
れ
、

惹
か
れ
続
け
る
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
」の
放
つ
求
心
力
に
つ
い
て
い
き
た
く
な
る
と

き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
、「
あ
な
た
」
の
息
を
「
私
」
が
引
き
取
る
よ
う
に
思

え
た
と
き
、「
あ
な
た
」
の
死
を
「
私
」
と
「
あ
な
た
」
が
共
に
弔
う
こ
と
で
、「
私
」

は
「
不
在
と
な
っ
た
あ
な
た
の
あ
な
た
」
と
し
て
息
を
吹
き
返
す
の
で
あ
る
。

６
―
２　
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
挨
拶

別
れ
と
し
て
の
死
に
つ
い
て
思
索
す
る
竹
内
に
よ
れ
ば
、「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う

言
葉
は
「
本
来
「
先
行
の
事
柄
を
受
け
て
、
後
続
の
事
柄
が
起
こ
る
こ
と
を
示
す
」

接
続
詞
で
あ
っ
た
も
の
が
、
や
が
て
別
れ
言
葉
・
感
動
詞
と
し
て
自
立
し
て
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」（
竹
内　

二
〇
〇
九
、三
一
頁
）
も
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
こ
か

ら
、「
こ
れ
ま
で
の
「
生
」
を
「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
立
ち
ど
ま
り
確
認
す
る

こ
と
と
、
こ
れ
か
ら
の
「
死
」
を
死
ん
で
い
く
こ
と
と
の
関
わ
り
、
そ
こ
で
発
せ
ら

れ
る
「
さ
ら
ば
」「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
あ
い
さ
つ
の
あ
り
方
の
問
題
」（
竹
内　

二
〇
〇
九
、三
二
頁
）
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

「
さ
よ
う
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
確
認
す
る
こ
と
は
、死
別
と
い
う
異
常
事
態
に
「
私
」

が
見
舞
わ
れ
、「
あ
な
た
」
の
死
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
事
実
を
改
め
て
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
同
時
に
、
こ
の
事
実
に
対
し
て
抗
い
よ
う
が
な
い
こ
と
も

認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
し
、先
行
す
る
事
実
を
認
め
た
後
に
後
続
の
事
実
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
、

竹
内
が
「
こ
れ
か
ら
の
「
死
」
を
死
ん
で
い
く
」
と
述
べ
た
「
死
」
で
あ
り
、「
あ
な

た
」
が
故
人
と
な
っ
た
以
降
の
未
来
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
「
私
」
は
「
あ
な
た
」
に

永
遠
に
会
え
な
く
な
っ
た
未
来
を
生
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
あ
な
た
」

と
の
未
来
を
死
ん
で
い
く
。
そ
の
た
め
、「
あ
な
た
」
の
死
を
「
あ
な
た
」
自
身
が
死
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ん
で
い
く
こ
と
は
、
残
さ
れ
た
「
私
」
に
と
っ
て
、「
あ
な
た
」
の
死
を
生
き
て
い
く

こ
と
へ
と
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

死
別
は
、
生
者
と
死
者
と
が
分
か
れ
た
結
果
を
示
す
の
み
で
な
く
、「
私
」
か
ら

「
あ
な
た
」
が
離
れ
去
っ
て
ゆ
く
過
程
も
含
意
さ
れ
て
い
る
。
亡
く
な
っ
た
「
あ
な

た
」
が
故
人
と
な
っ
て
も
「
私
」
と
の
関
わ
り
が
続
く
こ
と
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、「
さ
よ
う
な
ら
」
は
、「
私
」
と
「
あ
な
た
」
の
別
れ
の
過
程
を
表
し
、

「
私
」
が
〈「
あ
な
た
」
の
不
在
〉
を
抱
え
て
生
き
て
い
く
こ
と
を
展
望
さ
せ
る
の
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
さ
よ
う
な
ら
」
と
い
う
言
葉
は
逝
く
者
と
残
さ
れ
た
者
を
結
ぶ
媒

体
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
共
に
生
き
た
「
あ
な
た
」
へ
の
結
び
の
挨
拶
が
、

故
人
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
と
生
者
で
あ
る
し
か
な
い
「
私
」
が
共
に
生
き
る
新
た

な
関
係
を
結
ぶ⑪
の
で
あ
る
。

７　

顕
在
化
す
る
「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」

「
私
」
が
「
あ
な
た
」
に
対
し
て
行
っ
て
き
た
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
は
「
あ
な

た
」
が
亡
く
な
っ
た
後
も
続
い
て
ゆ
く
。
本
節
で
は
、
小
論
冒
頭
で
の
議
論
と
結
び

つ
け
、〈「
あ
な
た
」
の
不
在
〉
と
関
わ
り
続
け
る
「
私
」
を
貫
く
「
生
き
る
こ
と
の

か
な
し
み
」
に
つ
い
て
考
察
し
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
行
う
意
義
に
つ
い
て
考
え

た
い
。

教
育
の
本
質
に
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
見
て
取
る
鳶
野
は
、「「
い
の
ち
へ
の
世

話
」
の
最
も
原
初
的
な
し
か
し
同
時
に
根
源
的
な
あ
り
方
に
、
意
図
的
な
か
か
わ
り

や
計
画
的
な
働
き
か
け
の
次
元
を
超
え
て
、
我
知
ら
ず
参
入
し
て
い
く
」（
鳶
野　

二
〇
一
六
、一
七
頁
）
様
を
示
す
。
本
稿
の
考
察
に
沿
っ
て
解
釈
す
る
と
、
こ
の
諸
相

は
、
何
の
準
備
も
な
し
に
唐
突
に
「
あ
な
た
」
が
奪
い
去
ら
れ
る
出
来
事
に
巻
き
込

ま
れ
た
「
私
」
を
表
し
て
い
る
。「
あ
な
た
」
の
死
に
臨
ま
ざ
る
を
得
な
い
「
私
」
は
、

「
あ
な
た
」
が
不
在
と
な
っ
た
事
実
に
振
り
回
さ
れ
、「
あ
な
た
」
に
誘
わ
れ
る
よ
う

に
「
あ
な
た
」
を
求
め
、
そ
し
て
、
不
在
を
介
し
て
現
前
し
て
く
る
「
あ
な
た
」
に

生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、「
あ
な
た
」
が
不
在
を
介
し
て
現
前
し
て
く
る
状
態
は
、
故
人
が
い
る

と
い
う
状
態
で
あ
る
。
既
に
い
な
い
者
を
表
す
「
故
人
」
が
い
る
と
い
う
、
矛
盾
し

た
表
現
に
つ
い
て
内
田
は
「「
Ａ
で
あ
り
、
か
つ
Ａ
で
な
い
」
と
い
う
、
ど
ち
ら
に
も

属
さ
な
い
も
の
、
名
付
け
え
ぬ
も
の
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
え
な
い
も
の
、
何
が

な
ん
だ
か
わ
か
ら
な
い
も
の
に
名
前
を
付
け
て
、「
そ
う
い
う
も
の
が
い
ち
お
う
あ
る

こ
と
に
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
芸
当
が
で
き
る
の
が
、
人
間
知
性
の
き
わ
だ
っ
た
特

徴
」（
内
田　

二
〇
〇
四
、二
〇
三
―
二
〇
四
頁
）
と
述
べ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
人
間
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
不
在
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」

を
何
者
で
あ
る
か
、
い
つ
、
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
に
い
る
の
か
、
規
定
す
る
こ
と
な

く
、
い
や
規
定
で
き
な
い
ま
ま
に
、
そ
れ
で
も
現
前
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

「
あ
な
た
」
の
い
な
い
世
界
を
、不
在
を
介
し
て
現
前
し
て
く
る
「
あ
な
た
」
と
共

に
「
私
」
が
生
き
る
こ
と
は
、「
い
る
け
ど
い
な
い
、
い
な
い
け
ど
い
る
」
と
い
う
両

義
性
に
い
つ
ま
で
も
耐
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
た
（
耐
・
堪
）
ふ
」
が
「
あ
（
敢
・
堪
）

ふ
」
に
近
い
語
で
あ
り
、「
合
ふ
」
と
同
根
で
あ
る
（
白
川　

二
〇
〇
五
、四
四
四
頁
、

三
八
頁
）
こ
と
か
ら
も
、「
私
」
は
「
あ
な
た
」
の
い
な
く
な
っ
た
世
界
を
、
故
人
と

な
っ
た
「
あ
な
た
」
と
共
に
生
き
て
い
く
こ
と
で
適
合
し
て
い
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
故
人
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
へ
の
世
話
を
し
続
け
る
か
ら
こ
そ
適
う
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、そ
の
際
「
あ
な
た
」
へ
の
思
慕
の
情
が
叶
う
こ
と
は
な
い
。「
あ
な

た
」
へ
の
世
話
は
、
常
に
生
者
で
し
か
在
り
得
な
い
「
私
」、
つ
ま
り
、
死
に
敵
わ
な

い
「
私
」
が
露
呈
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
る
こ
と
に
よ
り
、「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し

み
」
は
「
私
」
に
お
い
て
顕
在
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
が
誰
も
が
抱
く
で
あ
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ろ
う
「
な
ぜ
生
き
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
は
、「
な
ぜ
生
き
残
っ
て
い
る
の
か
」

と
い
う
問
い
と
し
て
、
改
め
て
主
題
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
戸
惑
い
、

苦
し
み
な
が
ら
も
、
そ
れ
で
も
生
き
続
け
よ
う
と
す
る
在
り
方
が
、「
か
な
し
み
」
に

根
差
す
「
私
」
の
生
き
様
で
あ
る
。

お
わ
り
に

筆
者
は
、
死
な
れ
る
と
い
う
出
来
事
を
端
的
に
、「
あ
な
た
」
に
も
は
や
会
え
な
く

な
る
出
来
事
と
捉
え
て
い
る
。
ど
れ
だ
け
会
い
た
い
と
願
っ
て
も
、
も
は
や
会
え
な

い
。
ど
れ
だ
け
声
を
聴
き
た
く
て
も
、
笑
い
顔
を
見
た
く
て
も
、
触
れ
た
く
て
も
、

そ
れ
ら
は
全
て
叶
わ
な
い
。
死
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
た
「
あ
な
た
」、「
あ
な
た
」
と
共

に
重
ね
て
い
く
は
ず
だ
っ
た
時
間
を
、
取
り
戻
す
こ
と
は
到
底
で
き
な
い
。

そ
も
そ
も
私
た
ち
は
死
に
抗
い
よ
う
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、む
し
ろ
だ
か
ら
こ
そ
、

「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
た
「
私
」
は
も
う
一
度
「
あ
な
た
」
に
会
い
た
い
と
思
う
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
億
万
長
者
に
し
て
ほ
し
い
と
い
う
強
欲
な
願
い
で
は
な
く
、
た
っ
た

一
度
だ
け
、
ほ
ん
の
数
分
で
い
い
か
ら
「
あ
な
た
」
に
会
わ
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
さ

さ
や
か
な
思
い
で
あ
る
。
し
か
し
、ど
れ
だ
け
慎
ま
し
く
願
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、

そ
れ
は
生
者
の
勝
手
な
、
一
生
涯
叶
う
こ
と
の
な
い
願
い
で
あ
ろ
う
。
永
訣
は
、
死

に
敵
わ
ず
、
願
い
の
叶
わ
な
い
「
私
」
と
故
人
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
と
を
分
か
つ

出
来
事
な
の
で
あ
る
。

だ
が
同
時
に
、「
私
」
は
不
在
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
と
も
は
や
別
れ
る
こ
と
は
な

い
。
た
と
え
「
あ
な
た
」
と
過
ご
し
た
些
細
な
日
常
が
忘
れ
ら
れ
て
い
っ
た
と
し
て

も
、「
あ
な
た
」
が
生
き
た
と
い
う
事
実
が
消
え
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
事
実
は
〈「
あ

な
た
」
の
不
在
〉
を
色
濃
く
顕
示
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
介
し
て
「
あ
な
た
」
が

現
前
し
て
く
る
。
故
人
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
は
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
「
私
」

に
、
訳
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
そ
れ
で
も
生
き
る
こ
と
を
促
す
媒
介
者
と
し
て
関

与
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

「
私
」
が
日
常
生
活
を
送
り
な
が
ら
一
生
涯
「
あ
な
た
」
の
喪
に
服
し
弔
い
続
け
る

と
き
、「
私
」
は
、〈「
あ
な
た
」
に
生
き
残
さ
れ
た
「
私
」〉、
言
い
換
え
る
と
、〈
故

人
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
の
「
あ
な
た
」〉
と
し
て
、「
あ
な
た
」
と
共
に
息
吹
く
。

「
あ
な
た
」
に
死
な
れ
、逝
っ
た
「
あ
な
た
」
に
生
か
さ
れ
て
い
る
事
実
に
直
面
す
る

「
私
」
は
、「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
を
強
く
抱
え
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
知
ら
ぬ

間
に
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
し
て
の
教
育
に
参
入
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う

し
て
「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
は
、「
あ
な
た
」
に
生
き
残
さ
れ
た
「
私
」
が
営

む
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」、
つ
ま
り
、
故
人
と
な
っ
た
「
あ
な
た
」
を
悼
み
な
が
ら
生

き
続
け
る
日
常
に
よ
っ
て
改
め
て
顕
在
化
さ
れ
る
。

結
び
に
際
し
て
、「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
と
し
て
の
教
育
、
特
に
学
校
教
育
に
お
け

る
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
に
つ
い
て
今
後
の
課
題
と
若
干
の
考
察
を
加
え
た
い
。

一
時
間
の
授
業
で
「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
を
教
え
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き

な
い
。
そ
も
そ
も
、そ
れ
は
教
え
て
理
解
を
求
め
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、

も
し
教
師
が
、
い
ま
こ
こ
に
生
き
残
さ
れ
て
い
る
現
状
を
か
な
し
み
な
が
ら
日
々
を

過
ご
し
た
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
授
業
の
始
ま
り
と
終
わ
り
に
な
ぜ
あ
い
さ
つ
を
す
る

の
か
、
な
ぜ
立
っ
て
挨
拶
す
る
の
か
、
な
ぜ
お
辞
儀
す
る
の
か
な
ど
、
慣
例
と
し
て

こ
な
さ
れ
る
「
起
立
・
礼
・
着
席
」
に
対
し
て
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
に

根
差
し
た
問
題
を
提
起
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
通
俗
的
な
教
育
的
意
義
や

意
図
を
据
え
る
よ
り
先
に
、「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
を
体
現
す
る
よ
う
な
、「
い

ず
こ
と
は
名
指
し
え
な
い
こ
の
世
の
彼
方
」
が
垣
間
見
ら
れ
る
よ
う
な
挨
拶
が
な
さ

れ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
教
師
が
立
つ
こ
と
や
座
る
こ
と
の
も
つ
意
味
に
思
い

を
馳
せ
る
と
き
、
生
徒
は
ど
の
よ
う
に
挨
拶
を
し
て
く
る
の
か
、
教
師
は
そ
れ
に
ど

の
よ
う
に
応
え
、
生
が
根
本
的
に
有
限
で
不
完
全
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
で
も
生
き

る
こ
と
へ
ど
の
よ
う
に
誘
う
か
。「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」を
帯
び
た
教
師
と
生
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徒
の
日
常
的
な
や
り
と
り
に
つ
い
て
思
索
し
、
遂
行
し
て
い
く
こ
と
が
筆
者
の
目
下

の
課
題
で
あ
る
。

注
①　

批
判
を
承
知
の
上
で
あ
え
て
述
べ
る
な
ら
、
学
校
教
育
の
場
で
、「
友
達
と
の
別
れ

を
大
切
に
」、「
メ
メ
ン
ト
・
モ
リ
」
と
い
っ
た
標
語
を
掲
げ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な

い
。

②　

bereavem
en

t
はbereave

の
名
詞
形
で
、「
強
意
」
を
示
す
接
頭
語be

と
「
奪

う
」を
意
味
す
るreave
が
合
わ
さ
っ
た
語
で
あ
る
。（
坂
口　

二
〇
一
二
、二
二
一
―

二
二
二
頁
）

③　

悲
嘆
（grief

）
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
（grief care

）
と
は
、

遺
族
が
死
別
後
に
生
じ
る
情
緒
面
・
身
体
面
・
行
動
面
の
反
応
に
折
り
合
い
を
つ
け
ら

れ
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、グ
リ
ー
フ
ケ
ア
の
具
体
的
な
実
践
に

つ
い
て
詳
細
に
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、そ
の
概
念
や
方
法
論
か
ら
示
唆
を

得
た
。

④　

対
象
喪
失
は
、「
欲
動
、
愛
、
依
存
、
ま
た
は
自
己
愛
の
対
象
を
失
う
体
験
」（
小
此

木　

二
〇
〇
二
、三
一
九
頁
）
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
此
木
に
よ
れ
ば
、

自
身
の
方
か
ら
求
め
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
起
こ
っ
て
し
ま
う「
強
い
ら
れ
た
対

象
喪
失
」
が
考
え
ら
れ
る
一
方
で
、「
自
分
が
ひ
き
起
こ
し
た
対
象
喪
失
」
に
つ
い
て

も
考
え
ら
れ
る
。（
小
此
木　

一
九
七
九
、四
二
―
四
三
頁
）「
死
な
れ
る
」
と
い
う
経

験
を
考
察
す
る
本
稿
で
は
、
後
者
の
対
象
喪
失
に
つ
い
て
は
言
及
し
な
い
。
ま
た
、
対

象
喪
失
と
い
う
用
語
に
よ
っ
て
「
あ
な
た
」
を
亡
く
し
た
状
況
を
表
す
と
き
、「
あ
な

た
」
を
「
対
象
」
と
表
す
こ
と
で
「
私
」
か
ら
「
あ
な
た
」
へ
と
向
か
う
志
向
性
が
強

調
さ
れ
、「
あ
な
た
」
が
客
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、「
死
な

れ
る
」
と
い
う
「
あ
な
た
」
か
ら
「
私
」
へ
の
不
意
打
ち
に
お
い
て
、「
あ
な
た
」
は

決
し
て
客
体
で
は
な
い
。
死
別
の
場
面
に
限
ら
ず
、「
あ
な
た
」
は
「
私
」
へ
と
働
き

か
け
て
く
る
者
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
を
、
愛
着
あ
る
物
や
可
愛
が
る
ペ
ッ
ト
と
し
て

見
立
て
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、多
く
の
人
は
そ
の
よ
う
に
す
で
に
接
し
て
い
る
だ

ろ
う
。
た
だ
、
本
稿
で
の
「
あ
な
た
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
私
」
が
「
あ
な
た
の
あ
な

た
」
と
し
て
在
れ
る
よ
う
な
、身
を
以
っ
て
「
私
」
に
臨
ん
で
く
る
者
を
念
頭
に
置
い

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
も
こ
れ
か
ら
も
述
べ
る
「
あ
な
た
」
に
誰
を
み
る
か
、
そ
の
者

が
、
父
母
な
の
か
祖
父
母
な
の
か
、
兄
弟
姉
妹
な
の
か
息
子
娘
な
の
か
、
親
戚
な
の
か

友
人
な
の
か
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。

⑤　

m
ou

rn
in

g

を
「
喪
」
と
訳
す
一
方
で
「
悲
哀
」
と
訳
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
喪
失
と
悲
嘆
に
つ
い
て
研
究
す
る
臨
床
心
理
士
の
山
本
が
小
此
木
の
訳

し
分
け
に
つ
い
て
「
死
別
後
の
内
的
営
み
の
場
合
は
「
喪
」
と
呼
び
、
生
別
（
離
別
・

失
恋
）後
の
内
的
営
み
は「
悲
哀
」と
訳
し
分
け
て
い
る
」（
山
本　

二
〇
一
四
、一
九
〇

頁
）
と
ま
と
め
て
い
る
。「
死
な
れ
る
」
と
い
う
事
態
に
つ
い
て
考
察
す
る
本
稿
で
は
、

こ
れ
に
則
り
、
対
象
喪
失
に
向
き
合
う
営
み
や
そ
の
過
程
を
「
喪
」
と
表
す
。

⑥　
「
喪
の
四
つ
の
課
題
」
が
示
唆
的
な
の
は
、
事
の
進
行
を
順
序
よ
く
示
す
よ
う
な
段

階
説
で
は
な
く
、喪
に
服
す
者
が
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
直
面
し
て
い
る
課
題
を
提
示
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
か
な
し
み
」の
実
態
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
本
稿
に
と
っ

て
、
そ
の
縁
取
り
と
し
て
非
常
に
示
唆
的
で
あ
る
。

⑦　

亡
く
な
っ
た
「
あ
な
た
」
に
ど
れ
程
依
存
し
依
存
さ
れ
、ど
れ
程
愛
情
を
注
ぎ
注
が

れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
も
各
人
に
よ
る
。
さ
ら
に
は
、「
あ
な
た
」
を
亡
く
し
た
環
境

や
状
況
も
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
る
。「
私
」
は
、
病
に
伏
せ
て
い
る
「
あ
な
た
」
の
死
を
予

期
し
て
い
た
の
か
、
事
故
や
災
害
に
よ
っ
て
突
然
に
死
な
れ
た
の
か
、
自
宅
で
看
取
っ

た
の
か
、
病
室
で
看
取
っ
た
の
か
、「
あ
な
た
」
が
逝
く
そ
の
瞬
間
に
立
ち
会
え
た
の

か
、
後
か
ら
そ
の
事
実
を
知
っ
た
の
か
、
な
ど
の
状
況
の
違
い
は
個
々
人
に
よ
っ
て

様
々
で
あ
る
。
加
え
て
、「
あ
な
た
」
を
亡
く
し
た
「
私
」
の
年
齢
や
家
庭
環
境
に
よ
っ

て
も
、
対
象
喪
失
へ
の
臨
み
方
は
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

⑧　

ち
な
み
に
、m

ou
rn

in
g

とm
em

ory

は
同
根
で
あ
り
（
山
本　

二
〇
一
四
、一
八

頁
）、「
あ
な
た
」
と
過
ご
し
た
日
々
の
記
憶
を
思
い
出
す
こ
と
が
喪
に
服
す
こ
と
に
通

じ
て
い
る
。

⑨　

な
お
、spirit

は
「
呼
吸
す
る
」
と
い
う
ラ
テ
ン
語
の
動
詞spirare

か
ら
由
来
し

て
い
る
。

⑩　

人
間
は
最
期
の
息
を
吸
う
の
か
吐
く
の
か
、
医
学
的
に
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な

い
。

⑪　

白
川
に
よ
れ
ば
、「
結
ぶ
」
は
「
蒸
す
」
系
統
の
語
で
あ
り
、さ
ら
に
、同
じ
く
「
蒸

す
」
の
系
統
に
あ
る
「
生
す
・
産
す
」
と
も
連
関
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
生
ま
れ
出

て
形
を
成
す
も
の
、
生
成
す
る
意
を
も
つ
こ
と
が
窺
え
る
。（
白
川　

二
〇
〇
五
、

七
〇
五
頁
）
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三　

生
き
る
こ
と
』
東
信
堂

白
川
静
（
二
〇
〇
五
）『
新
訂　

字
訓
』
平
凡
社

竹
内
整
一
（
二
〇
〇
九
）『
日
本
人
は
な
ぜ
「
さ
よ
う
な
ら
」
と
別
れ
る
の
か
』
筑
摩
書

房
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
研
究
科
二
一
世
紀C

O
E

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
二
〇
〇
五
）「
生

命
の
文
化
・
価
値
を
め
ぐ
る
〈
死
生
学
〉
の
構
築
」
編
『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
集
「
死

の
臨
床
と
死
生
観
」』
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
研
究
科

鳶
野
克
己
（
二
〇
〇
三
）「
生
の
冒
険
と
し
て
の
語
り
―
物
語
の
も
う
一
つ
の
扉
―
」
矢

野
智
司
・
鳶
野
克
己
編
『
物
語
の
臨
界
―
「
物
語
る
こ
と
」
の
教
育
学
―
』
世
織
書
房

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
二
）「「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
と
い
う
力
―
か
な
し
み
の
教
育

人
間
学
に
向
け
て
―
」
田
中
毎
実
編
『
教
育
人
間
学
―
臨
床
と
超
越
―
』
東
京
大
学
出

版
会

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
四
）「
あ
い
さ
つ
と
超
越
性
―
祈
り
と
し
て
の
あ
い
さ
つ
の
た
め
に

―
」
矢
野
智
司
編
『
マ
ナ
ー
と
作
法
の
人
間
学
』
東
信
堂

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
六
）「
あ
が
る
産
声
／
ひ
き
と
ら
れ
る
息
―
教
育
に
お
け
る
超
越
へ

の
扉
―
」『
教
育
哲
学
研
究
』
第
一
一
三
号　

相
模
書
房
誠
公
社

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
七
ａ
）「「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
再
考
」
教
育
哲
学
会
『
教
育

哲
学
研
究
』
第
一
一
五
号　

相
模
書
房
誠
公
社

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
七
ｂ
）「「
さ
よ
う
な
ら
」
を
学
ぶ
―
別
離
と
し
て
の
教
育
／
教
育
と

し
て
の
別
離
―
」
関
西
教
育
学
会
編
『
関
西
教
育
学
会
年
報
』
第
四
一
号

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
七
ｃ
）「「
い
の
ち
」
を
か
な
し
む
―
道
徳
教
育
の
基
盤
へ
の
視
点

―
」
田
中
耕
治
編
『
教
職
教
養
講
座　

第
六
巻　

道
徳
教
育
』
協
同
出
版

鳶
野
克
己
（
二
〇
一
八
）「
こ
の
世
で
は
な
い
ど
こ
か
を
、
こ
の
世
に
お
い
て
思
う
と
い

う
こ
と
―
「
い
の
ち
へ
の
世
話
」
を
め
ぐ
る
教
育
人
間
学
的
一
素
描
―
」『
教
育
学
研

究
』
第
八
五
巻
第
一
号

鳶
野
克
己
（
二
〇
二
〇
）「「
生
き
る
こ
と
の
か
な
し
み
」
に
目
覚
め
る
―
教
育
人
間
学
は

教
育
の
本
質
を
ど
の
よ
う
に
語
る
か
―
」全
国
私
立
大
学
教
職
課
程
協
会
編
集
員
会
編

『
教
師
教
育
研
究
』
第
三
二
号　

東
信
堂

西
田
幾
多
郎
（
二
〇
〇
二
）「
場
所
の
自
己
限
定
と
し
て
の
意
識
作
用
」『
西
田
幾
多
郎
全

集
』
第
五
巻　

岩
波
書
店

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
員
会
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
（
一
九
七
二
）『
日
本

国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
第
一
巻
、
第
六
巻　

小
学
館

フ
ロ
イ
ト
、Ｓ
．（
井
村
恒
郎
・
小
此
木
啓
吾
訳
）（
一
九
七
〇
）「
悲
哀
と
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
」

『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
』
第
六
巻　

人
文
書
院

ラ
ン
ツ
バ
ー
ク
、
Ｐ
．Ｌ
．（
亀
井
裕
・
木
下
喬
訳
）（
一
九
七
七
）『
死
の
経
験
』
紀
伊
國

屋
書
店

山
本
力（
二
〇
一
四
）『
喪
失
と
悲
嘆
の
心
理
臨
床
学
―
様
態
モ
デ
ル
と
モ
ー
ニ
ン
グ
ワ
ー

ク
―
』
誠
信
書
房

山
本
史
華
（
二
〇
〇
六
）『
無
私
と
人
称
―
二
人
称
生
成
の
倫
理
へ
―
』
東
北
大
学
出
版

会
鷲
田
清
一
（
二
〇
一
三
ａ
）『〈
ひ
と
〉
の
現
象
学
』
筑
摩
書
房

鷲
田
清
一
（
二
〇
一
三
ｂ
）「
死
な
れ
る
と
い
う
こ
と
―
あ
る
い
は
、〈
死
〉
と
テ
ク
ノ
ロ

ジ
―
」『
文
明
と
哲
学
』
第
五
号　

こ
ぶ
し
書
房

渡
部
昇
一
（
一
九
七
七
）『
英
語
の
語
源
』
講
談
社

（
京
都
美
山
高
等
学
校
常
勤
講
師
）


