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二
〇
〇
八
年

７―１

は
じ
め
に―

大
江
の
自
作
言
及
か
ら
み
え
て
く
る
も
の

二
〇
〇
六
年
十
二
月
に
、『
「
お
か
し
な
二
人
組
（
ス
ゥ
ー
ド
・
カ
ッ
プ
ル
）
」
三
部
作
』（
講
談
社
）

が
出
版
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、『
取
り
替
え
子) 1

(

』『
憂
い
顔
の
童
子) 2

(

』『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！) 3

(

』

の
三
作
品
に
、「
長
江
古
義
人
と
小
説
作
者
の
対
話
」
と
題
し
た
小
冊
子
を
加
え
た
特
装
版
で
あ
る
。

既
に
出
版
さ
れ
て
い
た
三
作
品
は
い
ず
れ
も
「
古
義
人
」
と
い
う
人
物
を
主
人
公
に
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
作
品
が
ゆ
る
や
か
に
連
関
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
一
纏

め
に
す
る
こ
と
で
、
ひ
と
ま
ず
古
義
人
も
の
は
一
段
落
し
た
こ
と
が
宣
言
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
連
作
の
題
名
に
「
お
か
し
な

二
人
組
」
と
い
う
名
が
冠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
三
作
を
読
ん
で
き
た
読

者
が
作
品
の
通
底
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
と
き
、
果
た
し
て
「
お
か
し
な
二
人
組
」
と
い
う
フ
レ
ー

ズ
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
お
か
し
な
二
人
組
」
に
つ
い
て
、
作
者
自
身
は
前
掲
の
小
冊
子
に
お
い
て
は
、『
宙
返
り
』

（
一
九
九
九
年
六
月
）
を
批
評
し
た
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ミ
ソ
ン
よ
り
示
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
が
、
そ
う
な
る
と
こ
れ
は
三
作
品
の
テ
ク
ス
ト
内
部
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
と

い
う
よ
り
、
こ
れ
ら
を
書
き
終
え
た
作
者
大
江
健
三
郎
の
側
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
こ
の
三
作
品
を
『
「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
』
と
名
付
け
る
こ
と

自
体
が
作
者
に
よ
る
解
釈
を
含
ん
だ
新
し
い
創
作
行
為
で
あ
り
、
ま
た
、
既
に
読
ま
れ
て
き
た
作
品

は
、
も
う
一
度
こ
の
三
部
作
の
一
部
と
し
て
読
ま
れ
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
る

と
、『
取
り
替
え
子
』
は
果
た
し
て
古
義
人
と
吾
良
の
「
お
か
し
な
二
人
組
」
の
物
語
と
し
て
読
ま

れ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

ま
た
、
三
作
品
の
読
者
に
と
っ
て
、
視
点
人
物
「
古
義
人
」
は
、
明
ら
か
に
作
者
自
身
を
モ
デ
ル

と
し
な
が
ら
も
、
作
者
と
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
、
大
江
作
品
に
頻
出
す
る
「
僕
」
の

系
譜
に
つ
な
が
る
人
物
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
で
あ
ろ
う
が) 4

(

、
こ
こ
で
念
押
し
の
よ
う
に
「
長
江

古
義
人
と
小
説
作
者
の
対
話
」
を
加
え
る
作
者
の
意
図
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
、
連
関
す
る
三
作

品
を
ま
と
め
る
作
品
解
題
の
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
古
義
人
を
「
ま
っ
た
く
の
同
年
同
月
同
日
の
生

大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
』
論

―
―

「
再
生
」
装
置
と
し
て
の
「
田
亀
」―

―

内＊　

堀　

瑞　

香

れ
」
と
し
、
そ
れ
と
「
対
話
」
を
行
っ
て
い
る
「
小
説
作
者
」
と
い
う
設
定
は
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ

た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
三
作
品
を
読
ん
で
読
者
が
獲
得
し
た
「
古
義
人
」
像
も
、
こ

の
新
た
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン―

し
か
も
境
界
線
の
あ
や
ふ
や
な
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る―

の
前
に

揺
ら
ぎ
か
ね
な
い
。「
古
義
人
」
は
三
作
品
の
中
で
は
「
小
説
家
」
で
あ
る
が
、
こ
の
小
冊
子
の
中

で
は
、
作
品
を
批
評
す
る
「
読
者
」
の
よ
う
で
も
あ
る
の
だ
。

大
江
に
自
作
言
及
が
多
い
の
は
す
で
に
多
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が) 5

(

、
近
年
の
そ
れ

は
、「
作
者
」
と
「
読
者
」
の
境
界
線
を
時
に
強
調
し
、
時
に
あ
い
ま
い
に
す
る
よ
う
な
、
極
め
て

複
雑
な
形
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
一
例
と
し
て
、『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
を
め
ぐ
る
裁
判) 6

(

に
関
連
し
て
の
大
江
の
言
及
を
例
に
挙

げ
て
み
た
い
。

大
江
は
こ
の
件
に
関
し
て
、
曽
野
綾
子
が
〈
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
を
「
誤
読
」
し
て
い
る
〉、
と
し

て
い
る) 7

(

の
で
あ
る
が
、
大
江
の
こ
の
説
明
に
対
し
、
原
告
側
の
弁
護
士
で
あ
る
徳
永
信
一
氏
は
、
大

江
が
テ
ク
ス
ト
生
成
時
に
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
も
の
ま
で
も
含
め
て
テ
ク
ス
ト
を

事
後
的
に
規
定
し
て
い
る
こ
と
は
「
一
般
の
読
者
」
に
と
っ
て
受
け
入
れ
難
い
も
の
で
あ
る
旨
を
述

べ
た
う
え
で
、
曽
野
氏
の
読
み
を
一
方
的
に
「
誤
読
」
で
あ
る
と
退
け
て
い
る
こ
と
へ
の
疑
問
を
呈

し
て
い
る) 8

(

。

本
稿
で
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
の
分
析
あ
る
い
は
こ
の
裁
判
を
め
ぐ
る
言
説
に
つ
い
て
の
見
解
を
述
べ

る
こ
と
は
一
切
行
わ
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
徳
永
氏
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
と
は
、
作
者
大
江

の
テ
ク
ス
ト
や
読
者
へ
の
姿
勢
、
あ
る
い
は
自
作
言
及
に
関
す
る
問
題
と
つ
な
が
る
も
の
だ
と
考
え

て
よ
い
。
そ
し
て
文
学
研
究
者
で
は
な
い
徳
永
氏
か
ら
「
一
般
の
読
者
」
と
い
う
発
言
が
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
大
江
が
あ
る
限
ら
れ
た
「
読
者
」
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
、〈
一
般
〉
の

読
書
行
為
か
ら
既
に
感
じ
取
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
〇
〇
八
年
二
月
に
講
談
社
文
庫
か
ら
文
庫
版
が
出
版
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
に
書

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
大
江
健
三
郎
／
テ
ク
ス
ト
構
造
／
読
書
行
為
／
再
読
／
引
用

＊
平
成
一
八
年
度
生　

国
際
日
本
学
専
攻
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大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
』
論

き
下
ろ
さ
れ
た
『
治
療
塔
』
の
あ
と
が
き) 9

(

の
中
で
も
、「
私
が
自
分
の
作
品
に
こ
れ
だ
け
新
し
い
気

持
を
呼
び
起
さ
れ
つ
つ
読
み
直
し
た
の
は
初
め
て
」
で
、「
物
語
が
ど
の
よ
う
に
進
行
し
て
ゆ
く
の

だ
っ
た
か
再
読
し
な
が
ら
思
い
出
せ
」
な
か
っ
た
が
、「
書
き
手
の
私
」
は
物
語
の
筋
書
き
を
「
な

か
な
か
た
く
み
に
進
行
さ
せ
て
い
る
」
と
感
じ
、「
い
ま
現
在
の
私
が
読
者
と
し
て
受
け
と
め
る
も

の
」
と
し
て
「
文
章
の
基
盤
に
「
悲
し
み
」
が
充
ち
て
い
る
と
い
う
の
は
妥
当
だ
ろ
う
」、
と
す
る

大
江
は
、
自
ら
が
「
作
者
」
と
し
て
作
品
解
説
を
行
う
の
で
は
な
く
、「
読
者
」
と
し
て
の
立
場
か

ら
テ
ク
ス
ト
を
受
け
止
め
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
あ
と
が
き
を
読
む
読
者

は
、
あ
く
ま
で
「
作
者
」
の
作
品
解
説
の
変
調
と
し
て
、
つ
ま
り
「
作
者
」
に
よ
る
権
力
が
働
い
た

状
態
で
の
文
章
と
し
て
こ
れ
を
読
み
、『
治
療
塔
』
が
初
め
か
ら
「
悲
し
み
」
の
物
語
と
し
て
書
か

れ
て
い
た
と
受
け
取
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

以
上
か
ら
、
大
江
は
「
作
者
」
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
と
「
読
者
」
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
と
を
使
い

分
け
な
が
ら
自
身
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
言
及
を
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
効
用
は
い
ず

れ
も
作
品
の
解
釈
を
あ
る
決
ま
っ
た
方
向
に
誘
導
し
か
ね
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
発
言
の
多

さ
が
大
江
研
究
の
一
つ
の
大
き
な
壁
と
も
な
っ
て
い
る
。

大
江
健
三
郎
は
、「
読
者
」
と
い
う
存
在
に
つ
い
て
非
常
に
自
覚
的
で
あ
り
、
作
者―

読
者
の
関

係
を
理
論
的
に
整
理
し
て
い
る
作
家
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
作
者
大
江
の
想
定
し
て
い
な

い
「
読
者
」
を
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

『
取
り
替
え
子
』
に
お
い
て
は
、
作
者
に
よ
る
読
み
の
誘
導
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
テ
ク
ス
ト
自

体
は
読
者
の
主
体
的
な
参
加
を
要
請
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
大
江
の
自
作
言
及
の

特
質
に
迫
り
つ
つ
『
取
り
替
え
子
』
を
『
「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
』
と
の
関
連
で
読
み
直
し

て
み
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
前
景
化
し
、
そ
し
て
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
性
質
を
支
え
る
作
品
装
置
に
つ

い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

一
、『
取
り
替
え
子
』
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性

（
一
）「
田
亀
」
と
は
何
か

『
取
り
替
え
子
』
の
中
核
を
な
す
も
の
の
一
つ
と
し
て
、「
田
亀
」
に
よ
る
吾
良
と
古
義
人
と
の
対

話
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
田
亀
」
は
、
吾
良
の
生
前
、
古
義
人
が
「
厄
介
な
鬱
状
態
」
に
あ
っ

た
時
、「
人
間
ら
し
さ
」
を
恢
復
す
る
た
め
に
五
十
本
も
の
盗
聴
テ
ー
プ
と
共
に
も
ら
っ
た
、「
古
い

タ
イ
プ
の
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
」
で
あ
る)10

(

。
そ
の
後
送
ら
れ
て
き
た
吾
良
の
独
り
語
り
の
テ
ー
プ

を
ち
ょ
う
ど
吾
良
の
死
の
前
後
に
聴
い
た
古
義
人
は
、「
ド
シ
ン
」
の
音
の
後
の
「
き
み
と
の
交
信

を
断
つ
の
じ
ゃ
な
い
」
と
の
吾
良
の
声
を
、「
向
こ
う
側
に
行
っ
た
」
吾
良
の
声
と
考
え
た
。
吾
良

自
身
が
遺
書
と
と
も
に
遺
し
た
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
に
も
携
帯
電
話
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
田
亀
」
を
携
帯
電
話
と
捉
え
、
そ
の
う
ち
「
向
こ
う
側
」
の
吾
良
か
ら
の
言
葉
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
と
期
待
し
た
。

初
め
て
テ
ー
プ
が
送
ら
れ
て
き
た
段
階
で
は
吾
良
は
生
き
て
い
た
が
、
そ
の
時
か
ら
、
古
義
人
は

カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
の
再
生
を
停
止
あ
る
い
は
一
時
停
止
し
て
、
自
分
の
意
見
を
さ
し
は
さ
む
と
い
う

擬
似
会
話
を
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
吾
良
の
死
後
も
、
吾
良
が
墜
落
死
し
た
こ
と
を
語
ら
な
い
、
と

い
う
「
田
亀
の
ル
ー
ル
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
古
義
人
と
吾
良
が
現
実
に
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
に
居
る
か

と
は
無
関
係
に
、「
吾
良
が
そ
こ
に
移
行
し
て
い
る
空
間
と
時
間
の
場
所
か
ら
の
、
妙
に
リ
ア
ル
な

言
葉
が
つ
た
わ
っ
て
来
る
」
の
が
「
田
亀
」
で
あ
る
。

こ
の
「
妙
に
リ
ア
ル
」
と
い
う
の
が
「
田
亀
」
の
持
つ
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー

ダ
ー
で
あ
る
か
ら
、
本
来
は
「
リ
ア
ル
」
な
音
を
記
録
す
る
は
ず
で
あ
る
が
、
冒
頭
の
吾
良
の
墜
落

音
は
古
義
人
に
よ
っ
て
「
ド
シ
ン
」
と
い
う
言
葉
で
読
み
替
え
ら
れ
、
そ
の
後
も
こ
の
語
は
象
徴
的

に
使
用
さ
れ
る
。「
田
亀
」
を
使
っ
た
言
語
空
間
に
は
「
リ
ア
ル
」
な
音
へ
の
「
解
釈
」
が
介
入
せ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
こ
の
「
ド
シ
ン
」
と
い
う
の
が
物
体
の
落
下
を
思
わ
せ
る
音
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
田
亀
自
体
の
「
そ
れ
自
体
で
気
負
い
立
っ
て
い
る
」「
生
々
し
い
」「
気
配
」
を
表
す
「
グ

ズ
リ
」
と
は
、
生
き
物
の
様
子
を
形
容
す
る
語
で
あ
る
。
作
品
前
半
で
は
、
田
亀
を
使
っ
て
の
対
話

は
、「
田
亀
に
惑
溺
さ
え
し
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
に
み
っ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
相
手
の
あ
る
こ

と
な
の
だ
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、「
田
亀
」
を
「
自
分
単
独
の

0

0

0

0

0

精
神
の
遊
戯
」（
傍
点
本
文
）
で

あ
る
と
認
識
し
つ
つ
、
千
樫
に
隠
れ
て
ま
で
そ
の
使
用
を
試
み
る
古
義
人
は
、
対
話
相
手
と
し
て
の

吾
良
に
固
執
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
精
神
世
界
に
固
執
し
て
い
る
と
い
え
る
。

で
は
な
ぜ
、
古
義
人
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
田
亀
」
と
い
う
「
装
置
」
を
利
用
す
る
、
身
体
性
を

伴
う
行
為
に
拘
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
田
亀
」
は
、
あ
く
ま
で
も
古
義
人
自
身
が
電
池
を
入
れ
て
、
再
生
ボ
タ
ン
を
押
さ
な
い
と
作
動

し
な
い
、「
機
械
」
で
あ
り
、
再
生
中
に
ど
の
箇
所
で
停
止
す
る
か
に
つ
い
て
も
古
義
人
が
主
導
権

を
握
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
対
話
」
は
、
携
帯
電
話
で
の
会
話
を
模
し
て
い
る
よ
う
に
見

せ
な
が
ら
、
携
帯
電
話
の
要
素
を
備
え
て
お
ら
ず
、
極
め
て
一
方
的
な
通
信
手
段
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
確
か
に
、
古
義
人
が
吾
良
の
言
葉
を
思
い
出
し
て
語
る
の
と
は
違
い
、
再
生
さ
れ
る
吾
良
の
肉

声
は
、
紛
れ
も
な
い
吾
良
自
身
の
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
吾
良
の
死
が
心
無
い
マ
ス
コ

ミ
に
よ
っ
て
様
々
に
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
が
騒
音
と
な
っ
て
古
義
人
を
苦
し
め
る
中
で
、「
肉
声
」
だ

け
を
信
じ
、
外
部
の
音
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
取
る
こ
と
と
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
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し
、
実
際
は
古
義
人
は
吾
良
の
言
葉
の
編
集
を
行
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
田
亀
」
に
は
実
は
高
度

の
編
集
機
能
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
を
「
古
い
タ
イ
プ
の
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
」
と
強

調
す
る
こ
と
は
か
え
っ
て
、
古
義
人
が
吾
良
の
言
葉
を
自
由
自
在
に
解
釈
し
て
し
ま
う
危
険
性
を
隠

蔽
し
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
古
義
人
に
と
っ
て
は
非
常
に
都
合
の
よ
い
言
説
空
間
が
保
た
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
「
田
亀
」
に
関
し
て
、
井
上
ひ
さ
し
氏
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
的
装
置
を
駆
使
し
な
が
ら
記

憶
の
貯
蔵
庫
を
開
い
て
、
死
者
た
ち
と
完
璧
な
、
と
て
も
面
白
い
、
哲
学
的
な
深
い
会
話
、
冗
談
さ

え
も
言
い
合
え
る
新
し
い
人
間
関
係
を
築
き
上
げ
」
た
、
と
し)11

(

、
川
本
三
郎
氏)12

(

は
、「
テ
ー
プ
に
よ

る
死
者
と
の
対
話
」
の
意
味
と
は
、「
若
き
日
の
友
情
の
確
認
・
再
生
」
と
し
て
い
る
が
、
以
上
の

こ
と
を
考
え
れ
ば
「
田
亀
」
と
は
、「
新
し
い
人
間
関
係
」
を
作
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
「
友
情
の

確
認
」
を
示
す
も
の
で
も
な
い
、
極
め
て
閉
じ
ら
れ
た
空
間
に
存
在
し
て
い
る
、
古
義
人
の
エ
ゴ
イ

ズ
ム
を
担
保
す
る
も
の
で
あ
る
。
古
義
人
が
「
田
亀
」
と
い
う
装
置
を
必
要
と
す
る
の
は
、
こ
う
し

た
理
由
に
よ
る
の
だ
。

以
上
は
テ
ク
ス
ト
表
層
に
お
け
る
「
田
亀
」
の
役
割
で
あ
る
が
、
小
森
陽
一
氏)13

(

が
示
唆
す
る
よ
う

に
、「
田
亀
」
は
単
に
小
説
内
の
小
道
具
で
は
終
わ
ら
な
い
。

作
品
後
半
に
お
い
て
、
古
義
人
は
、
一
度
中
断
し
て
い
た
「
田
亀
」
で
の
会
話
を
、
懐
か
し
さ

か
ら
で
は
な
く
、「
吾
良
が
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
吹
き
込
ん
で
い
る
自
分
へ
の
批
判
を
受
け
止
め
る

必
要
」
の
た
め
に
再
開
す
る
。
吾
良
は
「
田
亀
」
を
通
じ
て
、
自
身
の
映
画
に
つ
い
て
「
最
初
見
た

時
よ
く
見
て
い
な
か
っ
た
も
の
を
、
再
度
見
て
追
認
す
る
こ
と
で
、
本
当
に
受
容
は
深
ま
る
の
か
？

二
度
目
か
ら
、
か
れ
は
、
最
初
見
た
映
画
の
、
い
わ
ば
メ
タ
映
画
を
見
て
い
る
の
じ
ゃ
な
い
か
」
と

問
い
か
け
、「
幾
度
も
繰
り
返
し
て
見
る
必
要
の
な
い
映
画
を
作
り
た
い
」
と
語
っ
て
い
る
。
ま
た
、

別
の
箇
所
で
、
古
義
人
に
対
し
て
「
き
み
に
は
、
自
分
が
い
ま
ど
う
い
う
読
者
に
読
ま
れ
て
い
る
か
、

先
行
き
は
ど
う
か
、
と
い
う
配
慮
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
新
し
い
読
者
を
獲
得
す
る
か
、
と
い
う
企

業
努
力
が
欠
落
し
て
い
る
よ
」
と
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
自
体
は
表
層
の
意
味
に
お
い
て
は
映
画
監
督
吾
良
か
ら
小
説
家
古
義
人
へ
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
吾
良
は
古
義
人
の
「
読
者
」
と
し
て
、
古
義
人
に
作
家
と
し
て

の
態
度
を
問
い
直
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
そ
し
て
そ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
今
度
は
ま
さ
し
く
作
者

の
手
に
よ
っ
て
『
取
り
替
え
子
』
の
中
に
配
置
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
読
者
は
こ
こ
に
何

ら
か
の
意
味
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。「
田
亀
」
の
再
生
に
よ
っ
て
現
れ
た
言
語
空
間
を
メ

タ
テ
ク
ス
ト
と
し
て
規
定
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
語
は
そ
の
ま
ま
、
吾
良
に
よ
る
「
田
亀
」
の
空

間
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
読
者
へ
の
提
言
と
し
て
も
読
む
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
古
義
人
（
作
者
）
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
中
で
形
成
さ
れ
て
き
た
「
田
亀
」（
テ
ク
ス
ト
）
へ
の

取
り
組
み
方
に
つ
い
て
、「
田
亀
」
内
部
か
ら
問
い
を
発
し
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
の
空
間
か
ら
、
そ
の
前
提
と
も
な
っ
て
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
空
間
を
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
、
極
め
て
複
雑
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
読
ん
で
み
る
時
、

「
田
亀
」
を
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
内
に
機
能
す
る
自
己
言
及
的)14

(

な
シ
ス
テ
ム
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
、「
田
亀
」
を
作
品
内
小
道
具
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
象
徴
の
位
置
に
押
し
上
げ
る

シ
ス
テ
ム
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
読
者
が
そ
の
構
造
に
気
づ
い
て
主
体
的
な
読
み
を
行
う
こ
と
を
要
請

す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
『
取
り
替
え
子
』
の
読
者
は
、
吾
良
の
こ
の
発
言
か
ら
、
こ
の
「
田
亀
」
の
シ
ス
テ
ム

に
は
再
度
聴
き
直
し
た
り
、
わ
か
り
や
す
く
編
集
し
た
り
す
る
こ
と
は
必
要
な
い
、
つ
ま
り
聴
取
は

一
度
き
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
「
田
亀
の
ル
ー
ル
」
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
読
者
が
自
ら
の
主
体
的
参
加
に
よ
っ
て
手
に
入
れ
る
も
の
と
は
、
読
書
行
為
の
一

回
性
の
要
請
な
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
読
者
は
こ
こ
で
、
自
ら
の
読
書
行
為
の
限
界
を
知
ら
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、「
田
亀
」
の
メ
タ
レ
ベ
ル
に
お
け
る
機
能
と
は
、
読
者
に
対
す
る
抑
圧
装

置
と
し
て
の
そ
れ
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
関
連
す
る
問
題
と
し
て
、「
田
亀
」
が
物
語
の
最
後
に

ど
う
な
る
か
に
つ
い
て
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
二
）「
田
亀
」
の
譲
渡
に
み
る
「
可
能
性
」

『
取
り
替
え
子
』
を
読
み
始
め
た
読
者
に
と
っ
て
、
作
品
を
貫
く
シ
ス
テ
ム
に
な
る
か
と
思
わ
れ

た
「
田
亀
」
で
あ
る
が
、
意
外
に
も
「
田
亀
」
は
作
品
の
半
ば
に
は
す
で
に
そ
の
機
能
を
失
墜
さ
せ

始
め
る
。
実
際
、
古
義
人
が
「
田
亀
」
を
自
ら
手
放
し
て
ベ
ル
リ
ン
へ
旅
立
つ
と
、
実
は
「
田
亀
」

無
し
で
も
吾
良
と
の
対
話
は
充
分
に
思
い
出
さ
れ
て
い
た
し
、
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
を
止
め
た
り
再
生

し
た
り
し
な
い
点
で
か
え
っ
て
ス
ム
ー
ズ
で
あ
っ
た
。

あ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
田
亀
」
に
惑
溺
し
て
い
た
古
義
人
が
「
田
亀
」
の
使
用
を
避
け
た
理
由
は
、

千
樫
の
要
請
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
古
義
人
自
身
の
意
志
で
も
あ
る
。
第
五
章
「
試
み
の

ス
ッ
ポ
ン
」
で
、
古
義
人
が
ス
ッ
ポ
ン
と
格
闘
す
る
様
子
に
つ
い
て
、
小
森
陽
一
氏
は
、「
田
亀
の

シ
ス
テ
ム
を
擬
似
的
に
壊
す
た
め
の
、
そ
こ
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
ス
ッ
ポ
ン
と
の
戦
い)15

(

」
と
し
て

い
る
。

そ
し
て
、
第
五
章
に
至
っ
て
、
事
態
は
大
き
な
展
開
を
迎
え
る
。
そ
れ
は
ラ
ン
ボ
オ
の
一
節
〈
つ

ら
い
夜
！
乾
い
た
血
が
顔
面
に
く
す
ぶ
り
、
背
後
に
は
、
あ
の
恐
る
べ
き
灌
木
の
他
は
何
も
な
い
！

…
〉
を
吾
良
の
声
で
聴
い
て
し
ま
っ
た
時
で
あ
る
。

７―３



内
堀　

大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
』
論

そ
こ
に
古
義
人
は
吾
良
が
田
亀
（
携
帯
電
話
）
を
持
っ
て
移
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
デ
ジ
ャ

ビ
ュ
」
を
感
じ
、
こ
れ
ま
で
故
意
に
電
池
を
入
れ
ず
に
い
た
「
田
亀
」
の
電
池
を
入
れ
、
テ
ー
プ
を

半
日
か
か
っ
て
全
部
聞
き
直
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
こ
れ
ま
で
の
「
田
亀
」
の
使
用
法
に
そ
ぐ
わ

な
い
点
が
二
点
あ
る
。

ま
ず
、「
田
亀
」
の
中
で
は
吾
良
が
「
墜
落
死
」
し
た
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
最
も
大
き
な
ル
ー

ル
違
反
で
あ
る
。
ま
た
、「
半
日
で
全
部
」
聴
い
た
と
い
う
こ
と
は
、「
会
話
」
を
せ
ず
に
、
も
し
か

す
る
と
再
生
速
度
を
速
め
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、「
田
亀
」
が
本
来
名
目

と
し
て
持
っ
て
い
た
、
古
義
人
と
「
向
こ
う
側
」
に
い
る
吾
良
と
の
「
対
話
」
を
可
能
に
す
る
通
路

と
し
て
の
役
割
は
全
く
果
た
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
、
古
義
人
は
全
て
の
話

題
を
頭
出
し
で
き
る
よ
う
に
田
亀
を
整
理
・
編
集
し
て
お
り
、
千
樫
と
二
人
で
こ
の
テ
ー
プ
を
聴
い

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
田
亀
」
の
存
在
意
義
を
も
無
視
す
る
越
権
行
為
に
他
な
ら
な
い
。

す
る
と
、
そ
れ
以
後
、「
肉
声
」
で
な
く
「
ア
レ
」
に
つ
い
て
吾
良
の
遺
し
た
絵
コ
ン
テ
付
き
の

シ
ナ
リ
オ
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
直
後
、
物
語
は
終
章
に
移
り
、
考
え
、
行

動
す
る
主
体
と
し
て
の
古
義
人
は
テ
ク
ス
ト
に
現
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
田

亀
」
は
千
樫
の
所
有
に
移
っ
て
い
る
。
も
っ
と
も
千
樫
は
、
一
度
テ
ー
プ
を
聴
い
た
だ
け
で
箇
条
書

き
に
し
て
内
容
を
整
理
で
き
る
ほ
ど
に
吾
良
の
話
を
理
解
し
て
お
り
、
も
は
や
「
田
亀
」
は
、
吾
良

の
肉
声
を
届
け
る
意
味
で
も
、
吾
良
の
話
を
記
録
し
て
お
く
意
味
で
も
、
そ
の
存
在
理
由
を
完
全
に

な
く
し
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
古
義
人
の
「
田
亀
」
の
シ
ス
テ
ム
は
、
古
義
人
が
吾
良
の
死
を
連
想
し
て
振
り
出
し

の
「
ド
シ
ン
」
に
戻
っ
た
時
、
さ
ら
に
は
「
も
っ
と
早
く
テ
ー
プ
を
聴
く
べ
き
だ
っ
た
」
と
、
吾
良

の
死
を
防
ぐ
た
め
に
「
田
亀
」
を
利
用
し
よ
う
と
考
え
た
時
、
崩
壊
す
る
。「
田
亀
」
は
古
義
人
の

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
空
間
で
あ
り
、
そ
の
内
容
も
吾
良
・
古
義
人
の
過
去
の
経
験
の
共
有
で
あ
る
、
と
い

う
本
質
的
に
閉
鎖
さ
れ
た
空
間
の
も
の
で
あ
る
た
め
、
吾
良
か
ら
の
新
し
い
言
葉
を
探
す
た
め
に
は

結
果
的
に
「
吾
良
の
死
を
受
け
入
れ
た
自
分
」
に
辿
り
着
く
他
な
か
っ
た
、
と
い
う
、
よ
く
考
え
る

と
当
然
の
結
論
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
こ
の
「
田
亀
」
の
シ
ス
テ
ム
と
は
、
た
だ
の
徒
労
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

「
田
亀
」
崩
壊
の
瞬
間
、
古
義
人
が
時
間
を
か
け
て
聴
い
て
き
た
「
田
亀
」
の
内
容
を
、
本
来
吾

良
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
「
聴
き
手
」
で
は
な
か
っ
た
は
ず
の
千
樫
が
受
け
止
め
、
本
当
の
吾
良
を

取
り
戻
す
と
い
う
新
し
い
空
間
が
拓
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
レ
ベ
ル
で
言
い
換
え
る

と
、
作
者
が
把
握
し
て
い
な
い
部
分
を
別
の
誰
か
（
読
者
）
が
把
握
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
、「
田
亀
」
の
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
意
味
を
帯
び
て
く
る
の
は
、
吾
良
の
シ
ナ
リ
オ
が
二
種
類
引
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
山
城
む
つ
み
氏)16

(

は
、
吾
良
が
遺
し
た
「
二
通
り
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
っ
て
答
え
は
二
重
化
さ
れ
、

「
あ
い
ま
い
」
の
う
ち
に
宙
吊
り
に
さ
れ
る
」
と
述
べ
、
二
種
類
の
シ
ナ
リ
オ
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

決
定
不
可
能
性
の
方
を
中
心
に
捉
え
て
い
る
が
、
こ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
、「
シ
ナ
リ
オ
」
と
い
う
吾

良
自
身
の
テ
ク
ス
ト
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
結
果
的
に
吾
良
の
肉
声
を
「
田
亀
」
下
で
の
古
義
人
の

意
味
付
け
・
支
配
か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、「
ア
レ
」
に
つ
い
て

の
古
義
人
に
よ
る
決
定
を
免
れ
得
た
、
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
古
義
人
は
「
田

亀
」
を
物
語
も
ろ
と
も
千
樫
に
譲
り
渡
す
こ
と
で
、「
ア
レ
」
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
こ
の
テ
ク

ス
ト
の
読
み
の
可
能
性
を
留
保
し
た
と
い
っ
て
い
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
で
も
述
べ
る
こ
と

に
す
る
が
、
前
述
の
山
城
む
つ
み
氏)17

(

は
、
こ
の
結
末
こ
そ
が
「
追
憶
に
よ
り
過
去
を
取
り
返
そ
う
と

す
る
再
現
の
私
小
説
を
方
法
的
に
切
断
し
、「
反
復
」
に
よ
っ
て
開
け
た
隙
間
に
小
説
の
可
能
性
を

賭
け
よ
う
と
し
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
、
大
江
が
こ
れ
ま
で
と
っ
て
き
た
、
過
去
の

追
憶
や
自
作
へ
の
言
及
・
引
用
に
対
す
る
姿
勢
全
体
を
意
味
付
け
う
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

ま
た
、
蘇
明
仙
氏)18

(

は
、
パ
ト
リ
シ
ア
・
ウ
ォ
ー
氏
を
引
用
し
な
が
ら
、「
田
亀
」
を
、「
自
動
化
し

本
来
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
習
慣
を
『
非
日
常
化
』
し
、
新
し
い
も
っ
と
本
来
的

な
形
式
が
解
放
す
る
上
で
の
、
自
意
識
的
・
諷
刺
的
切
り
崩
し
」
を
行
う
必
要
性
の
あ
る
も
の
と
し

て
規
定
し
て
い
る
。「
田
亀
」
が
こ
の
よ
う
な
可
能
性
を
有
す
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が

実
現
す
る
の
は
、
皮
肉
に
も
「
田
亀
」
崩
壊
の
そ
の
時
で
し
か
あ
り
え
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。

古
義
人
の
「
田
亀
」
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
た
内
容
が
、「
田
亀
」
自
体
の
機

能
に
よ
っ
て
読
者
の
も
と
に
読
み
の
可
能
性
が
残
さ
れ
た
ま
ま
、「
田
亀
」
崩
壊
と
と
も
に
千
樫
に

委
ね
ら
れ
て
ゆ
く
。
作
者
が
造
型
し
た
「
長
江
古
義
人
」
と
い
う
語
り
手
が
、「
田
亀
」
を
駆
使
し

て
吾
良
と
の
擬
似
的
な
会
話
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
自
ら
に
都
合
の
い
い
言
説

空
間
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
り
、
欺
瞞
的
な
行
為
と
言
え
る
が
、
別
の
レ
ベ
ル
で
は
、
一
つ
の
閉
鎖

的
な
テ
ク
ス
ト
を
新
し
い
方
向
へ
拓
い
て
い
く
可
能
性
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
田
亀
」
の
持

つ
機
能
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
可
能
性
／
不
可
能
性
と
い
っ
た
多
義
性
を
示
し
て
い
る
テ
ク
ス
ト
が

『
取
り
替
え
子
』
な
の
で
あ
る
、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、『
取
り
替
え
子
』
は
『
〜
三
部
作
』
に
再
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
と

し
て
の
様
相
を
変
え
る
。
こ
の
『
取
り
替
え
子
』
を
『
「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
』
と
の
関
連

で
考
え
て
初
め
て
見
え
て
く
る
も
の
と
は
何
か
。
冒
頭
の
大
江
の
自
己
言
及
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て

次
章
で
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

二
、
大
江
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
読
者
」

（
一
）　

「
焚
書
」
す
る
の
は
誰
か

こ
こ
で
、『
取
り
替
え
子
』
に
お
け
る
「
ア
レ
」
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
。

「
ア
レ
」
と
は
、
古
義
人
と
吾
良
が
か
つ
て
共
通
に
体
験
し
た
、「
自
分
は
ア
レ
を
書
く
た
め
に
小

説
家
に
な
っ
た
の
だ
」
と
思
え
る
ほ
ど
に
「
自
分
の
人
生
の
主
要
な
事
件
」
と
な
っ
て
い
る
出
来
事

の
こ
と
で
あ
る
。
読
者
は
そ
の
内
容
に
期
待
を
寄
せ
て
読
み
進
め
て
ゆ
く
が
、
前
述
の
通
り
、
吾
良

の
シ
ナ
リ
オ
が
二
種
類
引
用
さ
れ
た
ま
ま
古
義
人
は
テ
ク
ス
ト
表
層
か
ら
姿
を
消
し
、
結
局
そ
の
概

要
は
語
ら
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
の
で
、
読
者
は
様
々
な
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

前
章
で
述
べ
た
通
り
、『
取
り
替
え
子
』
を
何
度
読
み
返
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
答
え
に
辿
り
着
く

こ
と
は
で
き
な
い
。
再
読
し
て
も
新
し
い
文
脈
は
生
成
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、『
取
り
替
え

子
』
に
お
け
る
「
ア
レ
」
の
問
題
は
宙
吊
り
に
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、『
憂
い
顔
の
童
子
』
に
お
い
て
、「
ア
レ
」
の
問
題
は
思
い
も
か
け
な
い
展
開
を
み
せ
る
。

古
義
人
の
『
取
り
替
え
童
子
』
と
い
う
小
説
に
対
し
て
な
さ
れ
た
「
加
藤
典
洋
と
い
う
文
芸
批
評

家
」
の
批
評
が
か
な
り
の
分
量
に
お
い
て
引
用
さ
れ
、「―

―
こ
れ
は
違
う
よ
、
と
古
義
人
は
初
め

て
反
論
し
た
。
私
が
そ
う
と
し
か
読
み
と
れ
ぬ
よ
う
に
書
い
た
と
す
れ
ば
、
自
分
の
力
不
足
だ
が
・

…
…
」
と
古
義
人
の
反
論
を
受
け
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
『
取
り
替
え
子
』
に
つ
い
て
の
加
藤
典
洋
氏)19

(

の
解
釈
で
あ
り
、
そ
れ

は
「
ア
レ
」
の
内
容
に
「
強
姦
と
密
告
」
を
読
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
読
み
の
是
非
に
つ
い
て
は
措

く
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
読
み
が
出
て
き
た
背
景
に
は
、
吾
良
の
シ
ナ
リ
オ
の
表
現
が
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。

煩
雑
さ
を
避
け
る
た
め
引
用
は
し
な
い
が
、
そ
こ
に
は
、
ピ
ー
タ
ー
か
ら
性
的
な
挑
発
を
受
け
る

吾
良
の
姿
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
ま
り
に
饒
舌
な
ま
で
の
語
り
で
あ
り
、
そ
の
シ
ナ

リ
オ
を
全
て
引
用
し
よ
う
と
い
う
語
り
手
、
さ
ら
に
い
え
ば
作
者
の
意
図
に
、
読
者
が
「
ア
レ
」
の

答
え
と
し
て
の
何
ら
か
の
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
の
に
は
頷
け
る
。

し
か
し
古
義
人
は
、「
ア
レ
と
い
う
の
は
ね
、
私
と
吾
良
が
錬
成
道
場
で
経
験
し
た
こ
と
の
全
体

だ
。」
と
し
た
う
え
で
こ
の
引
用
箇
所
に
激
昂
し
て
本
を
燃
や
し
、「
こ
の
読
み
か
ら
浮
か
ん
で
く
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す

0

0

0

。
ク
ソ
ど
も
が
、
」
と
、
文
字
通
り
「
焚
書
」
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

作
者
大
江
健
三
郎
は
、『
取
り
替
え
子
』
を
書
い
た
後
の
二
〇
〇
一
年
三
月
に
は
、「
い
ま
生
き
て

い
る
自
分
の
生
の
、
そ
の
時
代
時
代
に
、
自
分
が
面
白
い
と
思
う
小
説
を
書
い
て
い
こ
う
。
そ
し
て
、

何
十
年
か
生
き
た
後
で
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
が
金
魚
の
ふ
ん
み
た
い
に
つ
な
が
っ
て
い
る

よ
う
に
し
た
い
。」
そ
し
て
そ
れ
ら
の
作
品
は
、「
全
体
と
し
て
一
つ
の
か
た
ま
り
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
て
、
そ
れ
ら
す
べ
て
が
ば
ら
ば
ら
に
あ
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
の
位
置
づ
け
を

読
者
の
ほ
う
で
つ
な
い
で
く
だ
さ
れ
ば
、
そ
れ
が
星
座
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
も
の
だ
と
し
て
い

る)20

(

。
こ
こ
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
一
つ
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
可
逆
的
に
な
ら
な
い
程
度
に
ゆ
る
や

か
に
連
関
し
あ
う
も
の
と
し
て
存
在
し
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
読
者
の
主
体
的
な
解
釈
が
必
要
で
あ
る

と
す
る
点
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
『
取
り
替
え
子
』
を
承
け
た
『
憂
い
顔
の
童
子
』
に
は
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
多

様
性
を
認
め
な
い
、
作
者
に
よ
る
「
暴
力
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
作
者
大
江
と
古
義

人
を
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
作
中
で
も
『
取
り
替
え
童
子
』
な
ど
と
題
名
を
ず
ら
す
と

い
う
巧
妙
な
手
段
を
と
っ
て
い
る
た
め
、
大
江
自
身
が
激
昂
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
い
か

に
自
作
の
引
用
が
多
い
大
江
で
も
、
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
の
評
論
家
の
言
葉
を
自
身
の
次
の
小
説

の
中
に
引
用
し
て
ま
で
糾
弾
す
る
の
は
稀
な
こ
と
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
大
江
が
今
ま
さ
に
こ
の

時
代
に
生
き
て
い
て
、
大
江
も
ま
た
、
„

大
江
の
読
者
“
の
「
読
者
」
で
あ
り
、
読
者
と
双
方
向
的

に
発
信
し
あ
う
場
に
い
る
こ
と
を
示
す
反
面
、
大
杉
重
男
氏)21

(

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
作
者
に
よ
る

読
者
の
間
引
き
」
と
も
い
え
る
。

た
だ
、
こ
こ
で
「
間
引
き
」
さ
れ
る
読
者
と
い
う
の
は
、「
焚
書
」
を
目
撃
し
た
『
憂
い
顔
の
童
子
』

の
読
者
だ
け
で
は
な
い
。
実
は
、『
取
り
替
え
子
』
に
も
「
焚
書
」
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

高
校
時
代
の
古
義
人
の
前
に
突
如
大
黄
が
現
れ
、
セ
ミ
ナ
ー
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で

大
黄
は
焚
書
さ
れ
て
い
た
父
の
蔵
書
の
一
部
を
暗
誦
す
る
。
後
に
古
義
人
は
そ
れ
を
も
と
に
戦
中
の

軍
人
思
想
を
学
び
、
襲
撃
の
原
因
と
な
る
『
聖
上
は
我
が
涙
を
ぬ
ぐ
い
た
ま
い
』
を
書
く
こ
と
に
な

る
。
ま
た
、
セ
ミ
ナ
ー
の
二
日
目
に
は
そ
こ
に
吾
良
も
加
わ
る
の
だ
が
、
そ
の
古
義
人
と
吾
良
が
親

し
く
な
っ
て
い
た
き
っ
か
け
と
い
う
の
も
、
古
義
人
が
父
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
古
典
の
一
節
を
朗

読
し
て
、
教
師
を
激
昂
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
焚
書
さ
れ
て
手
元
に
は
残
っ
て

い
な
い
書
物
を
「
記
憶
」
し
、
そ
れ
を
父
に
つ
い
て
の
記
憶
と
と
も
に
再
現
し
て
い
く
古
義
人
の
姿

が
共
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
焚
書
」
こ
そ
が
大
黄
、
古
義
人
、
吾
良
を
つ
な
ぎ
と
め
た

も
の
で
あ
り
、「
ア
レ
」
の
原
点
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、『
取
り
替
え
子
』
と
『
憂
い
顔
の
童
子
』
に
は
、「
焚
書
」
を
め
ぐ
る
連
関
が
あ
る

は
ず
で
、
読
者
の
主
体
的
な
読
み
に
よ
っ
て
そ
れ
こ
そ
星
座
の
よ
う
に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
も
可

能
な
は
ず
だ
が
、『
憂
い
顔
の
童
子
』
で
「
ア
レ
」
に
つ
い
て
主
体
的
な
読
み
を
提
示
し
た
論
が
「
焚

書
」
さ
れ
る
こ
と
で
、『
取
り
替
え
子
』
の
読
み
の
可
能
性
も
ろ
と
も
霞
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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内
堀　

大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
』
論

（
二
）「
再
読
」
が
「
更
新
」
に
な
る
と
い
う
こ
と

『
取
り
替
え
子
』
と
『
憂
い
顔
の
童
子
』
の
作
品
の
性
質
に
つ
い
て
井
口
時
男
氏)22

(

は
、『
取
り
替
え

子
』
は
「
こ
れ
は
本
当
の
こ
と
だ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
非
常
に
強
く
、「
こ
れ
は
本
当
の
こ
と

で
は
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
潜
在
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
憂
い
顔
の
童
子
』
に
お
い
て
は
、

冒
頭
の
古
義
人
の
母
の
「
古
義
人
の
書
く
も
の
は
ウ
ソ
の
山
」
と
の
言
葉
か
ら
も
、「
こ
れ
は
本
当

の
こ
と
で
は
な
い
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
述
べ
、『
憂
い
顔
の
童
子
』
は
、「
た

ん
な
る
続
篇
で
は
な
く
、
互
い
に
不
可
欠
な
一
対
の
「
片
割
れ
」
同
士
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

確
か
に
そ
う
い
っ
た
側
面
も
あ
る
が
、
果
た
し
て
『
取
り
替
え
子
』
と
『
憂
い
顔
の
童
子
』
と
は
ぴ
っ

た
り
と
合
わ
さ
っ
て
い
く
「
片
割
れ
同
士
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
憂
い
顔
の
童
子
』
を
読
ん
だ
読
者
が
『
取
り
替
え
子
』
を
も
う
一
度
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
と

き
、
読
み
の
力
点
は
「
田
亀
」
に
で
は
な
く
、「
ア
レ
」
の
真
偽
の
方
に
移
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
は
前
述
し
た
、「
田
亀
」
の
シ
ス
テ
ム
が
一
回
性
の
も
の
で
あ
り
、
再
読
し
て
も
新
た
な
文
脈
が

生
成
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、『
取
り
替
え
子
』
を
再
読
し
よ
う
と
す
る
読
者
を
「
田
亀
」
の
文
脈

か
ら
遠
ざ
け
る
機
能
を
持
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
読
者
は
、『
取
り
替
え
子
』
を
真

の
意
味
で
「
再
読
」
す
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
、『
憂
い
顔
の
童
子
』
に
引
き
摺
ら
れ
た
か
た
ち
で
『
取

り
替
え
子
』
の
記
憶
を
保
存
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、『
「
お
か
し
な
二
人
組
」
三
部
作
』
を

読
ん
で
ゆ
く
一
般
的
読
者
の
身
振
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
出
の
井
口
時
男
氏
が
「
大
江
は
自
分
の

書
い
た
も
の
を
幾
度
で
も
読
み
直
し
、
読
み
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
作
品
を
書
く
と
い
う
か
た

ち
で
前
進
し
て
き
た
」「
そ
の
読
み
直
し
＝
書
き
直
し
の
作
業
が
「
最
後
の
小
説
」
と
い
う
観
念
に

向
け
て
の
進
み
行
き
で
あ
る
」
と
す
る
よ
う
に
、
大
江
が
書
き
続
け
る
こ
と
で
起
こ
る
作
品
同
士
の

化
学
反
応
は
偶
然
の
域
で
は
な
い
。

も
う
一
例
参
照
し
た
い
の
が
、『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
で
あ
る
。
引
用
は
省
略
す
る
が
、

こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
二
作
品
に
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
、
古
義
人
が
九
歳
の
夏
に
お
ぼ
れ
か
け

た
場
面
が
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
件
に
つ
い
て
、
冒
頭
で
述
べ
た
「
長
江
古
義
人
と
小
説
作
者
の
対
話
」
に
は
以
下

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
こ
と
だ
。

古
義
人　

私
も
小
説
の
こ
の
く
だ
り
に
到
っ
て
、
あ
の
日
、
自
分
に
起
こ
っ
た
こ
と
の
全
体
像

を
初
め
て
把
握
し
た
。
し
か
も
、
そ
う
し
な
が
ら
、
こ
の
出
来
事
の
意
味
は
以
前
か
ら
知
っ
て

い
た
、
と
も
感
じ
た
よ
。「
想

ア
ム
ネ
ー
シ
ス

起
」
の
作
用
が
あ
っ
た
、
と
で
も
い
う
か
ね
、
把
握
し
た
瞬
間
、

私
の
記
憶
は
、
こ
の
出
来
事
の
意
味
を
し
っ
か
り
恢
復
さ
せ
て
い
た
。

小
説
作
者　

作
者
と
し
て
は
、
そ
れ
を
期
待
し
て
る
ん
だ
。
小
説
の
登
場
人
物
は
、
こ
う
い
う

者
だ
と
設
定
さ
れ
た
時
か
ら
、
過
去
に
つ
い
て
は
も
と
よ
り
、
時
に
は
未
来
に
つ
い
て
ま
で
も

さ
、
小
説
作
者
か
ら
の
認
識
票
が
渡
っ
て
い
る
は
ず
。
し
か
し
、
じ
つ
は
登
場
人
物
に
も
、
作

者
に
も
ね
、
小
説
の
そ
の
一
節
を
書
き
つ
け
る
ま
で
、
い
ま
現
に
あ
る
体
験
を
し
て
い
る
こ
と

の
意
味
は
、
当
人
に
ぼ
ん
や
り
し
て
る
。
そ
れ
が
一
挙
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
が
あ
る
ん
だ
。

こ
の
対
話
の
後
に
さ
ら
に
「
小
説
作
者
」
は
『
憂
い
顔
の
童
子
』
の
段
階
で
「
き
み
の
母
親
が
発

す
る
不
思
議
な
言
葉
で
、
き
み
自
身
、
な
に
ご
と
か
を
そ
れ
こ
そ
「
想
起
」
し
始
め
て
た
の
じ
ゃ
な

い
か
？
」
と
さ
ら
に
問
い
か
け
、「
古
義
人
」
も
、「
作
者
と
し
て
は
、
そ
れ
を
期
待
し
て
い
る
し
、

読
者
に
も
目
く
ば
せ
を
送
っ
て
い
る
よ
ね
、
ま
だ
不
思
議
な
言
葉
で
、
と
し
か
、
小
説
作
者
自
身
い

え
な
い
仕
方
で
…
」
と
そ
れ
に
応
じ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
、
新
し
く
書
き
足
さ
れ
た
古
義
人
の
過
去
に
つ
い
て
の
描
写
が
、「
以
前
か
ら
知
っ
て

い
た
」
こ
と
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、『
取
り
替
え
子
』『
憂
い
顔
の
童
子
』
の
二
作
品
を
読
ん
で
き
た
読
者
は
、
た
だ
で
さ
え

『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
を
読
ん
だ
瞬
間
に
、
自
分
の
古
義
人
に
つ
い
て
の
情
報
を
新
し
く

修
正
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
こ
の
三
作
が
世
に
出
て
数
年
も
過
ぎ
た
段
階
に

お
い
て
、
読
者
の
中
に
新
し
く
産
ま
れ
た
は
ず
の
そ
の
物
語
は
、「
想
起
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、

あ
た
か
も
初
め
か
ら
存
在
し
て
い
た
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
で
あ
る
。
こ
の
行
為
は
、
大
江
の

「
書
き
直
し
」
の
影
響
が
、「
想
起
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
既
に
完
成
さ
れ
て
作
者
の
手
を
離
れ

た
は
ず
の
テ
ク
ス
ト
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

大
江
の
自
作
引
用
、
自
己
言
及
は
、「
読
者
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
„

更
新
“
」
を
促
し
て
い
る
、

目
指
し
て
い
る
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、「
再
読　

R
e-read

」
で
は
な
く
、
そ
れ

ぞ
れ
が
あ
く
ま
で
一
度
き
り
の
読
書
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
る
意
味
で
の
「
更
新　

R
e-n

ew

」
あ

る
い
は
カ
タ
カ
ナ
語
と
し
て
の
「
再
読
込　

リ
ロ
ー
ド
」
で
あ
る
。

大
江
は
自
身
の
創
作
活
動
の
な
か
で
「
書
き
直
し
（
エ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）
」
を
試
み
る
。
本
来

は
そ
の
過
程
で
消
失
し
た
部
分
を
我
々
読
者
は
覗
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
一
度
書
き
終
え
て

出
版
し
た
作
品
は
「
書
き
直
す
」
こ
と
は
一
般
的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
度
世
に
出
て

人
々
に
享
受
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
、
再
度
次
の
テ
ク
ス
ト
内
で
引
用
・
言
及
す
る
こ
と
で
読
者
に

記
憶
の
全
面
的
な
「
更
新
」
を
促
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
変
更
履
歴
」
は

存
在
せ
ず
、
あ
た
か
も
初
め
か
ら
一
つ
の
読
み
が
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。
こ
れ
が
あ
く
ま
で
テ
ク
ス
ト
同
士
で
綿
密
な
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
の
が
『
「
お
か
し
な
二

人
組
」
三
部
作
』
で
あ
る
。

７―６



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

お
わ
り
に―

再
度
、「
田
亀
」
と
は
何
か

以
上
の
考
察
か
ら
、『
取
り
替
え
子
』
に
は
、
テ
ク
ス
ト
と
「
作
者
」
そ
れ
ぞ
れ
を
中
心
と
し
た

渦
の
よ
う
な
読
み
の
方
向
性
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

テ
ク
ス
ト
分
析
か
ら
は
、「
田
亀
」
の
シ
ス
テ
ム
自
体
は
閉
鎖
的
な
テ
ク
ス
ト
構
造
を
暗
示
し
て

見
せ
な
が
ら
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
古
義
人
か
ら
千
樫
に
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
で
テ
ク
ス
ト
の
読
み
の
可

能
性
を
保
持
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、｢

作
者｣

の
側
か
ら
見
れ
ば
、
作
者
が
こ
の

作
品
を
『
憂
い
顔
の
童
子
』『
さ
よ
う
な
ら
、
私
の
本
よ
！
』
と
連
関
さ
せ
て
読
書
さ
せ
る
こ
と
で
、

『
取
り
替
え
子
』
は
古
義
人
と
吾
良
の
物
語
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
〈
更
新
〉
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
な
る
と
、「
作
者
」
を
「
テ
ク
ス
ト
」
か
ら
切
り
離
す
、
テ
ク
ス
ト
論
に
お
い
て
至
極
当
た

り
前
の
読
み
を
行
え
ば
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
可
能
性
を
拓
く
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
が
、
こ
こ
に
も
う

一
段
階
仕
掛
け
が
あ
る
。
実
は
、『
取
り
替
え
子
』
テ
ク
ス
ト
の
側
に
ま
だ
「
作
者
」
の
介
入
を
許

す
装
置
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
前
章
を
承
け
て
、〈
再
生
〉
装
置
と
し

て
の
田
亀
の
様
相
に
つ
い
て
再
度
考
え
て
み
る
と
、
田
亀
の
行
う
〈
再
生
〉
と
は
、
本
来
の
吾
良
の

肉
声
を
た
だ
「
再
生
（replay

）
」
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
。「
田
亀
」
の
も

う
一
つ
の
機
能
は
、
吾
良
の
肉
声
が
あ
た
か
も
も
と
か
ら
古
義
人
へ
向
け
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に

事
後
的
に
錯
覚
を
起
こ
さ
せ
、
吾
良
の
肉
声
を
結
果
的
に
「
再
生
（reborn
）
」
さ
せ
る
装
置―

作

者
が
テ
ク
ス
ト
を
事
後
的
に
解
釈
し
な
お
せ
る
可
能
性
を
留
保
し
て
お
く
装
置
と
し
て
の
も
の
な
の

だ
。す

な
わ
ち
、
読
者
の
主
体
的
な
読
み
の
可
能
性
を
持
ち
つ
つ
も
、
多
様
な
読
み
を
排
し
自
ら
の
テ

ク
ス
ト
を
司
ろ
う
と
す
る
「
作
者
」
の
欲
望
を
も
表
し
て
い
る
の
が
「
田
亀
」
で
あ
り
、
そ
し
て
読

者
が
主
体
的
な
読
み
を
行
お
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
の
両
者
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
ウ
ロ
ボ
ロ

ス
状
態
に
追
い
や
ら
れ
る
の
が
『
取
り
替
え
子
』
の
テ
ク
ス
ト
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
取
り

替
え
子
』
と
は
、〈
大
江
健
三
郎
〉
と
い
う
名
に
象
徴
さ
れ
る
、
数
層
に
も
わ
た
る
「
書
く
」
こ
と

の
現
場
を
体
現
す
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
あ
る
。

注

（
１
）　

講
談
社　

二
〇
〇
〇･

十
二

（
2
）　

講
談
社　

二
〇
〇
二･

九

（
3
）　

講
談
社　

二
〇
〇
五
・
九

（
4
）　

蘇
明
仙
「
大
江
健
三
郎
の
〈
自
己
言
及
文
学
〉
そ
の
可
能
性
」（
「
九
大
日
文
」
第
五
号　

二
〇
〇
四
・
十
二
）「
「
古

義
人
」
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
懐
疑
を
受
け
継
ぐ
者
と
し
て
、
自
己
自
身
に
立
ち
返
っ
て
、
し
か
し
自
己
意
識

の
「
外
部
」
に
立
つ
者
と
し
て
自
分
の
存
在
（
自
分
の
文
学
）
を
疑
う
。「
古
義
人
」
は
、
大
江
が
「
私
」
を
書

き
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
内
の
「
私
」
と
距
離
を
置
く
た
め
の
装
置
と
し
て
の
名
前
で
あ
る
。」

（
5
）　

蘇
明
仙
「
自
己
言
及
性
を
め
ぐ
っ
て―

『
取
り
替
え
子
』
と
『
憂
い
顔
の
童
子
』
を
中
心
に
」（
「
比
較
社
会
文

化
研
究
」
第
一
三
号　

二
〇
〇
三
）「
大
江
が
先
行
す
る
著
作
を
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
テ
ク
ス
ト
間
に
言
及

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
張
っ
て
み
せ
る
傾
向
を
八
〇
年
代
以
降
の
大
江
文
学
の
著
し
い
特
徴
と
み
る
」「
読
者
を
し

て
読
書
過
程
で
テ
ク
ス
ト
間
の
相
互
関
連
性
を
見
つ
け
だ
す
よ
う
要
求
し
て
く
る
」

（
６
）　

大
江
健
三
郎
が
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』（
一
九
七
〇
年
九
月
）
に
お
い
て
、「
住
民
の
〈
集
団
自
決
〉
」
に
つ
い
て
旧
陸

軍
少
佐
と
大
尉
を
「
〈
命
令
者
〉
」
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
五
年
八
月
、
こ
の
元
少
佐
の
梅
沢
裕
氏
と
、

元
大
尉
の
赤
松
嘉
次
氏
の
弟
と
が
、「
集
団
自
決
を
命
じ
て
い
な
い
」
と
し
、
大
江
健
三
郎
と
岩
波
書
店
に
対
し

出
版
・
販
売
の
差
し
止
め
と
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
え
を
起
こ
し
た
。
二
〇
〇
八
年
三
月
、
原
告
側
の
訴
え
を

棄
却
す
る
判
決
が
出
さ
れ
た
が
、
原
告
は
控
訴
し
て
い
る
。
こ
の
件
に
関
し
曽
野
綾
子
氏
は
、
集
団
自
決
に
つ

い
て
軍
の
命
令
は
な
か
っ
た
、
と
す
る
立
場
か
ら
大
江
を
糾
弾
し
て
い
る
。

（
７
）　

「
私
は
、
曽
野
綾
子
氏
の
立
論
が
、
テ
ク
ス
ト
の
誤
読
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
。
ま
ず
『
沖

縄
ノ
ー
ト
』
か
ら
、
問
題
部
分
に
傍
点
し
て
説
明
し
ま
す
。

《
人
間
と
し
て
そ
れ
を
つ
ぐ
な
う
に
は
、
あ
ま
り
に
も
巨
き
い
罪
の
巨
塊
の
ま
え
で

0

0

0

0

0

0

0

0

、
か
れ
は

0

0

0

な
ん
と
か
正
気
で

生
き
伸
び
た
い
と
ね
が
う
。》

か
れ

0

0

と
は
渡
嘉
敷
島
の
守
備
隊
長
で
す
。
罪
の
巨
塊

0

0

0

0

は
、「
巨
き
い
数
の
死
体
」
で
す
。
そ
の
ま
え

0

0

に
立
つ
か
れ

0

0

が
罪
の
巨
塊

0

0

0

0

だ
、
と
読
み
と
る
の
は
文
法
的
に
ム
リ
で
す
。」（
朝
日
新
聞
二
〇
〇
七
年
十
一
月
二
十
日
「
定
義
集
」

[

人
間
を
お
と
し
め
る
こ
と
に
つ
い
て]

「
「
罪
の
巨
塊
」
に
込
め
た
思
い
」
）

（
８
）　

「
三
十
七
年
も
前
に
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
を
書
い
て
か
ら
後
、
集
団
自
決
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
察
し
、
そ
う
し

た
意
見
に
達
し
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
無
理
矢
理
に
一
九
七
〇
年
に
書
い
た
『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
に
お

け
る
《
命
令
》
の
正
し
い
解
釈
だ
と
し
て
言
い
張
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
書
き
換
え
る
な
り
、
新
し
い
書
物

を
著
す
な
ど
し
て
、
一
般
の
読
者
に
も
わ
か
る
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
（
中
略
）
一
般
の
読
者
は
、

テ
レ
パ
シ
ー
を
使
う
か
、
大
江
氏
の
レ
ク
チ
ャ
ー
で
も
受
け
な
い
限
り
、『
沖
縄
ノ
ー
ト
』
の
《
命
令
》
の
意
味

を
大
江
氏
が
証
言
し
た
よ
う
な
「
軍
隊
の
タ
テ
の
構
造
の
力
」
や
「
制
止
し
な
か
っ
た
不
作
為
の
命
令
」
や
「
時

７―７



内
堀　

大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
』
論

限
爆
弾
と
し
て
の
命
令
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
そ
れ
は
大
江
氏
が
認
め
た
よ
う
に
『
沖
縄

ノ
ー
ト
』
の
ど
こ
に
も
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
す
か
ら
。（
中
略
）
む
し
ろ
曽
野
氏
の
読
み
取
り
に
つ
い
て
、「
か

れ
」
が
「
罪
の
巨
塊
」
だ
と
誤
読
し
て
い
る
と
強
引
に
読
み
取
る
こ
と
が
無
理
な
の
で
あ
っ
て
、
大
江
氏
の
方

こ
そ
誤
読
し
て
い
る
の
で
す
。」（
「
正
論
」
二
〇
〇
八
年
四
月
）

（
９
）　

「
新
し
い
文
庫
版
の
た
め
に
」『
治
療
塔
』　

講
談
社
文
庫　

二
〇
〇
八
年

（
10
）　

厳
密
に
は
、「
田
亀
」
と
い
う
名
称
は
、
カ
セ
ッ
ト
レ
コ
ー
ダ
ー
に
付
属
し
た
ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ー
ン
の
形
状
か
ら

付
け
ら
れ
た
も
の
だ
が
、
機
械
自
体
を
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
11
）　

座
談
会
（
大
江
健
三
郎
・
小
森
陽
一
・
井
上
ひ
さ
し
）「
大
江
健
三
郎
作
品
ガ
イ
ド
」（
「
す
ば
る
」
第
二
三
巻

三
号　

二
〇
〇
一
・
三
）

（
12
）　

「
芸
術
家
の
自
死
と
再
生―

大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
（
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン
グ
）
』
を
読
む
」（
「
文
学
界
第
五
五

巻
二
号　

二
〇
〇
一
・
二
）

（
13
）　

（
11
）
に
同
じ

（
14
）　

大
江
が
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
引
用
し
た
り
す
る
こ
と
を
「
自
己
言
及
」
と
一
般
的
に
呼
び
、

本
稿
で
も
後
半
に
お
い
て
述
べ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
意
で
は
な
い
。

（
15
）　

（
11
）
に
同
じ

（
16
）「
追
憶
と
反
復―

大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
（
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン
グ
）
』
を
読
む
」（
「
群
像
」
第
五
六
巻
三
号　

二
〇
〇
一
・
三
）

（
17
）　

（
11
）
に
同
じ

（
18
）　

（
４
）
に
同
じ

（
19
）　

加
藤
典
洋　

「
現
代
小
説
論
講
義
（
７
）
大
江
健
三
郎
『
取
り
替
え
子
（
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン
グ
）
』（
前
編
）
」（
「
一

冊
の
本
」
第
七
巻
一
号　

二
〇
〇
一
・
十
一
）

（
20
）　

（
16
）
に
同
じ

（
21
）　

「
評
論　

た
っ
た
今
死
産
し
た
ば
か
り
の
大
江
小
説
の
読
者
の
た
め
に―

『
憂
い
顔
の
童
子
』
に
触
発
さ
れ
て

―

」　

早
稲
田
文
学
〔
第
九
次
〕
第
二
八
巻
一
号　

二
〇
〇
三
・
一

（
22
）　

「
小
説
の
現
代
二
〇
〇
二　

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
闘
争―

大
江
健
三
郎
『
憂
い
顔
の
童
子
』
を
読
む
」（
「
群
像
」

第
五
七
巻
一
三
号　

二
〇
〇
二
・
十
一
）
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第
一
一
巻　

二
〇
〇
八
年

The “Changeling” Discourse

UCHIBORI Mizuka

abstract

This is a thesis aimed to analyze Kenzaburo Oe's novel's text structure.

He had written a novel titled as “Changeling”, “Child with the anxiety face”, and “Good-bye my book”.
Firstly, the work structure of the “Changeling” has been analyzed; however, I believe that the work 

that hasn't had too much attention should have been analyzed more such as the work titled “Tagame”. 
“Tagame” is not just one of his works but is one of the most important in order to fully understand 

rest of his novels, which enables to free the reader's mind as they go through it. 

Also, as for these three novels, I have found out that the readers encounter different impressions 

every time as they go through every novel.  This is why I have decided to focus on the behavior of 

the readers as they finish reading these novels.

Oe is a kind of writer who always have some kind of messages about his own works for the readers.  

Generally, the readers aren't too much influenced by the author's say; however, for his works there 

seems to be many odds.

Oe might be urging no “Reread” it, and “Reload” on the reader.

Keywords：Oe Kenzaburo, text structure, reading act, reread, intertextuality
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