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読
み
手
の
「
い
の
ち
」
と
作
品
の
「
い
の
ち
」
が
、
葛
藤
の
〈
向
こ
う
〉
で

〈
魂
が
響
き
合
う
〉
こ
と
を
夢
見
て 

 
 

―
  

田
中
実『 
い
の
ち
と
文
学 

読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
』  

を〈
問
い
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直
し
続
け
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近
代
小
説
の
〈
実
体
験
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
〉
／ 

深
層
批
評
と
は
何
か 

／
志
賀
直
哉
『
城
の
崎
に
て
』
の
〈
こ
と
ば

の
仕
組
み
〉
の
秘
密 

中
村 

龍
一 

  

Ⅰ 

死
な
ね
ば
な
ら
ぬ
「
い
の
ち
」
の
文
学  

―
 

「
「
文
学
研
究
」
と
「
文
学
の
授
業
」
」
を
「
架
け
る
会
」
と
は
何
者
だ ―

 

 

１ 

最
前
線
の
町
医
者
の
願
い 

 

私
は
一
〇
年
前
拙
著
で
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
た
。 

 

私
は
二
十
六
歳
か
ら
公
立
中
学
校
の
国
語
教
師
と
し
て
教
員
生
活
を
三
十
三
年
間
過
ご
し
た
。 

町
医
者
が
日
々
を
患
者
と
格
闘
し
な
が
ら
も
研
究
を
怠
ら
な
い
と
同
様
、
国
語
教
師
は
、
日
本
語

の
町
医
者
と
し
て
実
践
研
究
を
手
放
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
私
の
勉

強
は
臨
床
研
究
で
あ
り
、
実
践
理
論
研
究
で
あ
る
。
大
学
で
の
研
究
が
「
最
先
端
」
な
ら
ば
、
私

の
見
据
え
て
い
る
の
は
「
最
前
線
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
私
の
さ
さ
や
か
な
プ
ラ
イ
ド
で
あ

る
。
だ
が
、
「
最
先
端
」
の
理
論
研
究
は
研
究
者
に
任
せ
て
お
け
ば
い
い
と
い
う
考
え
に
も
同
意

で
き
な
い
。
町
医
者
は
医
療
の
「
最
先
端
」
を
常
に
注
目
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

 
 
 

教
師
は
一
職
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
偶
然
担
任
し
た
に
過
ぎ
な
い
子
ど
も
た
ち
で
あ
っ
て
も
生

活
を
共
に
す
る
こ
と
で
愛
着
が
湧
く
。
字
が
読
め
な
け
れ
ば
読
め
る
よ
う
に
し
て
あ
げ
た
い
。
文

章
が
綴
れ
な
け
れ
ば
上
手
に
書
け
た
と
褒
め
て
あ
げ
た
い
と
思
い
、
指
導
の
手
だ
て
を
模
索
し
、



 
 

2 
 

自
ら
も
学
ぶ
。
国
語
教
育
の
あ
ら
ゆ
る
理
論
研
究
は
、
こ
の
教
師
の
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
に
対

す
る
願
い
に
始
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
文
科
省
の
学
力
調
査
に
疑
念
を
表
し
、
言
語
技

術
や
言
語
活
動
に
主
義
を
付
け
て
批
判
す
る
不
遜
は
、
そ
の
必
要
に
一
定
の
理
解
は
で
き
て
も
、

教
育
は
教
師
と
子
ど
も
の
信
頼
関
係
で
成
立
す
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
平
均
点
や

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
教
師
の
側
の
必
要
で
あ
る
。
子
ど
も
は
工
場
生
産
で
き
な
い
。
ど
ん
な
に
手
が
掛

か
っ
て
も
、
教
師
は
学
校
や
学
級
集
団
の
な
か
で
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
を
診
る
町
医
者
な
の

だ
。
（
中
村
龍
一
『
「
語
り
論
」
が
ひ
ら
く
文
学
の
授
業
』
（2012 

ひ
つ
じ
書
房
）
） 

（
傍
線 

筆
者
） 

 

２ 

田
中
実
「
看
護
学
の
根
本
精
神
」 

―
 

〈
死
〉
な
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
い
の
ち
〉
」
の
価
値

・

・

を
〈
問
う
〉―

 

 

介
護
者
及
び
看
護
者
は
永
遠
に
患
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
山
梨
看
護
専
門
学
校 

で
の
講
演
の
際
、
看
護
専
門
学
校
の
先
生
方
に
そ
う
話
し
た
と
き
、
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
れ
ば

看
護
は
成
り
立
た
な
い
。
患
者
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
看
護
が
で
き
る
の
だ
と
ベ
テ
ラ
ン

の
看
護
婦
さ
ん
か
ら
反
発
を
受
け
た
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
〈
こ
と
ば
〉
だ
け
な
ら
そ
の
通

り
だ
と
思
う
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
落
と
し
穴
が
待
っ
て
い
る
。
肝
心
な
こ
と
は
、
そ
う
し
た
一

体
性
を
幻
想
と
し
て
峻
拒
し
て
い
く
態
度
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
患
者
の
立
場
に
向
か
う
道
で
あ

る
と
私
は
思
う
。
患
者
に
と
っ
て
好
い
こ
と
だ
と
判
断
し
て
い
る
の
は
し
ば
し
ば
医
療
者
や
介

護
者
、
看
護
者
が
そ
う
思
い
込
ん
で
い
る
に
過
ぎ
ず
、
実
際
は
看
護
人
と
病
人
と
の
間
に
ず
れ

が
生
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
に
小
さ
な
、
あ
る
い
は
恐
ろ
し
い
葛
藤
が
隠
れ
て
い
る
。
そ
の

葛
藤
が
生
き
る
喜
び
を
引
き
出
す
よ
う
な
葛
藤
に
転
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
一

方
で
無
限
に
相
手
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
自
分
の
生
き
る
喜
び
と
力
に
な
る
よ
う
な
関
係
、
委

ね
・
委
ね
ら
れ
る
関
係
で
あ
り
、
こ
こ
に
向
か
う
こ
と
の
困
難
さ
が
看
護
者
に
お
け
る
患
者
の

身
体
に
対
応
す
る
と
き
の
困
難
さ
で
あ
る
。
看
護
者
と
患
者
の
葛
藤
を
超
え
て
い
く
力
を
探
り

出
し
て
い
く
道
が
看
護
学
の
根
本
精
神
で
あ
れ
ば
、
文
学
研
究
の
場
合
、
読
み
手
と
〈
本
文
〉

の
葛
藤
を
超
え
て
い
く
の
が
“
新
し
い
作
品
論
”
へ
の
試
み
で
あ
る
。 

（
中
略
） 

 
 
 

教
師
は
生
徒
の
優
れ
た
聴
き
手
で
あ
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
。
優
れ
た
読
み
手
（
教
師
）
と

は
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
声
が
い
か
に
深
く
、
鋭
く
受
け
止
め
ら
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。 

 
 

生
徒
に
対
し
て
特
権
的
で
、
管
理
的
な
立
場
に
立
た
さ
れ
て
い
る
教
師
に
と
っ
て
、
〈
読
み
〉

と
は
、
生
徒
と
相
対
的
に
異
な
る
別
の
解
釈
を
す
る
行
為
で
し
か
な
い
。
生
徒
達
は
海
、
寄
せ

て
は
返
す
ご
と
く
に
異
な
る
波
を
受
け
止
め
る
至
難
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
教
師
を
含
め
て

抑
圧
さ
れ
た
生
徒
達
の
多
種
多
様
な
〈
読
み
〉
を
吸
収
し
、
大
空
に
跳
ね
返
す
〈
教
材
の
力
〉

そ
の
〈
読
み
〉
の
深
さ
を
捉
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
可
能
性
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
 

（
田
中
実
『 

い
の
ち
と
文
学 

読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
』
（1997

右
文
書
院
）
）
（
傍
線･

太
字 

筆
者
） 
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私
の
教
師
生
活
は
千
葉
県
の
肢
体
不
自
由
の
養
護
学
校
中
学
部
重
複
学
級
の
担
任
か
ら
始
ま
っ
た
。

教
師
は
こ
の
子
ど
も
た
ち
が
現
実
社
会
を
生
き
抜
く
力
を
育
む
「
一
職
業
」
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て

一
方
で
己
の
生
き
る
指
針
は
内
村
鑑
三
に
問
う
て
き
た
。
し
か
し
、
田
中
実
の
「
〈
第
三
項
〉
論
」

は
、
「
一
人
の
教
師
」
と
「
一
人
の
人
間
」
と
し
て
生
き
る
葛
藤
・
矛
盾
が
〈
向
こ
う
〉
で
一
つ
の

〈
い
の
ち
の
問
い
〉
と
な
る
こ
と
を
私
に
発
見
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
は
田
中
が
患
者
と
看
護
師
の
関

係
の
深
奥
に
隠
れ
て
い
る
〈
死
〉
の
問
題
を
私
か
ら
引
き
出
し
て
く
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
① 

以
来
私

は
「
一
教
師
」
の
葛
藤
を
抱
え
込
ん
で
「
一
人
の
人
間
」
を
生
き
た
い
と
願
う
よ
う
に
な
っ
た
。
今
私

は
国
語
教
育
の
文
学
教
材
の
〈
読
み
〉
の
目
標
を
生
活
言
語
の
習
得
を
超
え
た
〈
生
き
る
こ
と
の
意

味
・
い
の
ち
の
価
値
〉
に
置
い
て
い
る
。 

文
学
研
究
者
田
中
実
は
「
〈
死
〉
な
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
い
の
ち
〉
」
の

価
値

・

・

を
、
私
に
〈
問
う
〉
た

の
で
あ
る
。
〈
死
〉
を
抱
え
込
ん
で
の
世
界
観
認
識
（
「
死
生
観
」
）
が
あ
る
こ
と
を
、
私
は
得
心
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

さ
ら
に
田
中
は
、
読
み
手
と
〈
本
文
〉
の
葛
藤
を
超
え
て
い
く
の
が
「
新
し
い
作
品
論
」
へ
の
試
み

で
あ
る
と
、
文
学
作
品
の
〈
読
み
〉
を
田
中
自
身
の
〈
い
の
ち
〉
の
〈
問
い
〉
に
鋭
く
引
き
寄
せ
た
。

読
む
こ
と
と
は
己
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。 

② 

つ
ま
り
、
読
み
手
で
あ
る
中
村
の
既
成
の
観
念
と
中
村
が
現
象
さ
せ
た
〈
本
文
〉
と
の
葛
藤
を

超
え
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
が
文
学
作
品
・
文
学
教
材
を
読
む
こ
と
と
な
ろ
う
。
そ
こ
で
は
文
学
研
究

も
文
学
の
授
業
も
全
く
違
い
は
な
い
イ
コ
ー
ル
な
の
で
あ
る
。
最
先
端
の
〈
い
の
ち
の
文
学
研
究
〉
が

最
前
線
の
〈
い
の
ち
の
文
学
の
授
業
〉
の
相
関
関
係
で
〈
生
き
る
こ
と
の
意
味
・
い
の
ち
の
価
値
〉
を

掘
り
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
「
架
け
る
会
」
で
あ
る
。
い
ま
だ
「
文
学
研
究
」
と
「
文
学
の
授

業
」
を
二
元
論
で
考
え
る
の
が
国
語
教
育
の
常
識
で
あ
る
中
で
こ
の
議
論
を
深
め
た
い
。 

 

「
教
師
を
含
め
て
抑
圧
さ
れ
た
生
徒
達
の
多
種
多
様
な
〈
読
み
〉
を
吸
収
し
、
大
空
に
跳
ね
返
す

〈
教
材
の
力
〉
、
そ
の
〈
読
み
〉
の
深
さ
を
捉
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
、
可
能
性
に
満
ち
満
ち
て
い
る
」

と
田
中
実
は
記
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
私
の
授
業
実
践
の
〈
願
い
〉
と
な
っ
た
。
③
〈
教
材
の

力
〉
、
〈
作
品
の
意
志
〉
１ 

を
〈
読
み
手
〉
の
言
葉
で
「
深
く
捉
え
て
い
く
」
こ
と
を
具
体
的
作
品
で

考
え
て
み
た
い
。
〈
作
品
の
意
志
〉
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
三
年
間
、
作
品
そ
れ
ぞ
れ
で
「
あ
あ

か
、
こ
う
か
」
と
考
え
続
け
て
き
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
何
故
な
の

か
。 

  

Ⅱ 

宮
沢
賢
治
『
猫
の
事
務
所･･･

あ
る
小
さ
な
官
衙
に
関
す
る
幻
想･･･

』
を
読
む 

―
  

「
語
り
の
放
棄
」
を
抱
え
込
ん
で
、
〈
向
こ
う
へ
〉 ―

 

 

１ 

田
近
洵
一
の
「
文
学
の
読
み
に
お
け
る
意
味
創
造
と
主
観
性
の
克
服
の
難
問
」
の
提
起 

 
 

田
近
洵
一
は 

①
国
語
教
育
研
究
者
と
し
て
最
後
の
単
著
で
あ
る
と
す
る
二
冊
を
刊
行
し
た
。
２ 
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そ
の
一
冊
が
『
国
語
教
育
革
新
の
視
点―

「
学
び
」
を
通
し
て
、
人
間
と
し
て
生
き
る―

』
（2022

）
で
あ

る
。 二

〇
二
〇
年
の
時
点
で
生
涯
最
後
と
す
る
師
の
書
に
、
私
は
心
か
ら
の
敬
意
と
「
分
か
っ
て
い
た
だ

け
な
か
っ
た
」
と
い
う
思
い
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
衝
撃
が
あ
っ
た
。
少
々
迂
回
に
な
る
が
、
宮
沢
賢

治
『
猫
の
事
務
所･

･･

あ
る
小
さ
な
官
衙
に
関
す
る
幻
想･

･
･

』
を
読
む
前
に
、
田
近
洵
一
の
（
「
６
文
学
の

〈
読
み
〉
の
授
業―
初
読
か
ら
再
読
へ
」
）
の
「
読
み
の
シ
ス
テ
ム
」
に
関
す
る
論
述
、
二
箇
所
を
引
用
し

検
討
し
て
み
た
い
。 

 

Ａ 
･･
･

〈
読
み
〉
は
、
一
人
ひ
と
り
の
読
者
の
も
の
で
あ
り
、
多
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
多
様

性
と
い
う
こ
と
で
〈
読
み
〉
を
読
者
の
主
観
の
枠
組
み
の
内
に
留
め
て
は
な
ら
な
い
。
主
観
の

枠
を
超
え
る
に
は
、
作
品
の
こ
と
ば
と
の
か
か
わ
り
を
深
め
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。 

文
学
を
読
む
と
は
、
こ
と
ば
を
通
し
て
人
間
を
追
及
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
上

に
人
間
を
読
む
、
そ
し
て
、
人
間
理
解
を
深
め
、
人
間
へ
の
思
い
を
広
げ
る
、
そ
の
時
〈
読

み
〉
は
、
読
者
に
新
し
い
他
者
と
の
出
会
い
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ

と
ば
と
の
か
か
わ
り
は
、
い
か
に
あ
る
べ
き
か
。 

 
 
 

結
局
は
、
文
学
の
こ
と
ば
の
仕
組
み
を
ど
う
と
ら
え
る
か
、
ど
の
よ
う
な
活
動
を
通
し
て
文

学
の
か
か
わ
り
を
深
め
る
か
、
つ
ま
り
、
文
学
の
〈
読
み
〉
の
教
育
の
あ
り
方
が
、
実
践
の
問

題
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（P53

～54

） 

 

Ｂ 

国
語
教
育
界
で
は
、
ほ
と
ん
ど
実
践
・
研
究
の
視
野
に
は
い
っ
て
な
い
問
題
か
も
し
れ
な

い
が
、
平
成
に
は
い
っ
て
か
ら
の
文
学
教
育
を
め
ぐ
る
論
議
は
２
０
０
０
年
代
の
半
ば
頃
か
ら

田
中
実
・
須
貝
千
里
ら
に
よ
っ
て
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
田
中
実
は
、
１
９
９

６
（
平
成
８
）
年
の
『
小
説
の
力
／
新
し
い
作
品
論
の
た
め
に
』
に
続
い
て
、
１
９
９
７
年

（
平
成
９
）
年
『
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
』
を
著
し
、
関
口
の
読
者
論
に
立
つ
読
み
の

理
論
を
「
エ
セ
読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
」
と
い
っ
て
批
判
し
、
そ
の
後
一
貫
し
て
、
読
み
の
行
為

に
お
い
て
、
読
者
は
如
何
に
し
て
自
己
の
主
観
を
倒
壊
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
を
追
究
し

て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
読
み
は
、
読
者
が
自
分
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
言
語
的
資
材
と
し

て
存
在
す
る
言
語
テ
キ
ス
ト
（
＝
元
の
文
章
）
に
意
味
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す

る
の
だ
が
、
ど
う
し
た
ら
そ
の
読
み
の
行
為
に
お
い
て
、
自
己
の
主
観
の
枠
組
み
を
超
え
て
、

自
分
の
読
み
を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
問
う
て
き
た
の
で
あ
る
。
言
語
行
為
の
問

題
と
し
て
言
う
な
ら
、
表
現
も
理
解
も
と
も
に
言
語
主
体
に
と
っ
て
は
意
味
生
成
あ
る
い
は
意

味
創
造
の
行
為
と
し
て
成
立
す
る
の
だ
が
、
で
は
、
そ
の
言
語
行
為
に
お
い
て
、
ど
う
し
た
ら

主
観
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
自
己
の
意
味
世
界
を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
（
中
略
） 

目
標
論
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
、
異
質
性
の
受
容
及
び
自
己
対
象
化
の
能
力
、
さ
ら
に
は
自

己
の
言
語
に
対
す
る
メ
タ
言
語
的
な
意
識
・
能
力
な
ど
を
教
育
内
容
と
し
た
目
標
の
設
定
が
問

題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
同 P233

～234 

傍
線･

太
字 

筆
者
） 
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田
近
洵
一
は
「
読
み
は
、
読
者
が
自
分
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
、
② 

言
語
的
資
材
と
し
て
存
在

す
る
言
語
テ
キ
ス
ト
（
＝
元
の
文
章
）
に
意
味
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
」
と
考
え
て

お
り
、
田
中
実
、
須
貝
千
里
の
「
〈
読
み
〉
の
原
理
」
論
か
ら
の
提
案
を
正
面
か
ら
引
き
受
け
る
と
し

な
が
ら
も
、
そ
の
「
ど
う
し
た
ら
そ
の
読
み
の
行
為
に
お
い
て
、
自
己
の
主
観
の
枠
組
み
を
超
え
て
、

自
分
の
読
み
を
創
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
は
克
服
で
き
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
プ
ロ
ッ
ト

（
「
で
き
ご
と
」
の
語
り
）
の
読
み
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
田
中
実
は
③ 

発
話
主
体

の
こ
と
ば
の
主
観
性
か
ら
未
来
永
劫
逃
れ
ら
れ
な
い
と
考
え
て
お
り
、
そ
の
主
観
の
枠
組
み
を
ど
う
超

え
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
田
近
と
田
中
の
「
言
語
観
」
は
真
逆
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

２ 

日
本
語
文
化
と
し
て
の
「
言
語
的
資
材
」
と
、
読
み
手
の
現
象
と
し
て
の
「
原
文
の
〈
影
〉
」 

  

こ
こ
で
『
文
学
の
教
材
研
究 

―

〈
読
み
〉
の
お
も
し
ろ
さ
を
掘
り
起
こ
す
』
（2014 

こ
と
ば
と
教
育
の
会

編
）
で
の
「
対
談 

文
学
の
〈
読
み
〉
の
理
論
と
教
育 

―
そ
の
接
点
を
求
め
て
」
（
田
近
洵
一×

田
中
実
／

中
村
龍
一
（
司
会
）
）
の
二
人
の
「
〈
読
み
〉
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
、
「
言
語
観
」
の
違
い
が
際
立
っ
た
発

言
を
紹
介
す
る
。 

 
 

 
 
 

田
中
：
肝
心
な
の
は
「
読
む
行
為
」
の
奪
回
で
す
。
ま
ず
、
「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
と
し
て

の
実
体
を
斥
け
、
「
読
む
こ
と
」
は
客
体
そ
の
も
の
に
還
元
で
き
な
い
。
文
字
か
ら
形

を
伴
う
概
念
を
取
る
と
永
劫
の
物
質
の
散
乱
、
カ
オ
ス
と
し
て
の
「
還
元
不
可
能
な
複

数
性
」
、
と
い
う
読
み
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
、
そ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
見
つ
め
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
〈
言
語
以
前
〉
、
捉
え
て
い
る
極
点
の
〈
向
こ
う
〉
か
ら
客
体
そ
の

も
の
の
〈
影
〉
で
し
か
な
い
も
の
が
現
れ
て
い
る
、
人
に
見
え
る
も
の
、
知
覚
で
き
る

も
の
は
〈
向
こ
う
〉
か
ら
の
〈
影
〉
が
現
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
（p287

上
） 

  
 
 

田
近
：
僕
の
場
合
は
、
立
ち
上
が
る
本
文
と
い
う
の
は
恣
意
的
で
あ
る
。
本
文
２
、
本
文
３
、

本
文
４
と
で
き
て
く
る
本
文
の
根
拠
は
「
語
と
連
鎖
」
の
文
章
に
ど
の
よ
う
な
文
脈
を

与
え
る
か
と
い
う
文
脈
化
の
働
き
の
中
に
あ
る
。
読
者
の
文
脈
化
の
働
き
が
重
要
で
あ

る
。
文
脈
化
の
働
き
を
問
い
返
す
と
と
も
に
、
そ
こ
に
成
立
し
た
本
文
の
意
味
を
問
う

て
い
く 

―
 

そ
れ
が
読
み
の
教
育
の
問
題
だ
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
（p297

下
） 

  

こ
の
対
談
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
と
「
還
元
不
可
能
な
複
数
性
」
で
あ
る
。
取

り
上
げ
ら
れ
た
作
品
は 

小
学
校
教
材
の
宮
沢
賢
治
「
や
ま
な
し
」
と
安
房
直
子
「
き
つ
ね
の
窓
」
で

あ
っ
た
。 

田
近
洵
一
の
〈
読
み
〉
の
根
拠
と
な
る
「
言
語
的
資
材
」
の
内
実
は
、
日
本
語
の
文
法
（
と
り
わ
け

助
詞
・
助
動
詞
）
で
あ
っ
た
。
読
者
の
主
観
で
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
戻
る
場
は
主
に
助
詞
・
助
動
詞

の
枠
組
み
の
シ
ス
テ
ム
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
①
「
言
語
的
資
材
に
意
味
を
与
え
る
」
は
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田
近
の
意
に
反
し
て
、
ま
さ
に
日
本
語
の
言
語
文
化
を
実
体
化
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
読
み
手
の
数
だ
け
解
釈
が
あ
る
「
容
認
可
能
な
複
数
性
」
、
そ
れ
を
超
え
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
。 

一
方
、
田
中
実
は
「
人
に
見
え
る
も
の
、
知
覚
で
き
る
も
の
は
〈
向
こ
う
〉
か
ら
の
客
体
そ
の
も
の

の
〈
影
〉
が
現
れ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
「
言
葉
」
が
指
し
示
す
絶
対
で
あ
る

〈
原
文
〉
そ
の
も
の
は
未
来
永
劫
知
覚
で
き
な
い
。
「
読
む
こ
と
」
は
、
主
体
の
色
眼
鏡
に
染
め
ら
れ

た
言
葉
が
作
っ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
〈
向
こ
う
〉
か
ら
の
現
象
で
あ
る
。
こ
の
② 

「
原

文
の
〈
影
〉
」
の
「
主
観
性
を
壊
し
続
け
る
」
こ
と
で
、
読
み
手
に
は
未
来
永
劫
見
え
な
い
〈
原
文
〉

に
迫
ろ
う
と
す
る
の
が
「
〈
第
三
項
〉
論
」
の
シ
ス
テ
ム
、
「
〈
読
み
〉
の
原
理
」
で
あ
る
。
田
中
実

は
、
こ
の
「
〈
読
み
〉
の
原
理
」
が
作
品
中
に
〈
仕
組
み
・
仕
掛
け
〉
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
森
鴎

外
、
夏
目
漱
石
、
太
宰
治
、
三
島
由
起
夫
、
宮
沢
賢
治
等
の
近
代
文
学
の
作
品
の
〈
読
み
〉
で
実
証

し
、
こ
れ
ら
の
作
品
群
を
「
近
代
文
学
の
神
髄
」
と
し
て
、
「
自
然
主
義
小
説
」
と
峻
別
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
③ 

実
際
の
作
品
の
解
釈
で
論
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
〈
読

み
〉
の
難
し
さ
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
「
〈
第
三
項
〉
論
」
が
実
証
論
で
あ
る
こ
と
を
須

貝
千
里
と
の
対
話
か
ら
示
唆
を
得
た
の
で
あ
る
が
納
得
で
き
た
。
田
中
実
の
「
〈
読
み
〉
の
原
理
」
は

田
中
自
身
の
広
く
深
い
〈
読
み
〉
の
経
験
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
「
〈
読
み
〉
の
主
観
性
を
超
え
る
」
た
め
に
は
、
そ
の
「
主
観
性
」
を
壊
し
続
け
る
〈
仕

組
み
〉
が
作
中
に
〈
仕
掛
け
〉
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
だ
。
④ 

主
観
を
残
し

て
主
観
を
克
服
し
、
超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
指
摘
は
至
極
当
然
、
私
に
と
っ
て
ま
さ
に
天
か

ら
の
声
と
な
っ
た
。 

 

さ
ら
に
、
「
第
三
項
論
に
基
づ
く
授
業
の
目
標
論
の
観
点
か
ら
見
る
な
ら
」
と
前
置
き
し
て
、
田
近

洵
一
が
本
著
で
授
業
実
践
に
求
め
た
問
題
提
起
は
次
の
二
点
で
あ
る
。
「
〈
第
三
項
〉
論
」
の
授
業
実

践
の
立
場
に
立
つ
中
村
龍
一
に
応
答
を
求
め
た
と
私
は
自
分
勝
手
に
受
け
止
め
て
い
る
。 

①
異
質
性
の
受
容
及
び
自
己
対
象
化
の
能
力
、
さ
ら
に
は
自
己
の
言
語
に
対
す
る
メ
タ
言
語
的
な
意 

識
・
能
力
な
ど
を
教
育
内
容
と
し
た
目
標
の
設
定
が
問
題
に
な
る
。 

②
文
学
の
〈
読
み
〉
の
教
育
の
あ
り
方
が
、
実
践
の
問
題
と
し
て
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

３ 

な
ぜ
、
須
貝
千
里
の
〈
困
っ
た
質
問
〉
に
向
き
合
う
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
授
業
な
の
か 

 

と
こ
ろ
で
、
田
近
洵
一
が
要
求
し
た
授
業
実
践
へ
の
問
題
提
起
に
つ
い
て
は
、
間
接
的
で
は
あ
る
が

す
で
に
須
貝
千
里
は
次
の
論
文
で
応
答
し
て
い
る
。
『 

第
三
項
論
が
拓
く
文
学
研
究
／
文
学
教
育 

高

等
学
校 

』
（
田
中
実
・
須
貝
千
里
・
難
波
博
孝 

2018
 

明
治
図
書
）
で
あ
る
。 

 

「
授
業
構
想
」
と
は
読
者
と
し
て
の
学
習
者
の
「
読
む
こ
と
」
の
活
性
化
、
了
解
不
能
の
《
他

者
》
と
し
て
の
〈
作
品
そ
の
も
の
〉
の
〈
影
〉
と
の
格
闘
の
過
程
の
た
め
の
、
教
師
の
側
か
ら

の
働
き
か
け
の
こ
と
で
す
。
こ
の
働
き
か
け
に
お
い
て
は
、
「
教
育
の
目
的
」
と
し
て
の
、
自

己
や
他
者
、
世
界
を
問
い
続
け
る
存
在
に
な
る
こ
と
が
学
習
者
に
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
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た
め
の
「
学
習
課
題
」
に
は
学
習
者
が
作
品
に
対
し
て
抱
く
ナ
ゾ
と
向
き
合
お
う
と
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
学
習
者
の
ナ
ゾ
は
往
々
に
し
て
、
教
師
の
側
に
と
っ
て
〈
困
っ
た
質

問
〉
と
し
て
出
現
し
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
〈
困
っ
た
質
問
〉
と
の
向
き
合
い
方
が
「
授
業
構

想
」
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

須
貝
千
里
「
〈
困
っ
た
質
問
〉
に
向
き
合
っ
て―

文
学
作
品
の
「
教
材
研
究
」
の
課
題
と
前
提―

「
〈
困

っ
た
質
問
〉
に
向
き
合
っ
て―

文
学
作
品
の
「
教
材
研
究
」
の
課
題
と
前
提―

」
（
Ｐ261

） 

 

① 

須
貝
千
里
の
「
授
業
構
想
」
論
に
私
は
共
鳴
し
て
い
る
。
「
「
学
習
課
題
」
に
は
学
習
者

が
作
品
に
対
し
て
抱
く
ナ
ゾ
と
向
き
合
お
う
と
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
」
お
り
、
「
学

習
者
の
ナ
ゾ
は
往
々
に
し
て
、
教
師
の
側
に
と
っ
て
〈
困
っ
た
質
問
〉
と
し
て
出
現
」

し
、
教
師
の
想
定
を
も
超
え
て
し
ま
う
。
こ
の 

② 

ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
授
業
観
は
「
〈
読

み
〉
の
理
論
」
を
実
体
化
し
網
を
掛
け
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
授
業
観
と
は
全
く
相
容
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
授
業
に
な
っ
た
の
か
」
を
問
わ
れ
て
、

そ
の
〈
読
み
方
〉
や
〈
世
界
観
〉
が
相
対
化
さ
れ
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
学
習

過
程
の
手
順
こ
そ
極
め
て
大
事
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
教
室
の
中
で
最
も
予

想
外
の
須
貝
千
里
さ
ん
の
〈
読
み
〉
を
み
ん
な
で
「
あ
あ
読
ん
だ
の
か
、
こ
う
読
ん
だ
の

か
な
、
そ
こ
は
私
は
こ
う
読
ん
で
た
、
須
貝
さ
ん
は
私
の
考
え
を
ど
う
思
う
？ 

先
生
は

ど
う
思
う
？ 

」
と
語
り
合
う
姿
が
想
像
で
き
よ
う
。
③ 

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
授
業
観
で

は
、
〈
困
っ
た
質
問
〉
は
教
師
の
「
限
界
」
の
外
と
な
り
見
捨
て
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る

の
だ
。
「
私
（
教
師
）
が
分
か
る
こ
と
は
な
ん
で
も
教
え
ま
す
。
授
業
で
は
私
（
教
師
）
も

分
か
ら
な
い
こ
と
を
皆
さ
ん
と
一
緒
に
考
え
た
い
の
で
す
」
と
い
う
教
室
風
土
を
つ
く
る
こ

と
に
私
は
何
よ
り
も
大
切
に
し
て
き
た
。 

田
近
洵
一
の
問
題
提
起
に
は
授
業
実
践
で
具
体
的
に
応
答
し
て
い
く
外
な
い
と
私
は
考
え
て
い
る
。

知
的
理
解
で
は
共
有
で
き
て
い
る
か
に
見
え
て
も
、
そ
の
断
絶
は
絶
望
的
に
深
い
こ
と
が
多
い
か
ら

だ
。 ④ 

田
近
洵
一
は
、
田
中
実
の
「
主
観
性
を
壊
し
続
け
る
」
４ 

は
小
学
生
の
教
育
内
容
と
し
て
ふ
さ

わ
し
く
な
い
と
考
え
、
こ
れ
を
排
除
し
た
。
そ
の
た
め
、
「
〈
死
〉
な
ね
ば
な
ら
ぬ
〈
い
の
ち
〉
」
の

価
値
」
の
〈
問
い
〉
、
例
え
ば
今
日
の
小
学
校
教
材
で
あ
る
宮
沢
賢
治
、
あ
ま
ん
き
み
こ
作
品
の
プ
ロ

ッ
ト
の
意
味
を
問
う
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
の
〈
読
み
〉
の
深
層
世
界
は
そ
の
視
界
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
子
ど
も
た
ち
の
深
層
で
は
〈
死
〉
は
極
め
て
近
し
い
存
在
で
あ
る
と
臨
床
心
理
の
河
合

隼
雄
や
詩
人
森
崎
和
江
は
述
べ
て
い
る
。
５ 

私
も
そ
う
実
感
し
て
い
る
。
日
常
生
活
言
語
を
育
む
こ

れ
ま
で
の
国
語
教
育
の
限
界
を
田
近
は
超
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
次
に
そ
の
具
体
例
を
紹
介
す

る
。 

  

４ 

宮
沢
賢
治 

寓
話
『
猫
の
事
務
所･･･

あ
る
小
さ
な
官
衙
に
関
す
る
幻
想･･･

』 
 

―
 

田
近
洵
一
「
語
り
の
放
棄
」
を
超
え
て ―
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『
創
造
の
〈
読
み
〉
新
論―

文
学
の
〈
読
み
〉
の
再
生
を
求
め
て
』
（
「
第
一
章 

創
造
の
〈
読
み
〉
の

理
論
」
ｐ14

）
で
は
、
田
近
洵
一
の
〈
読
み
〉
の
「
思
考
の
枠
組
」
の
実
践
上
の
限
界
が
さ
ら
に
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
。
「
四
『
創
造
の
〈
読
み
〉
の
理
論
』
」
の
章
を
引
用
す
る
。 

  
 
 

 
 

獅
子
は
不
審
そ
う
に
、
し
ば
ら
く
中
を
見
て
い
ま
し
た
が
、
い
き
な
り
戸
口
を
叩
い
て
入
って
き
ま
し

た
。
猫
ど
も
の
愕
き
よ
う
と
い
った
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
う
ろ
う
ろ
う
ろ
う
ろ
そ
こ
ら
を
あ
る
き
ま
わ
る
だ

け
で
す
。
か
ま
猫
だ
け
は
泣
く
の
を
や
め
て
、
ま
っす
ぐ
に
立
ち
ま
し
た
。 

 
 
 

 
 

獅
子
が
大
き
な
し
っか
り
し
た
声
で
言
い
ま
し
た
。 

「そ
ん
な
こ
と
で
は
地
理
も
歴
史
も
あ
った
も
の
で
は
な
い
。
や
め
て
し
ま
え
。
え
い
。
解
散
を
命
じ
る
。
」 

こ
う
し
て
事
務
所
は
廃
止
に
な
り
ま
し
た
。 

ぼ
く
は
半
分
獅
子
に
同
感
で
す
。 

 

絶
対
権
力
者
〈
獅
子
〉
の
突
然
の
登
場
に
〈
か
ま
猫
〉
を
い
じ
め
て
き
た
〈
猫
た
ち
〉
は
う
ろ
た
え

る
。
自
分
た
ち
の
し
て
き
た
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
。
し
か
し
、
視
点
人
物
の
〈
か
ま
猫
〉
だ
け
は
獅

子
が
自
分
を
助
け
に
来
て
く
れ
た
と
思
い
「
泣
く
の
を
や
め
て
、
ま
っ
す
ぐ
立
っ
て
〈
獅
子
〉
の
裁
定

を
待
っ
た
。
こ
こ
ま
で
プ
ロ
ッ
ト
を
読
み
進
め
て
き
た
「
読
み
手
」
に
は
〈
か
ま
猫
〉
の
態
度
は
当

然
、
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
事
態
は
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。
猫
の
地
理
と
歴
史
を
調
べ
る

役
所
『
猫
の
事
務
所
』
の
〈
読
み
〉
の
肝
と
な
る
の
は
プ
ロ
ッ
ト
の
「
語
り
手
」
が
最
後
に
顔
を
出
し

語
っ
た
「
ぼ
く
は
獅
子
に
半
分
同
感
で
す
」
を
ど
う
読
む
か
の
問
題
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
。
「
語
り

手
」
が
な
ぜ
こ
ん
な
こ
と
を
最
後
に
語
っ
た
の
か 

？ 

の
〈
メ
タ
プ
ロ
ッ
ト
〉
を
ど
う
読
む
か
で
あ

る
。 と

り
わ
け
「
出
来
事
」
を
語
る
「
前
の
半
分
」
と
〈
金
色
の
獅
子
の
裁
定
〉
の
〈
後
の
半
分
〉
で
語

ら
れ
た
相
関
を
ど
う
読
む
か
の
問
題
で
あ
る
。
事
務
長
〈
黒
猫
〉
と
一
番
書
記
〈
白
猫
〉
、
二
番
書
記

〈
虎
猫
〉
、
三
番
書
記
〈
三
毛
猫
〉
、
そ
し
て
毛
が
薄
い
が
た
め
に
差
別
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
、
こ

の
極
め
て
優
秀
な
〈
か
ま
猫
〉
た
ち
。
こ
の
役
所
の
中
で
の
権
力
構
造
の
相
関
関
係
は
、
常
に
気
持
ち

の
揺
ら
ぎ
が
お
こ
り
そ
れ
ぞ
れ
の
内
面
は
疑
心
暗
鬼
の
無
間
地
獄
に
浮
い
た
り
沈
ん
だ
り
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
こ
の
無
間
地
獄
こ
そ
読
者
に
問
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
を
生
き
る
も
の
の
生
命
持
続
の
怯
え

で
あ
ろ
う
。 

田
近
洵
一
は
、
こ
の
結
末
に
絶
対
的
権
力
者
の
獅
子
の
事
務
所
の
廃
止
命
令
は
「
語
り
手
と
し
て
の

責
任
の
放
棄
と
し
か
言
え
な
く
な
る
」
と
し
て
「
語
り
の
放
棄
」
を
読
ん
だ
。
① 

つ
ま
り
、
『
猫
の

事
務
所
』
の
田
近
の
〈
読
み
〉
の
限
界
点
は
、
〈
語
り
手
〉
の
「
語
り
の
放
棄
」
に
よ
っ
て
〈
読
み
〉

を
〈
読
み
手
〉
の
恣
意
的
意
味
づ
け
に
委
ね
て
し
ま
っ
た
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
し
、
獅
子
の
事
務
所
の
廃
止
命
令
は
、
猫
の
事
務
所
が
無
く
な
っ
た
と
い
う
役
所
の
組
織
上
の

問
題
だ
け
で
は
な
く
、
「
猫
族
の
地
理
と
歴
史
」
の
文
化
が
こ
の
世
の
記
録
か
ら
消
滅
す
る
こ
と
を
意

味
す
る
だ
ろ
う
。
猫
族
の
文
化
は
こ
の
世
か
ら
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
② 

こ
れ
が
〈
語
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り
〉
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
こ
と
、
猫
族
の
自
己
倒
壊
で
あ
る
と
私
は
読
む
。
こ
こ
か
ら
田
近
の
「
語
り

の
放
棄
」
を
抱
え
込
ん
で
、
〈
文
化
以
前
〉
の
深
層
に
〈
問
わ
れ
る
主
体
〉
が
現
象
す
る
の
で
あ
る
。 

つ
ま
り
、
猫
族
の
文
化
が
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
〈
文
化
以
前
の
領
域
〉
か
ら
折
り
返
し
た
時
、
〈
読

み
手
〉
に
映
し
出
さ
れ
る
の
は
、
猫
族
の
エ
リ
ー
ト
役
所
で
あ
る
「
第
六
事
務
所
」
が
瓦
解
・
倒
壊
し

て
し
ま
っ
た
世
界
で
あ
る
。
事
務
長
〈
黒
猫
〉
、
一
番
書
記
〈
白
猫
〉
、
二
番
書
記
〈
虎
猫
〉
、
三
番

書
記
〈
三
毛
猫
〉
、
〈
か
ま
猫
〉
は
、
も
は
や
エ
リ
ー
ト
で
も
な
く
、
黒
で
も
白
で
も
虎
で
も
三
毛
で

も
な
い
、
猫
で
も
な
い
猫
の
〈
文
化
以
前
〉
の
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
瓦
解
・
倒
壊
し
て
し
ま
っ
た
〈
文
化
以
前
〉
の
背
後
か
ら
の
光
が
照
ら
し
出
し
た
の

は
、
生
あ
る
も
の
た
ち
が
懸
命
に
い
の
ち
を
つ
な
ご
う
と
蠢
く
様
子
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
輝
い
て
い
た
。

愛
す
べ
き
輝
く
い
の
ち
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
あ
の
全
て
の
「
猫
た
ち
？ 

」
も
そ
の
生
き
も
の
た
ち

の
中
に
い
る
。 

こ
の
〈
文
化
以
前
〉
の
領
域
に
現
象
し
た
寓
話
を
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
の
作
者
、
宮
沢
賢
治
は

ど
う
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？  

  

Ⅲ 

深
層
の
領
域
で
〈
魂
が
響
き
合
う
〉
世
界
が
現
象
す
る 

 

１
〈
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
リ
ア
ル
〉―

 

深
層
批
評
へ 

  

次
に
挙
げ
る
の
は
宮
沢
賢
治
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』「
序
文
」
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鐵
道
線
路
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か

ら
も
ら
つ
て
き
た
の
で
す
。 

ほ
ん
と
う
に
、
か
し
わ
ば
や
し
の
青
い
夕
方
を
ひ
と
り
通
り
か
か
つ
た
り
、
十
一
月
の
山
の
風
の
な
か
に
、

ふ
る
え
な
が
ら
立
った
り
し
ま
す
と
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
氣
が
し
て
し
か
た
な
い
の
で
す
。
ほ
ん
た
う
に
も

う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ
る
や
う
で
し
か
た
な
い
と
い
ふ
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
ほ
り
書
い

た
ま
で
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
な
か
に
は
、
あ
な
た
の
た
め
に
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
し
、
た
だ

そ
れ
つ
き
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
わ
た
く
し
に
は
、
そ
の
み
わ
け
が
よ
く
つ
き
ま
せ
ん
。
な
ん
の
こ

と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け

が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。 

け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
は
、
こ
れ
ら
の
ち
い
さ
な
も
の
が
た
り
の
幾
き
れ
か
が
、
お
し
ま
ひ
、
あ
な
た
の
す

き
と
ほ
つ
た
ほ
ん
た
う
の
た
べ
も
の
な
る
こ
と
を
ど
ん
な
に
ね
が
ふ
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。 

 

宮
沢
賢
治
は
「
な
ん
の
こ
と
だ
か
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
で
せ
う
が
、
そ
ん
な
と
こ

ろ
は
、
わ
た
く
し
に
も
ま
た
、
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
の
で
す
」
、
「
ど
う
し
て
も
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る

よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
」
と
言
っ
て
い
る
。
作
者
で
あ
る
賢
治
さ
え
よ
く
分
か
ら
な
い
の
だ
。
「
知
的

リ
ア
ル
」
、
〈
体
感
的
リ
ア
ル
〉
を
超
え
て
現
象
す
る
〈
そ
ん
な
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
リ
ア
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ル
〉
で
あ
る
。
己
の
理
屈
で
も
、
体
感
で
も
な
い
、
己
の
外
部
か
ら
突
然
降
っ
て
く
る
現
象
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
読
者
が
「
己
の
理
屈
」
、
「
感
性
」
を
超
え
て
語
ら
れ
た
矛
盾

あ
る
叙
述
に
拉
致
さ
れ
て
、
こ
れ
を
全
て
受
け
入
れ
る
と
深
層
世
界
か
ら
現
象
し
て
く
る
〈
リ
ア
ル
〉

が
あ
る
。
〈
読
み
〉
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
「
言
語
の
世
界
」
も
〈
言
語
以
前
〉
の
何
の
こ
と
だ
か
分
か

ら
な
い
世
界
も
読
み
手
は
そ
の
ま
ま
叙
述
に
拉
致
さ
れ
、
連
れ
去
ら
れ
る
こ
と
か
ら
始
ま
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。 

私
は
、
「
看
護
学
の
根
本
精
神
」
で
引
用
し
た
「
無
限
に
相
手
を
受
け
入
れ
る
よ
う
こ
と
が
自
分
の

生
き
る
喜
び
と
力
に
な
る
よ
う
な
関
係
、
委
ね
・
委
ね
ら
れ
る
関
係
で
あ
り
」
、
「
教
師
は
生
徒
の
優

れ
た
聴
き
手
で
あ
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
る
。
優
れ
た
読
み
手
（
教
師
）
と
は
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
声
が

い
か
に
深
く
、
鋭
く
受
け
止
め
ら
れ
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
」
、
こ
の
田
中
実
の
言
葉
、
〈
委
ね
・
委

ね
ら
れ
る
関
係
〉
を
思
い
起
こ
さ
ず
に
い
ら
れ
な
い
。 

私
も
、
た
だ
た
だ
宇
宙
の
起
源
か
ら
突
然
降
り
そ
そ
が
れ
る
光
り
を
待
つ
こ
と
に
し
よ
う
。
〈
文
学

教
材
の
力
〉
が
多
種
多
様
な
〈
読
み
〉
を
吸
収
し
、
大
空
に
跳
ね
返
す
可
能
性
を
内
在
さ
せ
て
い
る

〈
第
三
項
〉
の
世
界
観
認
識
を
信
じ
て
待
つ
こ
と
、
そ
れ
が
〈
作
品
の
意
志
〉
と
の
向
き
合
い
方
な
の

だ
ろ
う
と
今
は
心
底
思
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

そ
し
て
、
「
知
的
の
リ
ア
ル
」
と
「
体
感
的
リ
ア
ル
」
の
向
こ
う
の
底
な
し
の
闇
に
、
〈
そ
ん
な
こ
と

が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
リ
ア
ル
〉
の
風
の
声
を
聴
く
の
で
あ
る
。 

 
 
 
 

人
に
我
が
身
を
委
ね
、
委
ね
ら
れ
る
喜
び
は
、
人
が
心
の
奥
深
く
か
ら
感
じ
る
生
き
る
喜
び
で

あ
る
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
は
人
は
自
分
の
な
か
に
深
い
心
の
井
戸
、
生
の
「
静
か
な
震
え
」

（
村
上
春
樹
）
の
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
仮
に
「
魂
」
５

（
河
合
隼
雄
）

と
呼
ん
で
お
け
ば
、
こ
の
魂
に
響
く
も
の
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
自
分
の
心
の
井
戸
を
掘
り
下
げ

て
い
く
方
法
こ
そ
、
文
学
に
も
国
語
教
育
に
も
看
護
に
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。 

（
『 

い
の
ち
と
文
学 

読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て 

』
序
章
ｐ
６
～
ｐ
７
）（
傍
線 

筆
者
） 

 

深
層
で
「
こ
の
魂
に
響
く
も
の
、
そ
こ
に
向
か
っ
て
自
分
の
心
の
井
戸
を
掘
り
下
げ
て
い
く
」
こ
と

を
私
も
授
業
実
践
で
感
得
し
て
み
た
い
。
宇
宙
の
起
源
か
ら
降
り
そ
そ
が
れ
る
光
り
を
待
っ
て
。 

 

２ 

村
上
春
樹
『
猫
を
棄
て
る ―

父
親
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
僕
の
語
る
こ
と
』
を
め
ぐ
っ
て 

 

 

村
上
春
樹
『
猫
を
棄
て
る 

―

父
親
に
つ
い
て
語
る
と
き
に
僕
の
語
る
こ
と
』
（2020.

4 

文
藝
春
秋
）
を
読
み
、

「
意
識
世
界
」
と
〈
深
層
世
界
〉
の
相
関
関
係
を
こ
こ
で
は
さ
ら
に
考
え
て
み
た
い
。 

 
 
 

田
中
実
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。 

 

村
上
春
樹
の
「
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド―

」
は
ま
た
当
人
が
よ
く
使
う
「
地
下
二
階
」
と
も
深
く

関
わ
っ
て
い
ま
す
。
村
上
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
い
わ
ゆ
る
近
代
的
自
我
と
い
う
の
は
、
下
手
を

す
る
と
い
う
か
、
ほ
と
ん
ど
地
下
一
階
で
や
っ
て
い
る
ん
で
す
、
（
中
略
）
で
も
地
下
二
階
に
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行
っ
て
し
ま
う
と
、
も
う
頭
だ
け
で
で
は
処
理
で
き
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
（
「
村
上
春
樹
『
海
辺

の
カ
フ
カ
』
を
中
心
に
」
（
『
夢
を
見
る
た
め
に
毎
朝
僕
は
目
覚
め
る
の
で
す
』
村
上
春
樹
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
集

19
9
7
-2
0
0
9

） 

こ
れ
も
ま
た
現
実
社
会
に
は
非
現
実
・
超
現
実
の
よ
う
な
こ
と

が
あ
る
に
は
収
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
と
い
う
主
体
が
「
私
」
で
あ
っ
て
「
私
」
で
は
な
い
。

「
私
」
は
反
「
私
」
で
あ
る
と
い
う
背
理
（
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）
の
領
域
で
す
。
村
上
の
「
地
下

二
階
」
は
そ
れ
こ
そ
前
述
の
三
島
由
紀
夫
が
前
掲
『
小
説
と
は
何
か
』
で
「
現
実
と
超
現
実
の

併
存
状
態
」
の
そ
の
外
部
の
〈
向
こ
う
〉
を
措
定
し
て
い
る
こ
と
と
い
み
じ
く
も
同
義
で
す
。

「
Ⅲ
「
地
下
二
階
」
、
「
私
」
＝
反
「
私
」
、
森
林
太
郎
・
村
上
春
樹
」 

（
「
１
パ
ラ
レ
ル
ワ
ー
ル
ド
の
出

現･
･
･
･
･
･

〈
語
り
〉
「
語
ら
な
い
こ
と
で
語
っ
て
い
る
」 

（
「
近
代
小
説
の
《
神
髄
》―

「
表
層
批
評
」
か
ら

〈
深
層
批
評
〉
へ―

」（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
五
集
）P 

⒑
） 

 

「
も
う
頭
だ
け
で
で
は
処
理
で
き
な
い
」
深
層
世
界
の
「
地
下
二
階
」
、
「
「
私
」
と
い
う
主
体
が

「
私
」
で
あ
っ
て
「
私
」
で
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
理
屈
を
超
え
て
い
る
か
ら
難

し
い
。
田
中
は
村
上
春
樹
を
引
用
し
て
さ
ら
に
こ
う
述
べ
て
い
る
︒ 

 

彼
は
さ
ら
に
「
壁
と
卵―

エ
ル
サ
レ
ム
賞
・
受
賞
の
あ
い
さ
つ
」
で
、
「
も
し
、
こ
こ
に
硬
い

大
き
な
壁
が
り
、
そ
こ
に
ぶ
つ
か
っ
て
割
れ
る
卵
が
あ
っ
た
ら
、
私
は
常
に
卵
の
側
に
立
ち
ま

す
。…

…

私
が
小
説
を
書
く
理
由
は
煎
じ
詰
め
れ
ば
た
だ
一
つ
で
す
。
個
人
の
魂
の
尊
厳
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
、
そ
こ
に
光
を
当
て
る
た
め
で
す
。
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
人
類
の

文
明
史
の
中
で
も
根
源
的
且
つ
逆
説
的
で
も
あ
り
ま
す
。
何
故
な
ら
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が

ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
な
ど
、
他
の
人
類
種
と
は
異
な
り
、
唯
一
今
日
ま
で
生
き
残
っ
て
い
る

の
は
、
よ
り
大
き
な
集
団
化
・
組
織
化
を
造
り
出
し
得
た
か
ら
で
あ
り
、
人
類
は
様
々
な
レ
ベ

ル
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
文
明
の
進
化
を
可
能
に
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
「
言
語

と
生
命
・
認
識
と
倫
理
」
も
問
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
、
「
壁
」
に
対
し
て
村
上

が
「
卵
」
の
側
に
立
つ
こ
と
は
前
述
の
猫
と
人
間
の
体
温
が
分
か
ち
が
た
く
な
る
意
識
を
生
き

る
こ
と
に
外
な
り
ま
せ
ん
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
創
り
だ
し
た
諸
々
の
シ
ス
テ
ム
を
相
対
化

し
、
そ
の
外
部
か
ら
シ
ス
テ
ム
を
捉
え
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
注
目
に
敬
意
を
覚
え
ざ

る
を
得
ま
せ
ん
。
村
上
の
文
学
は
人
類
が
勝
ち
得
た
シ
ス
テ
ム
の
保
証
の
な
い
と
こ
ろ
に
「
個

人
の
尊
厳
」
を
見
ま
す
。
そ
こ
に
、
良
き
小
説
の
拠
点
を
置
き
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
中
略
） 

村
上
に
と
っ
て
「
個
人
の
尊
厳
」
に
「
光
を
当
て
る
」
と
は
、
人
間
の
自
我
や
、
自
己
の
枠

内
で
は
な
い
、
そ
の
外
部
、
先
の
比
喩
で
い
え
ば
ど
こ
ま
で
が
人
間
で
、
ど
こ
ま
で
が
動
物
か
、

分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
」
領
域
に
「
光
を
当
て
る
」
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ
は
も
は
や
人

間
の
意
識
の
底
に
孕
む
正
義
や
正
当
性
の
意
識
、
そ
の
意
味
で
の
倫
理
性
に
ま
つ
わ
る
正
し
さ

は
及
び
ま
せ
ん
。
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
と
戦
争
に
向
か
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
は
立
ち
向
か
え
な

い
の
で
す
。 

そ
れ
は
、
「
私
」
が
「
私
」
で
あ
り
な
が
ら
猫
で
あ
る
こ
と
、
猫
が
猫
で
あ
り
な
が
ら
「
私
」
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で
あ
る
立
場
で
す
。
こ
れ
が
、
「
私
」
は
反
「
私
」
で
あ
っ
て
、
初
め
て
「
私
」
で
あ
る
と
い

う
背
理
に
立
つ
こ
と
を
可
能
に
し
ま
す
。
（
「
２ 

村
上
春
樹
の
小
説
観…

…

「
無
機
的
な
世
界
」
か
ら

「
個
人
の
魂
の
尊
厳
」
に
光
を
当
て
）」） 

（
田
中
実
「
無
意
識
に
眠
る
罪
悪
感
を
原
点
に
し
た
三
つ
の
物
語―

〈
第
三
項
〉
論
で
読
む
村
上
春
樹
の
『
猫

を
捨
て
る 

父
親
に
つ
い
て
語
る
と
き
』
と
『
一
人
称
単
数
』、
あ
ま
ん
き
み
こ
の
童
話
『
あ
る
ひ
あ
る
と
き
』

（
都
留
文
科
大
学
大
学
院
紀
要 

第
二
五
集 

2021.3

） 

（
傍
線 

太
字
筆
者
） 

 

① 

「
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
ネ
ア
ン
デ
ル
タ
ー
ル
人
な
ど
他
の
人
類
種
と
は
異
な
り
、
唯
一
今
日

ま
で
生
き
残
っ
て
い
る
の
は
、
よ
り
大
き
な
集
団
化
・
組
織
化
を
造
り
出
し
得
た
か
ら
で
あ
り

人
類
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
て
文
明
の
進
化
を
可
能
に
し
て
き
ま
し

た
。
」
と
、
村
上
春
樹
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
制
度
の
シ
ス
テ
ム
を
単
純
に
否
定
す
る
こ
と

は
し
な
い
。
二
項
対
立
は
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

し
か
し
、
硬
い
「
壁
」
と
い
う
シ
ス
テ
ム
と
対
峙
せ
ざ
る
を
得
な
い
事
態
に
対
し
て
は
、
村
上
は
無

条
件
に
「
卵
」
の
側
に
立
つ
と
い
う
。
そ
れ
は
「
シ
ス
テ
ム
の
保
証
の
な
い
と
こ
ろ
に
「
個
人
の
魂
の

尊
厳
」
に
「
光
を
当
て
る
」
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
」
と
、
田
中
は
村
上
の
こ
の
断
言
を
全
身
全
霊
で

受
け
止
め
、「
卵
」
の
側
に
立
つ
こ
と
は 

② 

「
猫
と
人
間
の
体
温
が
分
か
ち
が
た
く
な
る
意
識
を
生
き

る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
、
村
上
の
「
良
き
小
説
」
の
側
に
田
中
実
も
立
つ
の
で
あ
る
。 

 

確
か
に
「
厚
い
壁
」
に
守
ら
れ
て
い
る
人
間
は
、
生
き
延
び
ら
れ
る
側
に
自
分
は
い
る
と
い
う
意
識

を
持
つ
。
そ
こ
で
は
主
体
の
問
題
は
浮
上
し
な
い
か
、
自
分
の
思
想
・
信
念
に
蓋
を
し
て
生
き
延
び
る
。

私
は
こ
れ
を
単
な
る
保
身
と
し
て
断
罪
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
「
猫
」
の
立
場
、
「
卵
」
の

側
は
生
死
を
賭
し
て
「
己
の
魂
の
尊
厳
」
と
向
き
合
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
戦
う
に
し
て
も
逃
げ

る
に
し
て
も
。
な
ら
ば
、
「
村
上
の
文
学
が
人
類
が
勝
ち
得
た
シ
ス
テ
ム
の
保
証
の
な
い
と
こ
ろ
に

「
個
人
の
魂
の
尊
厳
」
を
見
る
」
こ
と
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
主
体
も
客
体
も
溶

け
て
し
ま
っ
た
世
界
」
か
ら
「
個
人
の
魂
の
尊
厳
」
と
向
き
合
い
、
照
ら
し
返
す
こ
と
で
あ
る
。
③ 

こ
の
二
項
対
立
を
超
え
て
、
皆
が
仲
良
く
な
る
た
め
に
は
、
己
を
捨
て
た
〈
第
三
項
〉
が
必
須
な
の
だ
。 

 
 

戦
後
民
主
主
義
の
申
し
子
と
し
て
一
九
四
六
年
に
生
ま
れ
、
七
十
年
代
に
内
面
の
自
己
倒
壊
を
経
験

し
、
あ
る
意
味
生
き
残
っ
て
し
ま
っ
た
私
に
は
村
上
春
樹
の
心
境
に
深
い
共
感
が
あ
る
。 

  
 

ロ
シ
ア
と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
戦
争
、
イ
ス
ラ
エ
ル
と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
戦
争
等
々
、
そ
こ
で
は
無
数
の

死
者
が
、
「
集
合
的
な
何
か
に
置
き
換
え
ら
れ
る
」
、
例
え
ば
、
死
者
〇
〇
〇
〇
〇
人 

内
、
子
ど
も
〇

〇
〇
〇
〇
人
と
。
職
業
作
家
村
上
春
樹
は
偶
然
の
繋
が
り
か
ら
生
ま
れ
た
こ
の
一
人
の
子
ど
も
の
「
い

の
ち
の
物
語
」
を
引
き
受
け
、
「
書
く
こ
と
」
で
、
そ
の
「
責
務
」
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 

  

【
注
】 

１ 

田
中
実 

〈
作
品
の
意
志
〉 

「
小
説
の
読
み
に
は
そ
れ
自
体
あ
る
動
き
、
あ
る
方
向
に
向
か
っ
て
の
働
き
が
あ
る
。
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作
品
に
は
読
み
手
の
恣
意
を
超
え
た
〈
意
志
〉
が
働
き
、
そ
の
〈
意
志
〉
に
従
っ
て
動
き
出
す
と
言
っ
て
も
よ

い
。
・
・
・
こ
こ
に
〈
作
品
の
意
志
〉
が
あ
り
そ
れ
は
〈
本
文
〉
の
外
に
あ
る
「
独
歩
の
詩
魂
」
に
重
な
る
。
」
、
ま

さ
に
「
作
品
の
い
の
ち
」
で
あ
る
。 

（
田
中
実
『 

い
の
ち
と
文
学 

読
み
の
ア
ナ
ー
キ
ー
を
超
え
て
』
（1997

右
文
書
院
）
（
「
〈
語
り
手
）
を
超
え

て
語
ら
れ
る
も
の―

『
春
の
鳥
』
国
木
田
独
歩
」P158 

〉 

 

２
「
『
文
学
研
究×

国
語
教
育
』
の
会
」
（
「
略
称 

架
け
る
会
」）
新
し
い
「
文
学
作
品
・
文
学
教
材
」
の
〈
読
み
〉
の

実
践
研
究
の
場
と
し
て
、「『
文
学
研
究×

『
国
語
教
育
』
の
会
」
を2021･8

に
設
立
し
、
以
降
、
月
例
会
や
夏
期
研

究
集
会
を
行
っ
て
い
る
。 

 

３ 

田
近
洵
一
『
国
語
教
育
革
新
の
視
点―

「
学
び
」
を
通
し
て
、
人
間
と
し
て
生
き
る―

』
（2022

 

東
洋
観
出
版
社
）

／ 

『
生
活
主
義
国
語
教
育
の
再
生
と
創
造
』（2022

 

三
省
堂
）
が
上
梓
さ
れ
た
。 

 

４ 

「
主
観
性
を
壊
し
続
け
る
」
「
倒
壊
・
瓦
解
は
、
文
学
作
品
に
よ
っ
て
主
体
が
撃
た
れ
、
既
存
の
自
己
の
価
値
観
・

世
界
観
が
壊
れ
、
新
た
な
自
己
が
立
ち
上
が
る
可
能
性
に
ひ
ら
か
れ
る
こ
と
を
語
句
の
意
味
に
込
め
て
い
る
。
」

（
『
文
学
の
力×

教
材
の
力 

理
論
編 

』 

（
「
キ
ー
ワ
ー
ド
の
た
め
の
試
み
」P64

 

田
中
実
・
須
貝
千
里
編 

教
育
出
版
社2001.6

） 

 

５ 

河
合
隼
雄
著
『
子
ど
も
の
宇
宙
』
Ⅳ 

子
ど
も
と
死
（1990

 

岩
波
新
書
） 

 
 

１ 

子
ど
も
は
死
を
考
え
る 

「
真
剣
な
問
い 

三
、
四
歳
の
子
ど
も
が
死
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
、
森
崎
和
江
が

述
べ
て
い
る
。･

･
･

森
崎
は
自
分
の
二
人
の
そ
れ
ぞ
れ
、
三
、
四
歳
ご
ろ
に
、
「
な
ぜ
死
ぬ
の
」
「
死
ん
だ
ら
ど
う

な
る
の
」「
マ
マ
は
死
ぬ
こ
と
、
こ
わ
く
な
い
？ 

」
と
問
い
か
け
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。 

 

６ 

「
魂
」 

河
合
隼
雄
著
『
子
ど
も
の
宇
宙
』
Ⅳ 

子
ど
も
と
死
（1990

 

岩
波
新
書
） 

 

７  

子
ど
も
は
死
を
考
え
る 

「
魂
の
深
い
交
流 

森
崎
は
正
直
に
自
分
の
考
え
を
語
り
な
が
ら
「
こ
と
ば
を
聞
こ
う
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
裸
の
魂
が
、
感
じ
ら
れ
て
、
子
を
抱
き
つ
つ
そ
の
「
大
き
さ
重
さ
」
が
本
当
に
感
じ
ら
れ

る
お
の
だ
。
子
ど
も
は
常
に
小
さ
い
と
は
限
ら
な
い
。
森
崎
は
、
ま
っ
と
う
に
答
え
ら
れ
ぬ
自
分
を
責
め
「
た
だ
ひ

た
す
ら
、
一
緒
に
生
き
る
か
ら
ゆ
る
し
て
ね
」
と
心
か
ら
想
っ
て
い
る
と
、
そ
の
う
ち
、
子
が
私
の
背
へ
ち
い
さ
な

手
を
の
ば
し
、
撫
で
つ
つ
言
っ
た
。「
泣
か
な
い
で
ね
、
も
う
こ
わ
い
こ
と
言
わ
な
い
か
ら
」･･･ 
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	読み手の「いのち」と作品の「いのち」が、葛藤の〈向こう〉で〈魂が響き合う〉ことを夢見て
	―  田中実『 いのちと文学　読みのアナーキーを超えて』  を〈問い〉 直し続けて　―
	近代小説の〈実体験とフィクション〉／ 深層批評とは何か ／志賀直哉『城の崎にて』の〈ことばの仕組み〉の秘密

