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　「
で
き
る
」
と
い
う
言
葉
に
も
同
様
の
事
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
。「
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
「
出
で
来
る
」
で
あ
る
。
も

の
ご
と
が
実
現
す
る
の
は
、「
み
ず
か
ら
」
の
主
体
的
な
努
力
や
作
為
の

み
な
ら
ず
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
に
お
い
て
、
あ
る
結
果
や
成
果
が

成
立
・
出
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
す
る
の
だ
と
い
う
受
け
と
め
方
が

あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、「
出
で
来
る
」
と
い
う
言
葉
が
「
で
き
る
」
と
い
う

可
能
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
自
発
の
助
動
詞
「
れ
る
」「
ら
れ
る
」
が
、
そ
の
ま
ま
受
身
で
も
あ
り

可
能
で
も
あ
る
と
こ
ろ
に
も
同
じ
発
想
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
自
発
」
と
い
う
表
現
自
体
が
、
同
じ
よ
う
な
両
義
性

を
も
っ
て
い
る
。
文
法
用
語
と
し
て
の｢

自
発
」
は
、「
お
の
ず
か
ら
」

発
す
る
、
起
こ
る
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に

平
安
の
む
か
し
か
ら
、「
自
分
か
ら
進
ん
で
す
る
」
と
い
う
、「
み
ず
か
ら
」

発
す
る
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

一
　「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」

　
日
本
語
で
は
、「
お
の
ず
か
ら
」
も
「
み
ず
か
ら
」
も
「
自
（
ず
か
）
ら
」

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
み
ず
か
ら
」
為
し
た
こ
と
と
「
お
の
ず
か
ら
」

成
っ
た
こ
と
と
が
別
事
で
は
な
い
と
い
う
理
解
が
あ
る
。
し
ば
し
ば
わ
れ

わ
れ
は
、「
今
度
、
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
か
「
就
職
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
が
、
そ
う
し
た
表
現
に
は
、

い
か
に
当
人
「
み
ず
か
ら
」
の
意
志
や
努
力
で
決
断
・
実
行
し
た
こ
と
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
何
か
し
ら
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
で
そ
う
な
っ
た

の
だ
と
も
受
け
と
め
る
よ
う
な
受
け
と
め
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。

　
三
木
清
『
哲
学
入
門（
１
）』

の
言
い
方
を
か
り
れ
ば
、「
我
々
の
行
為
は
、

我
々
の
為
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て
成
る
も
の
の
意
味
を

も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

〈
特
集
１　

再
考
・
日
本
人
の
思
惟
方
法
〉

竹
　
内
　
整
　
一
　

　
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」
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二
　
二
項
同
体
・
二
項
別
体
論

　
日
本
の
す
ぐ
れ
た
思
想
や
文
学
は
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
と
こ
ろ
に
自
覚

的
で
あ
り
、
先
に
見
た
よ
う
な
日
本
人
の
陥
り
や
す
い
傾
向
を
批
判
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
創
出
さ
れ
て
い
る
。

　
わ
か
り
や
す
い
例
で
見
て
お
こ
う
。
た
と
え
ば
、
日
本
を
代
表
す
る
仏

教
思
想
と
し
て
親
鸞
の
思
想
を
取
り
あ
げ
て
お
こ
う
。
親
鸞
思
想
と
は
、

「
お
の
ず
か
ら
」
を
生
き
死
に
す
る
と
い
う
「
み
ず
か
ら
」
の
あ
り
方
を

き
び
し
く
見
す
え
た
宗
教
・
思
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
親
鸞
に
お
い

て
阿
弥
陀
如
来
の
働
き
と
は
、
こ
こ
で
言
う
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
絶
対
他
力
、
絶
対
他
の
働

き
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
逆
に
、
阿
弥
陀
如
来
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
す
で
に
そ
の
手
の
内
に
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
の

間
を
「
信
」
と
い
う
か
た
ち
で
受
け
と
め
、
繋
ぎ
え
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ

は
、
そ
の
身
の
ま
ま
に
し
て
如
来
と
「
等
し
」
い
存
在
（「
如
来
等
同
」）

と
な
れ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
（「
信
心
よ
ろ
こ
ぶ
そ
の
ひ
と
を
　
如

来
に
ひ
と
し
と
と
き
た
ま
ふ
」『
浄
土
和
讃（
３
）』）。

　「
等
同
」「
等
し
」
は
、
イ
コ
ー
ル
（「
同
じ
」）
の
意
味
で
は
な
い
。
煩

悩
を
ま
と
っ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
は
、
け
っ
し
て
仏
た
り
え
な
い
。
そ
の
間

は
、
ご
く
わ
ず
か
の
よ
う
で
も
あ
る
が
、
ま
た
無
限
の
よ
う
で
も
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
親
鸞
に
お
い
て
は
、
厳
密
に
、
し
か
も
く
り
か
え
し
注
意

さ
れ
て
い
る
。

　
同
じ
こ
と
を
、
明
治
近
代
に
お
い
て
『
歎
異
抄
』
を
あ
ら
た
め
て
見
直

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
言
葉
遣
い
に
お
い
て
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み

ず
か
ら
」
と
は
、
必
ず
し
も
同
一
・
未
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
や
や
も
す
れ
ば
、
両
者
は
安
易
に
同
一
視

さ
れ
重
ね
ら
れ
や
す
い
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
そ
う
し
た
傾
向

が
、「
甘
え
」（
土
居
健
郎
）
と
も
「
空
気
」（
山
本
七
平
）
と
も
、
ま
た
「
無

責
任
の
体
系
」（
丸
山
真
男
）
と
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
批
判
さ
れ
て
き
た
と

こ
ろ
の
も
の
で
あ
る（
２
）。

　
そ
う
し
た
傾
向
を
認
め
つ
つ
も
、
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
日
本
的
思
惟

の
あ
り
方
を
考
え
る
に
お
い
て
、
決
定
的
に
大
事
な
こ
と
は
、「
お
の
ず

か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
と
は
重
な
り
つ
つ
異
な
り
、
異
な
り
つ
つ
重
な

っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
言
葉
は
、
古
語
で
は
、
自
然
の
成
り
行
き
の

ま
ま
で
、
と
い
う
用
法
と
同
時
に
、
万
一
・
偶
然
に
、
と
い
う
意
味
で
も

使
わ
れ
て
き
た
。「
お
の
づ
か
ら
の
こ
と
あ
ら
ば
」
と
は
、
も
し
万
一
死

ん
だ
な
ら
ば
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
分
の
側
か
ら
す
れ

ば
万
一
・
偶
然
と
思
わ
れ
る
事
態
も
、
自
然
・
宇
宙
の
側
か
ら
見
れ
ば
当

然･

必
然
の
成
り
行
き
な
の
だ
と
い
う
説
得
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、
同

時
に
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
出
来
事
は
「
み
ず
か
ら
」
の
営
み
に
は
い
か

ん
と
も
し
が
た
い
、
他
の
働
き
と
し
て
あ
る
の
だ
と
い
う
説
得
も
こ
め
ら

れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
死
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
の
「
お
の
ず
か
ら
」
な

る
働
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
み
ず
か
ら
」
も
確
実
に
そ
の
働
き
の
内
に
あ

り
な
が
ら
、
し
か
し
「
み
ず
か
ら
」
と
は
重
な
ら
な
い
、
他
の
働
き
と
し

て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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「
無
限
」
の
二
項
同
体
・
別
体
論
は
、
そ
の
ま
ま
「
み
ず
か
ら
」
と
「
お

の
ず
か
ら
」
の
議
論
に
置
き
換
え
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

―「
お
の
ず
か
ら
」
の
側
か
ら
見
た
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
「
み

ず
か
ら
」
の
働
き
は
そ
の
中
に
あ
る
。
し
か
し
、「
み
ず
か
ら
」
の
側
か

ら
見
た
と
き
に
は
、「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
は
あ
く
ま
で
も
外
で
あ
る
、

わ
れ
わ
れ
に
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
外
・
他
の
働
き
と
し
て
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
西
田
哲
学
の
い
わ
ゆ
る
「
絶
対
矛
盾
的
自
己
同

一
」
の
先
蹤
で
も
あ
り
、
西
田
の
よ
く
引
く
大
燈
国
師
の
表
現
を
使
え
ば
、

「
億お

く
ご
う劫

相
別
れ
て
須し
ゆ
ゆ臾

も
離
れ
ず
、
尽じ
ん
じ
つ日

相あ
い
た
い対

し
て
刹せ
つ
な那

も
対
せ
ず
。（
永

遠
に
別
れ
て
い
な
が
ら
し
ば
し
も
離
れ
ず
、
終
日
向
か
い
あ
い
な
が
ら
一

時
も
対
面
し
な
い
）」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
み
ず
か
ら
」
に
と
っ
て
「
お

の
ず
か
ら
」
と
は
、
も
と
も
と
そ
の
内
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
と
て
つ

も
な
く
遠
い
向
こ
う
側
と
し
て
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三
　「
あ
わ
い
」
と
い
う
言
葉

　
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
微
妙

な
関
係
と
距
離
と
を
「
あ
わ
い
」
と
い
う
や
ま
と
言
葉
で
考
え
て
お
き
た

い
。

　「
あ
は
ひ
」
と
は
、『
岩
波
古
語
辞
典（
５
）』

に
よ
れ
ば
、「
ア
ヒ
（
合
）
ア

ヒ
（
合
）
の
約
。
相
向
う
物
と
物
と
の
間
の
空
間
。
転
じ
て
、
二
つ
の
も

の
の
関
係
」
が
原
義
で
、「
向
い
あ
っ
た
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
の
空
間
、

そ
の
相
互
の
関
係
、
配
色
、
釣
合
い
、
衣
装
の
色
合
い
、
ま
た
、
人
と
人

し
、
広
め
た
浄
土
真
宗
の
僧
侶
で
あ
る
清
沢
満
之
の
思
想
で
確
認
し
て
お

こ
う
。
清
沢
は
、
宗
教
と
は
「
無
限
」
と
「
有
限
」
の
接
触
で
あ
る
と
し

て
、
こ
う
説
い
て
い
る
。

　

│
わ
れ
わ
れ
人
間
は
有
限
な
る
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
。
そ
し
て

も
し
無
限
な
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
の
有
限
と
無
限
の
二
つ
は
同

体
、
一
つ
の
も
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
別
体
、
別
々
の
も
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
無
限
と
い
う
も
の
の
外
に

有
限
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
で
は
無

限
と
い
う
考
え
方
に
反
す
る
。
だ
か
ら
無
限
の
体
の
外
に
有
限
が
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
無
限
・
有
限
は
同
一
体
、
同
体
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
。

　
そ
の
、
い
わ
ゆ
る
「
二
項
同
体
」
論
で
あ
る
。
が
、
し
か
し
一
方
で
は
、

　
―
―
以
上
は
、
無
限
の
方
を
も
と
に
し
て
論
を
立
て
た
考
え
方
で
あ

る
。
逆
に
有
限
の
側
か
ら
見
た
ら
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
側
か
ら
見
た

ら
、
有
限
は
ま
さ
に
限
別
が
あ
る
、
限
り
が
あ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
限
り

の
な
い
無
限
と
一
緒
で
あ
る
は
ず
が
な
い
、
だ
か
ら
も
し
無
限
と
い
う
も

の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
無
限
の
体
は
有
限
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
も
論
じ
て
い
る
。

　
ま
と
め
て
、
こ
う
言
っ
て
い
る
。

無
限
と
有
限
、
そ
の
体
同
一
た
る
と
同
時
に
有
限
の
外
に
無
限
の
存

在
す
る
こ
と
を
知
ら
ざ
る
可
か
ら
ざ
る
な
り
。

（
清
沢
満
之
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿（
４
）」）

　
清
沢
は
そ
れ
を
「
根
本
撞
着
」
と
し
て
い
る
が
、
彼
の
、
こ
の
「
有
限
」・
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こ
こ
で
の
議
論
も
、
こ
う
し
た
指
摘
に
す
こ
し
で
も
応
え
よ
う
と
す
る

試
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、『
風
土
の
日
本
　
自
然
と
文
化
の
通
態（
８
）』
を
は
じ
め
と
す

る
、
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
の
一
連
の
日
本
論
の
鍵
概
念
で
あ
る
「
通

態trajet

」
と
い
う
概
念
は
、「
主
体
」
と
「
客
体
」、
文
化
と
自
然
と
の

両
方
を
動
的
に
媒
介
・
交
通
す
る
様
態
を
表
す
造
語
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

ま
さ
に
「
あ
わ
い
」
の
概
念
化
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
う
し
た
「
あ
わ
い
」
と
い
う
言
葉
の
含
蓄
は
、
今
回
発
表
の
木
岡
伸
夫

氏
「〈
あ
い
だ
〉
を
開
く
思
考
」
の
〈
あ
い
だ
〉
概
念
と
も
ふ
か
く
関
わ

っ
て
く
る
。

　
私
は
、
こ
こ
し
ば
ら
く
、
や
ま
と
言
葉
の
持
ち
来
た
っ
た
意
味
合
い
、

た
と
え
ば
、「
や
さ
し
」
と
か
「
た
ふ
と
し
」「
お
も
し
ろ
し
」「
め
で
た
し
」

「
し
あ
は
せ
」「
は
か
な
し
」…
…
と
い
っ
た
言
葉
の
意
味
合
い
や
味
わ
い

を
、
こ
う
し
た
「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」
と
い

う
枠
組
み
で
考
え
て
き
て
い
る（
９
）。

　
こ
う
し
た
枠
組
み
の
設
定
は
、
わ
れ
わ
れ
の
あ
り
方
の
、
い
わ
ば
縦
の

超
越
的
な
関
わ
り
を
基
本
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
、
む
ろ

ん
、「
み
ず
か
ら
」
と
他
の
「
み
ず
か
ら
」
と
の
「
あ
わ
い
」
の
あ
り
方
、

と
な
り
の
他
者
に
対
す
る
、
い
わ
ば
横
の
倫
理
の
あ
り
方
と
無
関
係
で
は

な
い
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
う
し
た
と
こ
ろ
と
繋
げ
て
、
日
本
的
思
惟
の
あ

り
方
と
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

と
の
関
係
、
仲
、
間
隔
」
な
ど
を
表
す
言
葉
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
日

本
国
語
大
辞
典（
６
）』

で
は
、「
あ
わ
い
」
は
、「
動
詞
「
あ
ふ
（
合
）」
に
接

尾
語
「
ふ
」
の
付
い
た
「
あ
は
ふ
」
の
名
詞
化
か
」
と
い
う
説
を
と
っ
て

い
る
。

　
つ
ま
り
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
あ
わ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、「
向
い
あ

っ
た
二
つ
の
も
の
」
が
出
会
い
、
重
な
り
交
わ
る
、
あ
る
い
は
背
き
逆
ら

う
、
そ
う
し
た
相
乗
・
相
克
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
状
態
や
関
係
を
表
す
言

葉
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
〝
あ
わ
い
〞
と
い

う
問
題
設
定
は
、「
自
然
」
と
「
自
己
」、「
自
然
」
と
「
作
為
」
と
い
っ

た
よ
う
な
、
固
定
し
た
概
念
と
し
て
の
名
詞
と
名
詞
の
二
項
対
立
と
し
て

考
え
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み

ず
か
ら
」
と
は
、
も
と
も
と
実
体
を
指
す
言
葉
で
は
な
く
、
形
容
語
と
し

て
の
副
詞
で
あ
る
。
そ
う
し
た
両
者
を
「
合
ひ
合
ひ
」、「
合
は
ふ
」
も
の

と
し
て
相
関
さ
せ
た
と
き
に
見
え
て
く
る
も
の
を
、
あ
ら
た
め
て
考
え
よ

う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
、
柳
田
国
男
は
、
つ
と
に
『
毎
日
の
言
葉（
７
）』

と
い
う
本
で
、

こ
の
「
あ
わ
い
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
あ
げ
、
こ
れ
は
「
あ
ん
ば
い
」
と

同
じ
根
の
言
葉
だ
と
し
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る

こ
う
い
う
よ
い
言
葉
（「
ア
ン
バ
イ
＝
ア
ワ
イ
」）、
将
来
使
い
方
に

よ
っ
て
は
ど
ん
な
に
も
精
確
に
、
学
問
上
の
用
語
に
も
な
り
う
る
一

語
を
、
あ
や
ふ
や
な
状
態
に
捨
て
て
お
く
の
は
惜
し
い
も
の
で
す
。

（
柳
田
国
男
『
毎
日
の
言
葉
』）
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イ
は
息
、
チ
は
勢
力
。
し
た
が
っ
て
、「
息
の
勢
い
」
が
原
義
。
古

代
人
は
、
生
き
る
根
源
の
力
を
眼
に
見
え
な
い
勢
い
の
は
た
ら
き
と

見
た
ら
し
い
。 

（『
岩
波
古
語
辞
典
』）

　「
イ
は
息
、
チ
は
勢
力
」、
ゆ
え
に
「
い
の
ち
」
と
は
、
眼
に
見
え
な
い

「
根
源
の
力
」
と
し
て
の
「
息
の
勢
い
」
だ
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
ち
な

み
に
、
い
の
ち
・
霊
魂
を
意
味
す
る
プ
シ
ュ
ケ
ーpsyche

、
ア
ニ
マ

anim
a

、
ス
ピ
リ
ッ
トspirit

も
、
語
源
に
「
息
」
を
ふ
く
ん
で
お
り
、

そ
こ
に
は
普
遍
的
な
「
い
の
ち
」
理
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ

れ
る
が
、
と
も
あ
れ
、「
い
の
ち
」
と
は
、
生
き
る
根
源
と
し
て
の
力
や

勢
力
に
お
い
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
は
「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
絶
対
受
身
で
「
い
の
ち
」
を
授
け

ら
れ
、
そ
の
後
に
お
い
て
も
つ
ね
に
他
の
「
い
の
ち
」
を
頂
く
と
い
う
こ

と
で
み
ず
か
ら
の
「
い
の
ち
」
を
長
ら
え
て
い
る
。
働
き
・
力
と
い
う
こ

と
で
い
え
ば
、
胸
に
手
を
当
て
て
み
る
と
ど
く
ん
ど
く
ん
と
い
う
働
き
を

感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
け
っ
し
て
自

分
「
み
ず
か
ら
」
の
力
で
そ
う
せ
し
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
こ

え
た
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
が
そ
う
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
親
鸞
七
五
〇
回
忌
の
東
本
願
寺
の
統
一
コ
ピ
ー
は
、「
今
、
い
の
ち
が

あ
な
た
を
生
き
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。「
あ
な
た
」
や
「
わ

た
し
」
の
、
こ
の
自
分
と
い
う
の
は
、
あ
る
い
は
、
一
匹
の
猫
や
一
本
の

草
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
大
い
な
る
「
い
の
ち
」
の
そ
れ
ぞ
れ
ひ
と
つ

ひ
と
つ
の
現
れ
、
他
に
交
代
で
き
な
い
ひ
と
つ
ひ
と
つ
と
し
て
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四
　「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
の
使
わ
れ
方

　
和
辻
哲
郎
の
空
の
議
論
と
間
柄
の
議
論
も
そ
う
し
た
文
脈
で
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
も
う
す
こ
し
一
般
的
に
、
や
ま
と
言
葉
に
即

し
て
考
え
て
み
た
い
。

　「
い
の
ち
」
と
い
う
言
葉
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う
。「
い
の
ち
」
と
は
、

辞
書
で
は
、
こ
う
説
明
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

　
①
生
物
を
生
か
し
て
い
く
根
源
的
な
力
。
生
命
。　「
―
の
恩
人
」「
―

を
捧
げ
る
」

　
②
生
涯
。
一
生
。　「
短
い
―
を
終
え
た
」

　
③
寿
命
。　「
―
の
限
り
」「
―
を
長
ら
え
る
」「
―
が
縮
む
思
い
」

　
④
一
番
大
事
な
も
の
。
た
だ
一
つ
の
よ
り
ど
こ
ろ
。　「
―
と
た
の
む
」

　
⑤
近
世
、
主
に
遊
里
で
、
相
思
の
男
女
が
互
い
の
名
前
の
下
に
添
え
て
、

「
吉
さ
ま
命
」
な
ど
と
二
の
腕
に
入
れ
墨
を
し
た
文
字
。
心
変
わ
り

の
な
い
こ
と
を
誓
う
も
の
。 
（『
大
辞
林
）
10
（

』）

　
わ
か
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
見
て
お
く
と
、「
い
の
ち
」
と
は
、
ま
ず

は
、
個
々
「
み
ず
か
ら
」
の
生
き
て
い
る
も
の
の
「
②
生
涯
。
一
生
」
で

あ
り
、
そ
の
長
さ
と
し
て
の
「
③
寿
命
」
の
意
味
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同

時
に
、
基
本
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
た
ら
し
め
て
い
る
「
①
生
物

を
生
か
し
て
い
く
根
源
的
な
力
。
生
命
」
を
も
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　「
い
の
ち
」
と
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
原
義
は
、
こ
う
説
明
さ
れ
る
言
葉

で
あ
る
。
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も
う
一
例
、「
か
な
し
」「
あ
は
れ
」「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
こ
と
に

ふ
れ
て
お
こ
う
。

　
か
つ
て
『
か
な
し
み
の
哲
学
）
11
（

』
と
い
う
本
で
詳
し
く
論
じ
た
こ
と
で
あ

る
が
、「
か
な
し
」
と
は
、「
自
分
の
力
で
は
と
て
も
及
ば
な
い
と
感
じ
る

切
な
さ
を
い
う
語
。
動
詞
カ
ネ
と
同
根
で
あ
ろ
う
」
と
さ
れ
る
感
情
で
あ

る
。
そ
れ
は
、「
お
の
ず
か
ら
」（
あ
る
い
は
神
・
仏
）
と
「
み
ず
か
ら
」

の
「
あ
わ
い
」
に
発
す
る
超
越
的
な
感
情
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
の
「
み

ず
か
ら
」、
と
な
り
の
他
者
と
関
わ
る
倫
理
的
な
感
情
、「
い
と
し
」
と
い

う
意
味
の
「
愛か

な

し
」
で
も
あ
る
。

　
本
居
宣
長
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「
か
な

し
み
」
に
耐
え
が
た
い
と
き
、
必
ず
や
そ
れ
を
言
葉
に
し
て
表
現
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
は
、
そ
れ
を
人
に
聞
か
せ
共
感
し
て
も
ら
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
よ
な
く
慰
め
ら
れ
て
く
る
し
、
気
も
晴
れ
て
く
る
と
い
う

こ
と
が
あ
る
、
そ
れ
は
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
の
内
に
あ
る
こ
と
だ
、

と
説
い
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
と
は
神
の

定
め
た
「
妙
」
な
る
働
き
で
あ
る
か
ら
し
て
、「
か
な
し
み
」
は
、
そ
れ

を
ひ
た
す
ら
「
か
な
し
む
」
こ
と
に
お
い
て
、
そ
の
「
妙
」
な
る
働
き
に

従
う
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に
何
ら
の
か
た
ち
で
「
安
心
」
が

可
能
に
な
る
の
だ
、
と
も
説
い
て
い
る）
12
（

。

　「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
は
、
九
鬼
周
造
が
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

万
物
は
、
有
限
な
他
者
で
あ
つ
て
、
且
ま
た
有
限
な
自
己
で
あ
る
。

そ
れ
が
謂
は
ゆ
る
「
も
の
の
あ
は
れ
」
で
あ
る
。「
も
の
の
あ
は
れ
」

と
は
、
万
物
の
有
限
性
か
ら
お
の
づ
か
ら
湧
い
て
来
る
自
己
内
奥
の

　「
自
分
」
と
い
う
言
い
方
は
、
中
国
語
で
は
な
く
日
本
漢
字
で
あ
る
が
、

「
お
の
ず
か
ら
」
を
「
み
ず
か
ら
」
に
分
か
ち
持
っ
た
、
分
有
し
た
も
の

と
い
っ
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
こ
め
た
も
の
と
し
て
中
世
の
む
か
し
か
ら
使
わ

れ
て
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　「
い
の
ち
」
の
語
義
に
も
ど
る
と
、「
い
の
ち
」
と
は
、「
④
一
番
大
事

な
も
の
。
た
だ
一
つ
の
よ
り
ど
こ
ろ
」
と
も
使
わ
れ
て
い
る
。
⑤
の
「
吉

さ
ま
命
」
も
同
じ
で
、
よ
り
限
定
さ
れ
た
使
わ
れ
た
方
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
の
「
い
の
ち
」
と
は
、
自
分
の
内
な
る
「
い
の
ち
」
で
は
な
く
し
て
、

外
に
あ
る
も
の
、
他
と
し
て
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。「
君
こ
そ
わ
が

い
の
ち
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
も
す
る
。「
吉
さ
ま
」
こ
そ
が
「
い
の
ち
」

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
分
を
生
か
し
め
て
く
れ
る
、
自
分
を
自
分
た
ら
し

め
て
く
れ
る
も
の
と
受
け
と
め
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
そ
ち
ら
が
「
い
の
ち
」

な
の
で
あ
る
。

　
①
は
「
み
ず
か
ら
」
の
「
い
の
ち
」
に
お
い
て
、
根
源
的
な
力
と
し
て

働
く
、
い
わ
ば
縦
（
超
越
）
の
繋
が
り
を
表
し
て
い
る
が
、
④
、
⑤
は
、

他
の
「
み
ず
か
ら
」
と
の
、
い
わ
ば
横
（
倫
理
）
の
繋
が
り
を
表
し
て
い

る
。
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
関
西
圏
で
は
相
手
の
こ
と
を
「
自

分
」
と
言
う
よ
う
に
、
日
本
語
で
は
、「
手
前
、
て
め
え
」
と
か
「
我
」

と
か
「
己
」
と
か
、
第
一
人
称
と
第
二
人
称
が
入
れ
替
わ
る
こ
と
が
し
ば

し
ば
あ
る
こ
と
も
そ
こ
に
お
お
い
に
関
わ
っ
て
く
る
。

五
　「
あ
わ
い
」
と
い
う
倫
理

　「
い
の
ち
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
こ
と
だ
け
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
て
、
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…
…
孤
在
す
る
一
者
は
か
し
こ
に
こ
こ
に
計
ら
ず
も
他
者
と
邂
逅
す

る
刹
那
、
外
な
る
汝
を
我
の
深
み
に
内
面
化
す
る
こ
と
に
全
実
存
の

悩
み
と
喜
び
と
を
繋
ぐ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
偶
然
を

成
立
せ
し
め
る
二
元
的
相
対
性
は
到
る
と
こ
ろ
に
間
主
体
性
を
開
示

す
る
こ
と
に
よ
つ
て
根
源
的
社
会
性
を
構
成
す
る
。

（『
偶
然
性
の
問
題
）
14
（

』）

　
九
鬼
は
、
こ
の
世
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
存
在
は
基
本
的
に
偶
然
（「
お

の
ず
か
ら
」）
な
存
在
だ
と
言
っ
て
い
る
。
偶
然
性
と
は
、
こ
こ
か
し
こ

で
「
計
ら
ず
も
他
者
と
邂
逅
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
「
二
元
的
相
対
性
」

と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
偶
然
性
を
十
分
に
ふ
ま
え

な
が
ら
、
な
お
、
生
き
生
き
と
他
者
に
関
わ
り
倫
理
を
成
り
立
た
せ
る
こ

と
は
い
か
に
し
て
可
能
か
、
と
い
う
こ
と
が
主
題
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　「
間
主
体
性
を
開
示
す
る
」
と
は
、
主
体
と
主
体
と
の
間
を
開
き
繋
ご

う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
外
な
る
汝
を
我
の
深
み
に
内
面
化
す
る
」
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
「
あ
わ
い
」
を
「
あ
わ
い
」
と
し
て
受
け

と
め
る
倫
理
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
九
鬼
は
、
晩
年
に
書
い
た
「
日
本
的
性
格
）
15
（

」
で
、
日
本
思
想
の
三
つ
の

特
徴
と
し
て
、「
自
然
」「
意
気
」「
諦
念
」
を
挙
げ
て
い
る
。
九
鬼
の
「
間

主
体
性
を
開
示
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
根
源
的
社
会
性
を
構
成
す
る
」
倫
理

と
は
、
そ
う
し
た
、「
自
然
」
の
「
お
の
ず
か
ら
」
と
、「
意
気
」
と
い
う

「
み
ず
か
ら
」
と
、
そ
れ
ら
を
明
か
ら
め
る
「
諦
念
」
に
お
い
て
構
想
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

哀
調
に
外
な
ら
な
い
。
客
観
的
感
情
の
「
憐
み
」
と
、
主
観
的
感
情

の
「
哀
れ
」
と
は
、
互
い
に
相
制
約
し
て
ゐ
る
。「
あ
は
れ
」
の
「
あ
」

も
「
は
れ
」
も
共
に
感
動
詞
で
あ
る
が
、
自
己
が
他
者
の
有
限
性
に

向
つ
て
、
ま
た
他
者
を
通
し
て
自
己
自
身
の
有
限
性
に
向
つ
て
「
あ
」

と
呼
び
か
け
、「
は
れ
」
と
呼
び
か
け
る
の
で
あ
る
。

（「
情
緒
の
系
図
）
13
（

」）

　
自
己
の
有
限
性
に
対
す
る
主
観
的
感
情
が
「
哀
れ
」
で
あ
り
、
他
者
の

有
限
性
に
対
す
る
客
観
的
感
情
が
「
憐
み
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
通
底
す
る

「
あ
・
は
れ
」
な
る
思
い
が
、
す
な
わ
ち
「
自
己
が
他
者
の
有
限
性
に
向

っ
て
、
ま
た
他
者
を
通
し
て
自
己
自
身
の
有
限
性
に
向
っ
て
」
呼
び
か
け

／
呼
び
か
け
ら
れ
、
呼
応
す
る
思
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
情
緒
の
根
底
に
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
他
の
人
を
「
い
た
ま
し
」「
い
た
わ
し
」
と
思
い
や
る
倫
理
感
情
、
ま
た
、

そ
こ
か
ら
な
さ
れ
る
「
い
た
わ
る
」
と
い
う
営
み
を
表
す
や
ま
と
言
葉
は
、

も
と
も
と
、
自
分
自
身
の
「
い
た
し
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
他
に
移
さ
れ

広
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
思
い
合
わ
さ
れ
る
。

　「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」
に
お
い
て
発
現
し
、

呼
応
す
べ
く
引
き
起
こ
さ
れ
た
感
情
は
、
そ
こ
で
の
他
者
（
他
の
「
み
ず

か
ら
」）
へ
の
向
か
い
方
も
ま
た
、「
あ
わ
い
」
と
い
う
性
格
を
も
っ
て
く

る
。「
あ
わ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
向
い
あ
っ
た

二
つ
の
も
の
」
を
前
提
に
、
両
方
か
ら
出
会
う
と
こ
ろ
で
交
差
す
る
状
態

や
関
係
を
表
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
九
鬼
は
、
と
り
わ
け
そ
う
し
た
こ
と
に

自
覚
的
に
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。
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価
値
な
り
、
意
味
な
り
、
美
し
さ
・
面
白
さ
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」
に
お
い
て
発

せ
ら
れ
る
感
情
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
西
脇
は
、
こ
れ
を
、
文
化
の
一

般
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
ぐ
れ
て
日
本
文
化
論
の
特
質
と

し
て
考
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
か）
17
（

。

　（
1
）
三
木
清
『
哲
学
入
門
』（『
三
木
清
全
集
　
第
７
巻
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）

　（
2
）
土
居
健
郎
『「
甘
え
」
の
構
造
』（
弘
文
堂
、
一
九
七
一
）、
山
本
七
平
『「
空
気
」

の
研
究
』（
文
藝
春
秋
、
一
九
七
七
）、
丸
山
真
男
『
日
本
の
思
想
』（
岩
波
新
書
、

一
九
六
一
）。
福
島
第
一
原
発
事
故
の
国
会
事
故
調
査
委
員
会
は
、
こ
の
事
故
の

根
本
原
因
が
、
権
威
を
疑
問
視
し
な
い
反
射
的
な
従
順
性
、
集
団
主
義
、
島
国

的
閉
鎖
性
な
ど
、
日
本
に
染
み
つ
い
た
悪
し
き
慣
習
や
文
化
に
あ
っ
た
と
批
判

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
も
、
そ
う
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
起

こ
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
「
甘
い
」
想
定
と
、
危
機
対
処
へ
の
容
易
に
口
に
出

せ
な
い
同
調
圧
力
・「
空
気
」、
こ
う
し
た
事
態
に
「
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い

う
よ
う
な
、
当
事
者
性
不
在
の
「
無
責
任
の
大
系
」。

　（
3
）
「
浄
土
和
讃
」（『
親
鸞
全
集
第
四
巻
』
春
秋
社
、
一
九
八
六
）

　（
4
）
清
沢
満
之
「
他
力
門
哲
学
骸
骨
試
稿
」（『
清
沢
満
之
全
集
　
第
２
巻
』、
岩
波

書
店
、
二
〇
〇
二
）

　（
5
）
『
岩
波
古
語
辞
典
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
）

　（
6
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
）

　（
7
）
柳
田
国
男
『
毎
日
の
言
葉
』（
角
川
文
庫
、
一
九
六
四
）

　（
8
）
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
『
風
土
の
日
本
　
自
然
と
文
化
の
通
態
』（
篠
田
勝

英
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
二
）

　（
9
）
竹
内
整
一
『
や
ま
と
言
葉
で
哲
学
す
る
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
二
）、『
や
ま
と

言
葉
で
〈
日
本
〉
を
思
想
す
る
』（
春
秋
社
、
二
〇
一
五
）、『「
や
さ
し
さ
」
と

日
本
人
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
）
な
ど
。

　（
10
）
『
大
辞
林
』（
三
省
堂
、
一
九
八
八
）

　「
か
な
し
」「
あ
は
れ
」
の
延
長
で
、
も
う
一
人
、
詩
人
の
西
脇
順
三
郎

の
次
の
よ
う
な
発
言
を
取
り
あ
げ
て
お
こ
う
。

私
は
文
化
と
い
う
こ
と
は
単
に
学
問
の
進
歩
で
も
な
く
文
明
の
利
器

の
発
展
で
も
な
い
と
思
う
。
人
間
が
本
来
の
性
質
に
あ
る
哀
愁
感
に

も
ど
る
こ
と
が
一
つ
の
大
切
な
文
化
的
精
神
と
思
う
。
自
然
の
風
情

は
ひ
と
つ
の
哀
愁
感
で
、
恋
愛
の
哀
愁
と
同
じ
よ
う
に
人
間
に
先
天

的
に
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。 

（「
自
然
の
哀
愁
）
16
（

」）

　
哀
愁
と
は
「
さ
び
し
」
で
あ
る
。「
さ
び
し
」
と
は
、
こ
う
説
明
さ
れ

る
言
葉
で
あ
る
。

サ
ビ
（
荒
・
寂
・
錆
）
と
同
根
。
本
来
あ
っ
た
生
気
や
活
気
が
失
わ

れ
て
、
荒
涼
と
し
て
い
る
と
感
じ
る
意
。
そ
し
て
も
と
の
活
気
あ
る
、

望
ま
し
い
状
態
を
求
め
る
気
持
で
い
る
意
。 
（『
岩
波
古
語
辞
典
』）

　
本
来
も
っ
て
い
た
生
気
、
活
気
を
失
っ
て
、
荒
涼
、
荒
廃
し
た
感
じ
が

す
る
と
い
う
こ
と
、
い
わ
ば
、「
心
」
が
錆
び
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
大
事
な
こ
と
は
、「
さ
び
し
」
と
は
単
に
荒

涼
・
枯
渇
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
つ
ね
に
同
時
に
、「
も
と
の
活
気
あ

る
、
望
ま
し
い
状
態
を
求
め
る
気
持
で
い
る
」
感
情
で
も
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
本
来
の
生
気
、
活
気
は
「
お
の
ず
か
ら
」
の
側
か
ら
く
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
「
み
ず
か
ら
」
の
能
動
な
介
入
な
し
に
は
回
復
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。「
さ
び
し
」
も
ま
た
、「
か
な
し
」
や
「
は
か

な
し
」
と
同
じ
よ
う
に
、
当
面
は
否
定
的
な
感
情
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に

は
、
そ
れ
ら
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
発
現
し
て
こ
な
い
肯
定
的
な
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　（
11
）
竹
内
整
一
『「
か
な
し
み
」
の
哲
学
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
二
〇
〇
九
）

　（
12
）
本
居
宣
長
「
石
上
私
淑
言
」（『
排
蘆
小
船
・
石
上
私
淑
言
』
岩
波
文
庫
、
二

〇
〇
三
）、
同
「
答
問
録
」（『
本
居
宣
長
全
集
第
一
巻
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
）

　（
13
）
九
鬼
周
造
「
情
緒
の
系
図
」（『「
い
き
」
の
構
造
』
岩
波
文
庫
、
一
九
七
九
）

　（
14
）
同
『
偶
然
性
の
問
題
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）

　（
15
）
同
「
日
本
的
性
格
」（『
人
間
と
実
存
』
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
六
）

　（
16
）
西
脇
順
三
郎
「
自
然
の
哀
愁
」（
住
井
す
ゑ
編
『
哀
』（
日
本
の
名
随
筆
）、
作

品
社
、
一
九
九
一
）

　（
17
）
関
西
大
学
で
の
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
い
て
、「
い
の
ち
」
と
い
う
実
質
的

な
何
も
の
か
を
語
る
の
に
、「
あ
わ
い
」
と
い
う
手
ご
た
え
の
な
い
相
関
性
で
は

か
み
合
わ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
質
問
が
出
さ
れ
た
。
が
、
お
そ

ら
く
そ
れ
は
、
日
本
語
の
も
う
ひ
と
つ
の
「
あ
わ
い
（
淡
い
）」
の
語
感
に
引
き

つ
け
ら
れ
た
疑
念
だ
と
思
わ
れ
る
。
福
岡
伸
一
『
動
的
平
衡

│
生
命
は
な
ぜ

そ
こ
に
宿
る
の
か
』（
木
楽
舎
、
二
〇
〇
九
）
に
よ
れ
ば
、
生
命
と
は
、
外
か
ら

分
子
を
取
り
入
れ
て
細
胞
を
形
成
し
、
ま
た
分
解
し
て
環
境
に
排
出
し
て
い
る
、

「
つ
ま
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
流
れ
そ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
そ
の
流
れ
の
中

で
、
私
た
ち
の
身
体
は
変
わ
り
つ
つ
、
か
ろ
う
じ
て
一
定
の
状
態
を
保
っ
て
い

る
。
そ
の
流
れ
自
体
が
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
。
ま
た
、
生
命
と
は
「
自
己
同
一
的
で
あ
り
、
か
つ
自
己
同
一
的
で
な
い
」

と
い
う
背
理
的
事
況
の
こ
と
だ
、
と
も
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
上
述
し
た
「
あ
わ
い
」

と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
た
け
う
ち
・
せ
い
い
ち
、
倫
理
学
・
日
本
思
想
、
鎌
倉
女
子
大
学
教
授
）


