
要
約本

稿
で
は
こ
れ
ま
で
母
子
の
絆
を
中
心
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
泉
鏡
花
「
化

鳥
」
を
取
り
上
げ
、
語
り
手
と
そ
の
母
の
外
界
へ
の
指
向
・
志
向
を
中
心
に
新

た
な
読
み
を
試
み
た
。
主
人
公
と
そ
の
母
は
虐
げ
ら
れ
た
恨
み
か
ら
人
間
を
動

物
に
見
立
て
て
い
た
が
、
動
物
に
み
な
す
人
、
人
間
と
み
な
す
人
を
詳
細
に
見

て
い
く
と
、
そ
こ
に
母
子
の
外
界
を
忌
避
し
つ
つ
も
指
向
・
志
向
す
る
傾
向
が

見
え
て
き
た
。
ま
た
、
こ
の
作
品
は
緻
密
な
構
造
を
も
っ
て
お
り
、
天
気
の
移

り
変
わ
り
に
従
っ
て
、
外
界
へ
の
指
向
・
志
向
も
変
化
し
て
い
た
こ
と
が
判
明

し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

泉
鏡
花
、
化
鳥
、
子
ど
も
、
外
界
、
母
子

一
、
は
じ
め
に

泉
鏡
花
「
化
鳥
」
は
明
治
三
〇
（
一
八
九
七
）
年
四
月
発
行
の
『
新
著
月

刊
』
創
刊
号
に
発
表
さ
れ
た
短
編
小
説
で
あ
る
。
こ
の
頃
は
鏡
花
の
作
家
活
動

の
中
で
も
初
期
に
相
当
し
、
文
壇
に
認
め
ら
れ
つ
つ
も
、
自
ら
の
表
現
を
模
索

し
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
。

こ
の
作
品
は
全
編
が
幼
い
子
ど
も
を
擬
し
た
語
り
に
貫
か
れ
て
い
る
。
須
田

千
里
「
子
ど
も
が
た
り
」
に
よ
る
と
、
同
時
代
の
作
家
た
ち
、
特
に
若
松
賤
子

が
翻
訳
し
た
『
小
公
子
』
や
小
杉
天
外
「
蝶
ち
や
ん
」
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
い
う
。
加
え
て
、
折
り
に
触
れ
て
後
述
す
る
が
、
母
子
の
関
係
を
軸
に
非
常

に
多
く
の
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
実
際
、
母
子
の
関
係
を
抜
き
に
こ
の
作
品

は
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
作
品
全
般
に
言
え
る
こ
と
だ
が
、
鏡
花
作

品
の
難
し
さ
は
連
想
に
よ
っ
て
話
が
あ
ち
こ
ち
に
飛
躍
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ

る
。
こ
の
作
品
も
例
外
で
は
な
い
が
、
よ
く
読
む
と
緻
密
な
構
成
が
な
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

本
稿
で
は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
軸
足
を
少
し
語
り
手
（
子
ど
も
）
の

方
に
移
し
て
母
子
の
外
界
へ
の
指
向
・
志
向
を
中
心
に
新
た
な
読
み
を
試
み
た

い
。

研
究
論
文

泉
鏡
花
「
化
鳥
」
に
み
る
外
界
へ
の
眼
差
し

伊

藤

か
お
り
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二
、
作
品
の
語
り
に
つ
い
て

愉
快
い
な
、
愉
快
い
な
、
お
天
気
が
悪
く
つ
て
外
へ
出
て
遊
べ
な
く
つ

て
も
可
い
や
、
笠
を
着
て
、
蓑
を
着
て
、
雨
の
降
る
な
か
を
び
し
よ
�
�

（
�
）

濡
れ
な
が
ら
、
橋
の
上
を
渡
つ
て
行
く
の
は
猪
だ
。（
一
）

以
上
の
引
用
は
「
化
鳥
」
の
冒
頭
部
分
だ
が
、
こ
こ
で
既
に
語
り
手
は
子
ど

も
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
間
も
な
く
同
じ
第
一
章
で
次
の

よ
う
に
語
ら
れ
る
。

寒
い
日
の
朝
、
雨
の
降
つ
て
る
時
、
私
の
小
さ
な
時
分
、
何
日
で
し
た

（
�
）

つ
け
、
窓
か
ら
顔
を
出
し
て
見
て
居
ま
し
た
。（
一
）

幼
い
子
ど
も
の
口
調
で
語
ら
れ
て
い
る
中
に
、
突
如
と
し
て
こ
の
よ
う
な
語

り
が
差
し
挟
ま
れ
る
。
こ
こ
で
読
者
は
、
語
り
の
時
期
は
成
長
し
て
後
で
あ
る

と
判
断
の
修
正
が
迫
ら
れ
る
。
こ
の
幼
い
子
ど
も
の
口
調
の
中
に
成
長
し
た
後

だ
と
明
ら
か
に
わ
か
る
語
り
が
入
る
こ
と
で
、
読
者
は
混
乱
す
る
。
そ
し
て
、

語
り
手
は
成
長
し
て
い
る
が
ま
だ
若
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
語
り
の
時

期
は
生
活
の
成
り
立
ち
が
理
解
で
き
る
頃
、
自
分
た
ち
の
暮
ら
し
を
あ
る
程
度

客
観
視
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
後
だ
と
い
う
こ
と
は
、「
私
は
其
時
分
は
何
に

も
知
ら
な
い
で
居
た
け
れ
ど
も
、
母
様
と
二
人
ぐ
ら
し
は
、
こ
の
橋
銭
で
立
つ

（
�
）

て
行
つ
た
の
で
、
一
人
前
幾
干
宛
取
つ
て
渡
し
ま
し
た
。」（
一
）
と
い
う
こ
と

か
ら
判
断
さ
れ
る
。

以
降
、
こ
の
語
り
は
、
子
ど
も
の
語
り
口
を
用
い
た
独
白
の
よ
う
に
進
む
。

由
良
君
美
は
「
鏡
花
に
お
け
る
超
自
然
」
の
中
で
、「
化
鳥
」
は
「
少
年
の

〈
意
識
の
流
れ
〉
に
従
っ
た
〈
内
的
独
白
〉
の
一
人
称
口
語
体
が
純
粋
に
貫
徹

（
�
）

さ
れ
た
作
品
」
と
し
て
お
り
、
一
見
し
て
語
り
の
相
手
が
い
な
い
、
も
し
く
は

語
り
の
相
手
は
読
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
一
方

で
、
語
り
を
聞
く
特
定
の
相
手
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
も

あ
る
。
十
一
章
で
主
人
公
が
〈
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
を
探
し
て
鳥
屋

の
前
に
立
っ
た
場
面
で
は
、「
鸚
鵡
な
ん
ざ
、
く
る
ッ
と
し
た
、
露
の
た
り
さ

う
な
、
小
さ
な
眼
で
、
あ
れ
で
瞳
が
動
き
ま
す
よ
。
毎
日
々
々
行
つ
ち
や
あ
立

つ
て
居
た
の
で
、
し
ま
ひ
に
や
あ
見
知
顔
で
私
の
顔
を
見
て
頷
く
や
う
で
し
た

（
�
）

つ
け
、」
と
鳥
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。「
動
き
ま
す
よ
」「
で
し
た
つ
け
」
と
い

う
表
現
に
は
、
相
手
の
興
味
を
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
心
の
動
き
が
う
か
が
わ

れ
、
明
ら
か
に
目
の
前
に
い
る
相
手
に
説
明
す
る
口
調
で
あ
る
。

山
田
有
策
は
そ
の
論
考
「
未
成
熟
と
夢
」
に
お
い
て
「
化
鳥
」
の
語
り
に
つ

い
て
、
語
り
手
が
成
長
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
「
語
っ
て
い
る
の
は
八
、
九
歳

の
少
年
で
あ
り
、
全
篇
が
こ
の
少
年
の
〈
語
り
〉
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
れ
が
あ
く
ま
で
も
少
年
の
意
識
に
そ
っ
て
終
始
し
て
い
る
点
が
異

（
�
）

様
な
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
成
長
す
れ
ば
必
ず
昔
の
自
分
に
対
し
て

「
こ
う
す
れ
ば
良
か
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
が
出
て
く
る
も
の
だ
が
、「
化

鳥
」
で
は
語
り
手
が
八
、
九
歳
の
自
分
に
何
ら
批
判
や
訂
正
を
加
え
て
い
る
様

泉鏡花「化鳥」にみる外界への眼差し
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子
が
な
い
の
が
極
め
て
異
様
で
、
そ
れ
が
こ
の
作
品
の
幻
想
性
を
際
立
た
せ
て

い
る
。
例
え
ば
、
主
人
公
は
川
岸
に
繋
が
れ
て
い
る
猿
と
遊
ぼ
う
と
し
た
と
こ

ろ
驚
か
さ
れ
て
川
に
落
ち
、
ま
た
そ
の
後
、
助
け
て
く
れ
た
〈
翼
の
生
え
た
美

し
い
姉
さ
ん
〉
を
探
し
て
夕
暮
れ
の
梅
林
に
迷
い
恐
い
体
験
を
し
た
が
、
そ
れ

も
幼
か
っ
た
頃
の
思
慮
の
な
さ
ゆ
え
な
ど
と
批
判
す
る
こ
と
が
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
成
長
し
た
後
の
語
り
手
が
子
ど
も
の
語
り
に
同
化
し
て
進
む

の
が
「
化
鳥
」
の
特
徴
で
あ
り
、
語
り
手
は
独
白
的
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
が
、
途
中
で
特
定
の
語
り
の
相
手
の
存
在
も
見
え
隠
れ
す
る
。
こ
の
矛
盾

を
併
せ
持
っ
て
い
る
の
が
「
化
鳥
」
と
い
う
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
は
語
り
手
で

あ
る
主
人
公
の
他
者
と
の
向
き
合
い
方
、
外
界
へ
の
指
向
・
志
向
に
も
影
響
を

与
え
て
い
る
。
次
章
で
は
、
主
人
公
が
外
界
の
他
者
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い

る
の
か
を
見
て
い
く
。

三
、
主
人
公
と
母
親
に
と
っ
て
の
〈
人
間
〉

│
│
〈
獣
〉
と
〈
人
間
〉
の
境
界

「
化
鳥
」
で
は
、
語
り
手
で
あ
り
母
親
に
「
廉
」
と
呼
ば
れ
る
主
人
公
と
、

そ
の
母
親
と
の
特
異
な
人
間
観
の
表
明
に
か
な
り
の
部
分
が
割
か
れ
て
い
る
。

彼
ら
は
橋
の
袂
の
番
小
屋
で
暮
ら
し
て
お
り
、
そ
こ
で
橋
を
渡
る
人
々
か
ら
橋

銭
を
徴
収
す
る
こ
と
で
生
活
を
し
て
い
る
。
彼
ら
は
橋
を
渡
る
人
々
や
番
小
屋

か
ら
見
え
る
人
々
を
動
植
物
に
見
立
て
て
い
る
。
最
初
は
子
ど
も
と
そ
の
子
ど

も
に
付
き
合
う
母
親
と
の
遊
び
に
見
え
た
こ
の
行
為
が
、
作
品
を
読
み
進
む
に

つ
れ
て
、
世
間
か
ら
虐
げ
ら
れ
た
母
親
の
深
い
怨
念
に
端
を
発
し
て
い
る
こ
と

を
読
者
は
知
る
こ
と
に
な
る
。

「
化
鳥
」
は
あ
る
雨
の
日
の
回
想
と
し
て
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
主
人
公
は
、

橋
を
渡
る
人
々
や
そ
の
他
の
人
び
と
を
動
物
に
見
立
て
て
雨
の
無
聊
を
慰
め
て

い
る
。
こ
の
回
想
の
中
で
最
初
に
動
物
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
の
が
、
橋
の
上

を
渡
る
人
で
あ
る
。「
笠
を
着
て
、
蓑
を
着
て
、
雨
の
降
る
な
か
を
び
し
よ

�
�
濡
れ
な
が
ら
、
橋
の
上
を
渡
つ
て
行
く
の
は
猪
だ
。」（
一
）
と
冒
頭
の
文

に
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
雨
の
間
だ
け
で
は
な
く
日
常
的
に
な
さ
れ
て
い

る
こ
と
だ
と
わ
か
る
の
が
、
第
二
章
か
ら
第
三
章
に
続
く
、
小
学
校
の
先
生
と

の
論
争
に
つ
い
て
の
回
想
の
中
で
あ
る
。
要
す
る
に
こ
の
作
品
は
主
人
公
の
幼

い
頃
の
回
想
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
回
想
の
中
で
さ
ら
に
四
、
五
日

前
の
出
来
事
と
し
て
〈
先
生
〉
と
の
論
争
を
回
想
し
て
い
る
。
修
身
の
時
間
に

（
�
）

人
が
「
世
の
中
に
一
番
え
ら
い
も
の
だ
」（
二
）
と
い
う
〈
先
生
〉
に
、
主
人

公
は
こ
の
よ
う
に
言
い
募
る
。

橋
を
挟
ん
で
、
川
を
遡
つ
た
り
、
流
れ
た
り
し
て
、
流
網
を
か
け
て
魚

を
取
る
の
が
、
川
ン
中
に
手
拱
か
い
て
、
ぶ
る
�
�
ふ
る
へ
て
突
立
つ
て

る
う
ち
は
、
顔
の
あ
る
人
間
だ
け
れ
ど
、
そ
ら
と
い
つ
て
水
に
潜
る
と
、

逆
に
な
つ
て
、
水
潜
を
し
い
�
�
五
分
間
ば
か
り
も
泳
い
で
居
る
、
足
ば

か
り
が
見
え
る
。
其
足
の
恰
好
の
悪
さ
と
い
つ
た
ら
な
い
。
う
つ
く
し

い
、
金
魚
の
泳
い
で
る
尾
鰭
の
姿
や
、
ぴ
ら
�
�
と
水
銀
色
を
輝
か
し
て

跳
ね
て
あ
が
る
鮎
な
ん
ぞ
の
立
派
さ
に
は
全
然
く
ら
べ
も
の
に
な
る
の
ぢ
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や
あ
な
い
。
さ
う
し
て
あ
ん
な
、
水
浸
に
な
つ
て
、
大
川
の
中
か
ら
足
を

出
し
て
る
、
そ
ん
な
人
間
が
あ
り
ま
す
も
の
か
。
で
、
人
間
だ
と
思
ふ
と

を
か
し
い
け
れ
ど
、
川
ン
中
か
ら
足
が
生
え
た
の
だ
と
、
さ
う
思
つ
て
見

て
居
る
と
お
も
し
ろ
く
ッ
て
、
ち
つ
と
も
嫌
な
こ
と
は
な
い
の
で
、
つ
ま

ら
な
い
観
世
物
を
見
に
行
く
よ
り
、
ず
つ
と
ま
し
な
の
だ
つ
て
、
母
様
が

（
�
）

さ
う
お
謂
ひ
だ
か
ら
、
私
は
さ
う
思
つ
て
居
ま
す
も
の
。（
三
）

さ
ら
に
読
み
進
め
る
と
、
こ
の
よ
う
に
日
常
的
に
人
間
を
動
物
に
見
立
て
て

遊
ん
で
い
る
こ
と
は
、
人
間
、
特
に
理
不
尽
な
理
屈
で
人
間
の
貴
賤
を
定
め
る

者
、
そ
し
て
そ
れ
を
見
過
ご
す
者
へ
の
批
判
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。例

え
ば
第
八
章
か
ら
第
九
章
に
は
〈
鮟
鱇
博
士
〉
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
通
り

か
か
り
橋
銭
を
出
し
渋
る
。
黄
金
の
太
い
指
環
を
は
め
て
お
り
、
出
し
た
名
刺

の
肩
書
が
「
市
内
衛
生
会
委
員
、
教
育
談
話
会
幹
事
、
生
命
保
険
会
社
社
員
、

（
�
）

一
六
会
会
長
、
美
術
奨
励
会
理
事
、
大
野
喜
太
郎
」（
九
）
と
な
っ
て
い
た
。

一
六
会
の
詳
細
は
不
明
だ
が
、
少
な
く
と
も
他
は
全
て
近
代
制
度
の
も
と
に
整

備
さ
れ
て
き
た
も
の
に
纏
わ
る
役
職
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
の
多
さ
か

ら
、
ほ
と
ん
ど
は
名
誉
職
、
即
ち
無
用
の
役
職
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の

〈
鮟
鱇
博
士
〉
は
徽
章
を
身
に
付
け
て
お
り
、
地
位
と
名
誉
を
笠
に
着
て
橋
銭

で
暮
ら
す
親
子
を
見
下
し
、
橋
銭
を
出
し
渋
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
動
物
へ
の
見
立
て
は
特
に
近
代
制
度
を
笠
に
着
る
人
間
へ
の

批
判
と
も
読
み
取
れ
る
が
、
語
り
手
の
怒
り
が
人
々
を
獣
に
見
立
て
る
場
面
が

あ
る
。
そ
れ
が
、
溺
れ
た
と
こ
ろ
を
助
け
て
く
れ
た
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉

を
探
す
途
次
、
鳥
屋
の
前
で
人
々
の
反
応
を
受
け
る
主
人
公
の
語
り
に
表
れ
て

い
る
。
主
人
公
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

（
略
）
翼
の
生
え
た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
は
居
な
い
の
ツ
て
、
一
所
に

立
つ
た
人
を
つ
か
ま
へ
ち
や
あ
、
聞
い
た
け
れ
ど
、
笑
ふ
も
の
や
ら
、
嘲

け
る
も
の
や
ら
、
聞
か
な
い
ふ
り
を
す
る
も
の
や
ら
、
つ
ま
ら
な
い
と
け

な
す
も
の
や
ら
、
馬
鹿
だ
と
い
ふ
も
の
や
ら
、
番
小
屋
の
媽
々
に
似
て
此

（

）

奴
も
何
う
か
し
て
居
ら
あ
、
と
い
ふ
も
の
や
ら
。
皆
獣
だ
。（
十
一
）

こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
動
物
に
見
立
て
た
人
々
を
冷
静
に
観
察
し
続
け
た
主
人

公
の
怒
り
が
露
出
し
て
い
る
場
面
で
、
こ
の
物
語
の
外
で
母
子
が
虐
げ
ら
れ
続

け
た
こ
と
、
主
人
公
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
か
が
わ
か
る
場

面
で
あ
る
。
主
人
公
は
「
皆
獣
だ
。」
と
短
く
言
い
捨
て
て
お
り
、
そ
こ
に
激

し
い
怒
り
が
感
じ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
近
代
制
度
を
笠
に
着
る
人
々
へ
の
批
判

だ
と
思
わ
れ
た
動
物
へ
の
見
立
て
が
、
実
は
自
分
た
ち
母
子
を
虐
げ
続
け
、
あ

る
い
は
無
関
心
で
居
続
け
た
人
々
へ
の
怒
り
だ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
し
か

し
、
怒
り
の
表
出
に
よ
っ
て
、
実
は
主
人
公
は
他
者
と
の
関
わ
り
を
期
待
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
期
待
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
怒
り
が
湧
く
の
で
あ
っ
て
、

期
待
し
て
い
な
け
れ
ば
こ
れ
ま
で
ど
お
り
冷
静
に
動
物
へ
の
見
立
て
を
行
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
主
人
公
は
そ
の
母
と
違
い
、
他
者
へ
の
期
待
が
あ
る
。
こ
れ
こ

そ
が
、
後
に
述
べ
る
外
界
へ
の
志
向
の
根
源
と
な
る
。
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こ
れ
ま
で
は
、
主
人
公
が
動
物
に
見
立
て
た
人
々
を
中
心
に
見
て
き
た
。
一

方
で
「
化
鳥
」
に
は
動
物
に
見
立
て
ら
れ
な
い
人
、
即
ち
人
間
と
し
て
扱
わ
れ

て
い
る
人
が
登
場
す
る
。

動
物
に
見
立
て
る
遊
び
は
、
理
不
尽
な
理
屈
で
人
間
の
貴
賤
を
定
め
る
者
、

母
子
を
虐
げ
る
者
と
そ
れ
に
準
ず
る
人
に
対
し
て
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
こ

こ
で
意
外
な
人
物
が
最
後
ま
で
動
物
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
人
は
他
の
動
物
よ
り
も
秀
で
て
い
る
か
ど
う
か
で
主
人
公
と
論
争
し
た
女

性
教
師
で
あ
る
。
論
争
の
最
後
に
、
主
人
公
は
「
先
生
よ
り
花
の
方
が
う
つ
く

（

）

し
う
ご
ざ
い
ま
す
」（
四
）
と
言
い
放
ち
不
興
を
買
っ
た
。
ま
た
、〈
先
生
〉
は

〈
鮟
鱇
博
士
〉
と
同
様
に
橋
銭
を
置
か
ず
に
橋
を
渡
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん

な
〈
先
生
〉
が
な
ぜ
動
物
に
見
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
か
。
こ
こ
で

〈
先
生
〉
と
の
論
争
の
経
緯
を
詳
し
く
見
な
が
ら
考
え
て
い
こ
う
。

主
人
公
が
母
親
か
ら
教
え
込
ま
れ
た
価
値
観
は
、
近
代
教
育
制
度
と
対
立
す

る
も
の
だ
と
言
え
る
。〈
先
生
〉
は
、
人
は
「
世
の
中
に
一
番
え
ら
い
も
の
だ
」

と
言
う
。
そ
れ
に
対
し
て
主
人
公
は
「
人
も
、
猫
も
、
犬
も
、
そ
れ
か
ら
熊

（

）

も
、
皆
お
ん
な
じ
動
物
だ
つ
て
。」（
二
）
と
反
論
す
る
。
こ
の
意
見
は
生
物
学

（

）

的
分
類
と
し
て
は
正
し
い
。
し
か
し
、「
修
身
の
お
談
話
」（
二
）
と
し
て
は
、

近
代
教
育
制
度
の
中
に
身
を
置
く
〈
先
生
〉
に
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
主
人

公
は
高
等
な
生
き
も
の
と
し
て
の
人
間
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
。「
人
間
は
生

き
も
の
で
一
番
え
ら
い
」
と
い
う
、
生
き
も
の
に
序
列
を
つ
け
る
傲
慢
さ
は
、

引
い
て
は
人
間
の
間
に
序
列
を
作
り
、
あ
ら
ゆ
る
差
別
に
繋
が
っ
て
い
く
。
鏡

花
は
一
貫
し
て
そ
の
理
不
尽
を
物
語
に
取
り
入
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
主
人
公

は
こ
う
し
た
価
値
観
か
ら
自
由
で
は
な
い
。
人
間
を
動
物
に
見
立
て
る
と
い
う

行
為
は
、
他
者
に
対
す
る
侮
蔑
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、
動
物
に
見
立
て
た
も
の

を
自
分
た
ち
〈
人
間
〉
よ
り
下
に
見
る
行
為
だ
っ
た
の
だ
。「
人
間
と
動
物
た

ち
は
同
じ
だ
」
と
言
う
主
人
公
自
身
に
も
「
人
間
は
一
番
え
ら
い
」
と
い
う
価

値
観
が
染
み
つ
い
て
い
る
矛
盾
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
主
人
公
は
そ
の
こ

と
は
自
覚
し
て
い
な
い
。〈
先
生
〉
が
動
物
に
見
立
て
ら
れ
な
い
の
も
、〈
先

生
〉
が
言
う
「
人
間
は
一
番
え
ら
い
」
と
い
う
価
値
観
に
無
意
識
の
う
ち
に
同

調
し
て
い
る
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
人
、
重
要
人
物
の
中
で
動
物
に
見
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、〈
猿

廻
の
ぢ
い
さ
ん
〉
で
あ
る
。
こ
の
〈
猿
廻
の
ぢ
い
さ
ん
〉
は
、
番
小
屋
の
対
岸

に
繋
が
れ
て
い
る
猿
の
か
つ
て
の
飼
い
主
で
あ
り
、
主
人
公
は
直
接
会
っ
た
事

が
な
い
。
こ
の
回
想
の
時
か
ら
さ
ら
に
七
、
八
年
前
、
主
人
公
が
生
ま
れ
る
前

に
母
が
会
っ
た
人
物
で
あ
る
。
こ
の
回
想
の
時
に
猿
に
餌
を
や
る
も
の
は
、

「
湿
地
茸
」（
釣
り
人
）、「
坊
ち
や
ん
だ
の
、
乳
母
だ
の
」「
紅
い
着
物
を
着
て

居
る
、
み
い
ち
や
ん
の
紅
雀
」「
青
い
羽
織
を
着
て
居
る
吉
公
の
目
白
」「
お
邸

（

）

の
か
な
り
や
の
姫
様
」（
五
）
で
あ
り
、
多
く
が
人
間
で
は
な
い
も
の
に
喩
え

ら
れ
て
い
る
。
裕
福
な
子
ど
も
た
ち
は
鳥
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
可
愛
ら

し
さ
を
愛
で
る
存
在
と
し
て
比
較
的
好
意
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

時
々
悪
戯
を
し
て
、
其
紅
雀
の
天
窓
の
毛
を
挘
つ
た
り
、
か
な
り
や
を

引
掻
い
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
あ
の
猿
松
が
居
て
は
、
う
つ
か
り

可
愛
ら
し
い
小
鳥
を
手
放
に
し
て
戸
外
へ
出
し
て
は
置
け
な
い
、
誰
か
見
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張
つ
て
で
も
居
な
い
と
、
危
険
だ
か
ら
つ
て
、
ち
よ
い
�
�
縄
を
解
い
て

（

）

放
し
て
遣
つ
た
こ
と
が
幾
度
も
あ
つ
た
。（
五
）

と
い
う
表
現
に
も
う
か
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
鑑
賞
す
る
者
、
さ
れ

る
者
と
い
う
距
離
が
あ
り
、
彼
ら
は
主
人
公
に
と
っ
て
共
感
を
寄
せ
る
相
手
で

は
な
い
。
こ
の
猿
に
関
わ
る
者
の
中
で
、
主
人
公
の
母
が
共
感
し
、
母
か
ら
話

を
聞
い
た
主
人
公
が
共
感
し
た
者
が
〈
猿
廻
の
ぢ
い
さ
ん
〉
で
あ
る
。〈
猿
廻

の
ぢ
い
さ
ん
〉
は
、
唯
一
自
分
を
労
わ
っ
て
く
れ
た
主
人
公
の
母
に
こ
の
よ
う

に
言
っ
た
。

（
あ
ゝ
、
奥
様
、
私
は
獣
に
な
り
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
い
ら
、
皆
畜
生

で
、
こ
の
猿
め
が
夥
間
で
ご
ざ
り
ま
せ
う
。
そ
れ
で
、
手
前
達
の
同
類
に

も
の
を
く
は
せ
な
が
ら
、
人
間
一
疋
の
私
に
は
目
を
懸
け
ぬ
の
で
ご
ざ
り

（

）

ま
す
。）（
略
）（
七
）

人
間
で
あ
る
〈
猿
廻
の
ぢ
い
さ
ん
〉
に
目
を
懸
け
た
人
は
〈
猿
廻
の
ぢ
い
さ

ん
〉
と
同
類
の
人
間
、
猿
に
の
み
目
を
懸
け
た
人
は
猿
の
仲
間
、
即
ち
獣
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
主
人
公
は
「
う
ま
い
こ
と
知
つ
て
る
な
、
ぢ

（

）

い
さ
ん
。
ぢ
い
さ
ん
と
母
様
と
私
と
三
人
だ
。」（
七
）
と
、
回
想
の
中
で
快
哉

を
叫
ぶ
。
こ
こ
に
は
主
人
公
の
母
親
が
後
に
抱
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
と
同
様

の
恨
み
が
あ
り
、
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
同
類
を
虐
げ
る
人
間
と
は
何
な
の
か

と
い
う
問
い
か
け
も
為
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
重
要
人
物
で
は
な
い
が
〈
獣
〉
と
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
人
と
し
て
騎

兵
た
ち
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の
騎
兵
た
ち
は
、〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
を
探

し
て
鳥
屋
の
前
に
立
つ
主
人
公
に
、
唯
一
優
し
く
し
た
人
々
で
あ
る
。
主
人
公

は
こ
の
騎
兵
た
ち
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

（
翼
の
生
え
た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
は
居
な
い
の
。）
ッ
て
聞
い
た
時
、
莞

爾
笑
つ
て
両
方
か
ら
左
右
の
手
で
お
う
や
う
に
私
の
天
窓
を
撫
で
て
行
つ

た
、
そ
れ
は
一
様
に
緋
羅
紗
の
ず
ぼ
ん
を
穿
い
た
二
人
の
騎
兵
で
│
│
聞

い
た
時
│
│
莞
爾
笑
つ
て
、
両
方
か
ら
左
右
の
手
で
、
お
う
や
う
に
私
の

天
窓
を
な
で
て
、
そ
し
て
手
を
引
あ
つ
て
黙
つ
て
坂
を
の
ぼ
つ
て
行
つ

た
。
長
靴
の
音
が
ぽ
つ
く
り
し
て
、
銀
の
剣
の
長
い
の
が
ま
つ
す
ぐ
に
二

ツ
な
ら
ん
で
輝
い
て
見
え
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
、
あ
と
は
皆
馬
鹿
に
し

（

）

た
。（
十
一
）

騎
兵
は
あ
る
程
度
の
教
育
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
た
め
、
義
務
教
育
以
上
の

学
校
に
も
通
い
、
一
般
よ
り
長
い
学
生
時
代
を
過
ご
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ

る
。
町
の
人
々
は
早
く
か
ら
働
き
、
子
ど
も
時
代
が
少
な
か
っ
た
。「
翼
の
生

え
た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
は
居
な
い
の
。」
と
い
う
表
現
を
ロ
マ
ン
と
し
て
、

あ
る
い
は
子
ど
も
の
無
垢
の
表
れ
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
人
が
町
の
人
々
の

中
に
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
主
人
公
を
理
解
す
る
も
の

は
、
さ
ら
に
外
の
世
界
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
語
り
の
相
手

な
ど
も
そ
の
一
人
で
あ
ろ
う
。
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動
物
に
見
立
て
ら
れ
な
か
っ
た
が
完
全
な
人
間
と
し
て
も
描
写
さ
れ
て
い
な

い
重
要
な
人
物
が
〈
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
で
あ
る
。〈
翼
の
生
え
た

姉
さ
ん
〉
は
猿
に
よ
っ
て
川
に
落
ち
溺
れ
た
主
人
公
を
助
け
た
。
し
か
し
、
主

人
公
は
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
の
姿
を
朧
気
に
覚
え
て
い
る
の
み
で
あ
る
。

主
人
公
は
気
が
付
い
た
時
、
傍
に
い
た
母
に
「
一
体
助
け
て
呉
れ
た
の
は
誰
で

（

）

す
。」（
十
）
と
問
い
か
け
る
。
こ
れ
に
対
し
て
母
は
「
廉
や
、
そ
れ
は
ね
、
大

き
な
五
色
の
翼
が
あ
つ
て
天
上
に
遊
ん
で
居
る
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
だ
よ
。」

（

）

（
十
）
と
答
え
る
が
、
そ
の
時
の
態
度
は
こ
れ
ま
で
主
人
公
が
見
た
こ
と
の
な

い
も
の
だ
っ
た
。

（
略
）
私
が
も
の
を
聞
い
て
、
返
事
に
躊
躇
を
な
す
つ
た
の
は
此
時
ば
か

り
で
、
ま
た
、
そ
れ
は
猪
だ
と
か
、
狼
だ
と
か
、
狐
だ
と
か
、
頰
白
だ
と

か
、
山
雀
だ
と
か
、
鮟
鱇
だ
と
か
、
鯖
だ
と
か
、
蛆
だ
と
か
、
毛
虫
だ
と

か
、
草
だ
と
か
、
竹
だ
と
か
、
松
蕈
だ
と
か
、
湿
地
茸
だ
と
か
お
い
ひ
で

な
か
つ
た
の
も
此
時
ば
か
り
で
、
そ
し
て
顔
の
色
を
お
か
へ
な
す
つ
た
の

も
此
時
ば
か
り
で
、
そ
れ
に
小
さ
な
声
で
お
つ
し
や
つ
た
の
も
此
時
ば
か

（

）

り
だ
。（
十
）

元
々
、
人
び
と
に
対
す
る
母
の
恨
み
は
深
か
っ
た
。
母
は
零
落
し
た
時
、
世

間
の
人
び
と
か
ら
苛
酷
な
扱
い
を
受
け
、
そ
の
恨
み
か
ら
主
人
公
に
人
を
動
物

に
見
立
て
る
わ
ざ
を
叩
き
込
ん
だ
。
そ
の
様
子
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い

る
。

人
に
踏
ま
れ
た
り
、
蹴
ら
れ
た
り
、
後
足
で
砂
を
か
け
ら
れ
た
り
、
苛

め
ら
れ
て
責
ま
れ
て
、
煮
湯
を
飲
ま
せ
ら
れ
て
、
砂
を
浴
せ
ら
れ
て
、
鞭

う
た
れ
て
、
朝
か
ら
晩
ま
で
泣
通
し
で
、
咽
喉
が
か
れ
て
、
血
を
吐
い

て
、
消
え
て
し
ま
ひ
さ
う
に
な
つ
て
る
処
を
、
人
に
高
見
で
見
物
さ
れ

て
、
お
も
し
ろ
が
ら
れ
て
、
笑
は
れ
て
、
慰
に
さ
れ
て
、
嬉
し
が
ら
れ

て
、
眼
が
血
走
っ
て
、
髪
が
動
い
て
、
唇
が
破
れ
た
処
で
、
口
惜
し
い
、

口
惜
し
い
、
口
惜
し
い
、
口
惜
し
い
、
畜
生
め
、
獣
め
と
始
終
さ
う
思
つ

て
、
五
年
も
八
年
も
経
た
な
け
れ
ば
、
真
個
に
分
る
こ
と
で
は
な
い
、
覚

え
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
ん
だ
さ
う
で
、
お
亡
ん
な
す
つ
た
、
父
様
と
こ

の
母
様
と
が
聞
い
て
も
身
震
が
す
る
や
う
な
、
さ
う
い
ふ
酷
い
め
に
、
苦

し
い
、
痛
い
、
苦
し
い
、
辛
い
、
惨
酷
な
め
に
逢
つ
て
、
さ
う
し
て
や
う

�
�
お
分
り
に
な
つ
た
の
を
、
す
つ
か
り
私
に
教
へ
て
下
す
つ
た
の
で
、

（
略
）
そ
れ
で
ち
や
ん
と
教
へ
て
頂
い
て
、
其
を
ば
覚
え
て
分
つ
て
か
ら
、

何
で
も
、
鳥
だ
の
、
獣
だ
の
、
草
だ
の
、
木
だ
の
、
虫
だ
の
、
蕈
だ
の
に

人
が
見
え
る
の
だ
か
ら
、
こ
ん
な
お
も
し
ろ
い
、
結
構
な
こ
と
は
な
い
。

（

）

（
略
）（
六
）

し
か
し
、
こ
の
中
に
あ
っ
て
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
は
母
に
と
っ
て
も
今

ま
で
に
な
い
特
殊
な
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
母
は
主
人
公
の
問
い

か
け
に
動
揺
し
た
が
、
こ
の
理
由
は
語
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
様
々
に
解
釈
で

き
る
だ
ろ
う
。
零
落
し
て
以
来
、
初
め
て
共
感
し
得
る
人
で
あ
っ
た
、
ま
た
、

主
人
公
の
他
者
へ
の
執
着
を
読
み
取
っ
て
動
揺
し
た
と
も
解
釈
で
き
る
。
し
か
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し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
母
が
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
を
動
物
に
見
立
て

る
こ
と
も
な
く
、「
天
上
に
遊
ん
で
居
る
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
」
と
表
現
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
主
人
公
が
鳥
に
見
立
て
て
き
た
の
は

子
ど
も
な
ど
見
目
の
良
い
人
間
だ
け
で
あ
っ
た
。
母
親
も
そ
の
よ
う
に
見
立
て

て
来
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
は
人
間
の
姿
を

保
ち
、
さ
ら
に
そ
こ
に
母
子
に
と
っ
て
見
る
に
快
い
鳥
の
翼
を
備
え
て
い
る
。

勿
論
、
本
当
に
翼
が
生
え
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
主
人
公
や

母
、〈
猿
廻
の
ぢ
い
さ
ん
〉
と
共
感
し
得
る
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。主

人
公
は
最
後
に
母
と
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
を
同
一
視
し
て
い
る
が
、

猿
に
傷
つ
け
ら
れ
た
人
に
情
を
か
け
て
い
る
と
い
う
点
で
は
こ
の
二
人
は
共
通

し
て
い
る
。

四
、
主
人
公
と
外
界
と
の
関
わ
り

こ
れ
ま
で
主
人
公
と
そ
の
母
と
が
誰
を
動
物
に
見
立
て
た
の
か
、
ま
た
誰
を

人
間
と
し
て
見
て
い
た
の
か
を
辿
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
主
人
公
と
外
界

と
の
関
わ
り
に
も
及
ん
で
く
る
。
動
物
に
見
立
て
る
遊
び
に
は
外
界
へ
の
眼
差

し
が
反
映
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
母
か
ら
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
見
方
を
教
え
込

ま
れ
、
人
々
と
距
離
を
取
っ
て
い
る
主
人
公
に
は
、
無
垢
の
眼
差
し
だ
け
で
は

な
く
排
他
性
と
他
者
へ
の
侮
蔑
が
あ
る
。「
だ
け
れ
ど
今
し
が
た
も
母
様
が
お

い
ひ
の
通
り
、
こ
ん
な
い
ゝ
こ
と
を
知
つ
て
る
の
は
、
母
様
と
私
ば
か
り
で
、

何
う
し
て
、
み
い
ち
や
ん
だ
の
、
吉
公
だ
の
、
そ
れ
か
ら
学
校
の
女
の
先
生
な

（

）

ん
ぞ
に
教
へ
た
つ
て
分
る
も
の
か
。」（
六
）
と
い
う
独
白
を
見
て
も
そ
れ
が
わ

か
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
は
人
を
動
物
に
見
立
て
る
と
い
う
こ
と
を
他
者
と
分
か

ち
合
う
つ
も
り
は
な
く
、
自
分
た
ち
に
し
か
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
優

越
感
に
も
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
主
人
公
の
排
他
性
の
根
源
は
、
母
の
没

落
体
験
に
あ
る
。
そ
の
恨
み
は
根
深
く
、「
い
ぢ
め
ら
れ
て
泣
い
た
り
、
撫
で

ら
れ
て
嬉
し
か
つ
た
り
し
い
�
�
し
た
の
を
、
其
都
度
母
様
に
教
へ
ら
れ
て
、

（

）

今
ぢ
や
あ
モ
ウ
何
と
も
思
つ
て
居
な
い
。」（
六
）
と
語
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
判

る
よ
う
に
、
母
は
他
者
に
対
す
る
情
を
断
つ
よ
う
主
人
公
を
粘
り
強
く
矯
正
し

て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
排
他
的
に
見
え
る
主
人
公
だ
が
、
そ
の
一
方
で
実
は
外
界
と
の

関
わ
り
を
も
ち
、
母
も
そ
れ
を
許
容
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
主

人
公
と
〈
先
生
〉
の
関
係
が
悪
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
母
が
授
け
た
対
処
に
も

見
て
と
れ
る
。
主
人
公
が
「
先
生
よ
り
花
の
方
が
う
つ
く
し
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
、
母
は
「
そ
ん
な
こ
と
人
の
前
で
い
ふ
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
お
前
と
、
母
様
の
ほ
か
に
は
、
こ
ん
な
い
ゝ
こ
と
知
つ
て
る
も
の
は
な

い
の
だ
か
ら
。
分
ら
な
い
人
に
そ
ん
な
こ
と
い
ふ
と
、
怒
ら
れ
ま
す
よ
。
唯
、

ね
え
、
さ
う
思
つ
て
居
れ
ば
可
い
の
だ
か
ら
、
い
つ
て
は
な
り
ま
せ
ん
よ
。」

（

）

（
四
）
と
念
押
し
を
し
た
。
そ
の
上
で
、「
そ
し
て
先
生
が
腹
を
立
つ
て
お
憎
み

だ
つ
て
、
さ
う
い
ふ
け
れ
ど
、
何
そ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
も
の
か
。
其
は
皆

お
前
が
さ
う
思
ふ
か
ら
で
、
あ
の
、
雀
だ
つ
て
餌
を
与
つ
て
、
拾
つ
て
る
の
を

見
て
、
嬉
し
さ
う
だ
と
思
へ
ば
嬉
し
さ
う
だ
し
、
頰
白
が
を
ぢ
さ
ん
に
さ
ゝ
れ

泉鏡花「化鳥」にみる外界への眼差し
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た
時
悲
し
い
声
だ
と
思
つ
て
見
れ
ば
、
ひ
い
�
�
い
つ
て
鳴
い
た
や
う
に
聞
え

（

）

た
ぢ
や
な
い
か
。」（
四
）
と
諭
し
、「
そ
れ
で
も
先
生
が
恐
い
顔
を
し
て
お
い

で
な
ら
、
そ
ん
な
も
の
は
見
て
居
な
い
で
、
今
お
前
が
い
つ
た
、
其
う
つ
く
し

（

）

い
菊
の
花
を
見
て
居
た
ら
可
い
で
せ
う
。」（
四
）
と
助
言
し
て
い
る
。
こ
の
一

連
の
助
言
は
、〈
先
生
〉
を
排
除
せ
ず
う
ま
く
や
っ
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
し

て
お
り
、
母
親
は
主
人
公
を
学
校
か
ら
切
り
離
す
つ
も
り
は
な
い
こ
と
が
判

る
。
主
人
公
に
と
っ
て
望
ま
し
い
相
手
で
は
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
母
は
〈
先

生
〉
の
こ
と
を
動
物
に
見
立
て
ず
、
終
始
人
間
と
し
て
扱
う
。〈
先
生
〉
は
主

人
公
に
と
っ
て
近
代
教
育
の
入
り
口
で
あ
り
、
零
落
の
身
を
抜
け
出
す
に
は
立

身
出
世
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
は
主
人
公
に
怨
念
を
引
き
継
が
せ
つ
つ

も
、
社
会
と
の
関
係
は
保
ち
続
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
母
の
方
に
主
人
公
を
外
界
と
関
わ
り
を
持
た
せ
続
け
る
意
向
が

あ
る
が
、
主
人
公
の
方
に
も
外
界
と
交
わ
り
続
け
る
意
思
が
無
意
識
に
あ
る
。

第
五
章
で
他
の
子
ど
も
た
ち
が
猿
を
構
っ
て
い
る
様
子
を
語
っ
て
い
た
が
、

「
い
つ
も
の
や
う
に
遊
び
に
行
つ
て
、
人
が
天
窓
を
撫
で
て
や
つ
た
も
の
を
、」

（

）

（
十
）
と
あ
る
と
お
り
、
主
人
公
も
他
の
子
ど
も
た
ち
と
同
様
に
猿
を
構
っ
て

い
た
。
主
人
公
も
他
の
子
ど
も
た
ち
と
同
じ
遊
び
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
猿
が
い
る
の
は
主
人
公
と
母
の
住
む
番
小
屋
の
対
岸
と
い
う
象
徴
的
な
場
所

で
あ
る
。
主
人
公
は
外
界
と
の
交
わ
り
へ
の
志
向
と
排
他
へ
の
志
向
と
い
う
両

極
を
、
無
自
覚
に
、
し
か
し
自
在
に
揺
れ
動
い
て
い
る
。

主
人
公
の
語
り
の
間
に
見
え
隠
れ
す
る
語
り
の
相
手
も
、
外
界
と
の
関
わ
り

を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
主
人
公
は
独
白
的
な
語

り
を
大
部
分
に
お
い
て
通
し
な
が
ら
も
、
特
定
の
相
手
の
存
在
を
感
じ
さ
せ
る

部
分
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
抜
き
に
し
て
も
、
文
学
と
い
う
特
質
上
、
語

り
は
必
ず
読
者
に
対
し
て
も
聞
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
他
者
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
あ
る
程
度
の
客
観
性
は
必
要
と
な
る
。
少
な
く
と
も
外
界
へ
の
指

向
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

語
り
の
後
半
で
は
、
主
人
公
が
こ
の
物
語
で
初
め
て
他
者
に
執
着
す
る
様
子

が
見
ら
れ
る
。〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
へ
の
執
着
で
あ
る
。
主
人
公
を
川
か

ら
救
い
出
し
た
人
物
が
誰
な
の
か
母
が
言
い
淀
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
、
主
人
公

が
初
め
て
自
分
以
外
の
他
者
に
関
心
を
も
ち
執
着
し
た
こ
と
に
対
す
る
動
揺
を

読
み
取
る
論
考
は
多
い
。
例
え
ば
植
木
朋
子
は
「
泉
鏡
花
『
化
鳥
』
試
論
」
に

お
い
て
「〈
番
小
屋
〉
空
間
内
の
〈
聖
〉
性
を
保
ち
、
外
部
か
ら
何
者
に
も
脅

か
さ
れ
る
こ
と
な
く
暮
ら
し
続
け
て
き
た
〈
母
様
〉
は
こ
の
時
、
初
め
て
〈
番

小
屋
〉
空
間
の
崩
壊
の
危
機
を
感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
と
解
釈
し
て

い
る
。
し
か
し
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
は
〈
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
を
探

し
求
め
て
夕
暮
れ
の
梅
林
に
迷
っ
た
主
人
公
を
母
が
探
し
出
し
、
母
子
の
絆
が

再
確
認
さ
れ
、
母
も
〈
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
の
存
在
を
許
容
し
て
い

る
。「

可
い
け
れ
ど
、
廉
や
、
お
前
ま
た
あ
ん
ま
り
お
猿
に
か
ら
か
つ
て
は
な

り
ま
せ
ん
よ
。
さ
う
可
い
塩
梅
に
う
つ
く
し
い
羽
の
生
え
た
姉
さ
ん
が
何

時
で
も
ゐ
る
ん
ぢ
や
あ
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
落
つ
こ
ち
よ
う
も
ん
な
ら
。」

（

）

（
十
）
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こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
〈
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
の
話
を
出
す
こ
と

に
及
び
腰
で
あ
っ
た
母
の
方
か
ら
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ

て
半
年
前
の
川
で
溺
れ
た
際
の
回
想
が
始
ま
る
。
翼
を
備
え
て
い
る
が
獣
に
喩

え
ら
れ
な
い
人
物
で
、
母
子
が
共
感
を
寄
せ
る
可
能
性
の
あ
る
人
で
は
あ
る

が
、
こ
の
時
点
で
は
紛
れ
も
な
く
他
者
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
排
他
的
な
一
方
で
外
界
と
の
関
わ
り
を
保
ち
続
け
て
い
る
母
子

だ
が
、
既
に
主
人
公
の
中
に
外
界
が
内
在
化
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。〈
翼
の
生
え
た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
に
憧
れ
て
夕
闇
の
迫
る
梅
林
に
探
し

求
め
、
鳥
の
声
や
蛙
の
声
に
脅
か
さ
れ
て
立
ち
す
く
ん
だ
主
人
公
は
次
の
よ
う

な
体
験
を
す
る
。

ふ
る
へ
な
が
ら
、
そ
つ
と
、
大
事
に
、
内
証
で
、
手
首
を
す
く
め
て
、

自
分
の
身
体
を
見
よ
う
と
思
つ
て
、
左
右
へ
袖
を
ひ
ら
い
た
時
、
も
う
、

思
は
ず
キ
ヤ
ツ
と
叫
ん
だ
。
だ
つ
て
私
が
鳥
の
や
う
に
見
え
た
ん
で
す
も

（

）

の
。
何
ん
な
に
恐
か
つ
た
ら
う
。（
十
二
）

こ
の
場
面
で
は
、
主
人
公
の
抱
え
る
矛
盾
が
主
人
公
の
目
に
視
覚
化
さ
れ
た

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
他
者
を
動
物
や
鳥
に
見
立
て
て
侮
蔑
し
て

き
た
が
、
自
分
が
鳥
に
見
え
た
こ
と
に
主
人
公
は
恐
怖
を
感
じ
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
。
人
間
も
獣
も
平
等
だ
と
言
い
つ
つ
、
自
分
た
ち
を
〈
人
間
〉
と
み
な

し
、
他
者
を
動
物
に
み
な
し
て
侮
蔑
す
る
と
い
う
矛
盾
が
こ
こ
で
読
者
に
明
ら

か
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
矛
盾
を
抱
え
る
主
人
公
の
心
性
こ
そ
が
、
彼
自
身

が
あ
る
程
度
外
界
に
開
か
れ
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
も
い

る
。

五
、
外
界
へ
の
指
向
と
天
気

こ
の
作
品
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
主
人
公
の
外
界
と
の
関
わ
り
が
徐
々
に

示
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
作
品
の
緻
密
な
構
成
の
も
と
に
進
め
ら
れ

て
い
く
。
こ
の
作
品
は
、
語
り
手
で
あ
る
主
人
公
が
自
ら
の
幼
い
頃
の
あ
る
雨

の
日
を
回
想
す
る
と
い
う
設
定
で
語
ら
れ
る
。
先
に
述
べ
て
お
く
と
、
天
気
の

変
化
に
従
っ
て
、
主
人
公
の
外
界
へ
の
指
向
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。冒

頭
で
は
雨
に
降
り
籠
め
ら
れ
た
主
人
公
が
、
橋
を
渡
る
人
を
猪
に
見
立
て

て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
が
見
立
て
を
し
て
遊
ぶ
こ
と
、
そ
し

て
全
体
が
回
想
の
語
り
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
第
一
章
最
後
の

（

）

「
ね
え
、
母
様
、
先
生
も
ず
る
い
人
な
ん
か
ね
え
。」
と
い
う
主
人
公
の
言
葉
を

き
っ
か
け
に
、
こ
の
雨
の
日
よ
り
四
、
五
日
前
に
起
こ
っ
た
〈
先
生
〉
と
の
論

争
へ
と
話
が
移
り
、
こ
こ
で
母
子
が
他
者
を
ど
う
見
て
い
る
か
が
明
ら
か
に
な

る
。
こ
の
論
争
の
回
想
が
語
り
終
わ
っ
た
第
四
章
終
了
時
点
で
、「
戸
外
に
は
、

（

）

な
か
�
�
雨
が
や
み
さ
う
に
も
な
い
。」（
四
）
と
あ
る
と
お
り
、
雨
は
降
り
続

い
て
い
る
。

し
か
し
場
面
が
変
わ
り
、
第
五
章
冒
頭
で
「
少
し
晴
れ
て
来
た
か
ら
、
も
の

（

）

の
濡
れ
た
の
が
皆
見
え
る
。」（
五
）
状
態
に
な
る
。
こ
こ
で
対
岸
の
猿
を
見
た
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こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
主
人
公
の
生
ま
れ
る
前
の
八
、
九
年
前
の
話
へ
と
移

る
。
主
人
公
が
母
か
ら
聞
き
覚
え
た
内
容
が
披
露
さ
れ
、
母
が
人
間
を
動
物
に

見
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
と
、
母
が
共
感
す
る
〈
猿
廻
の
ぢ
い
さ
ん
〉
の

話
が
語
ら
れ
る
。
先
程
も
述
べ
た
と
お
り
、
こ
こ
で
母
の
抱
く
他
者
へ
の
不

信
、
排
他
性
が
明
ら
か
に
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
母
親
自
身
も
望
ま
ず
に
外
の

世
界
に
目
を
向
け
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
人
公
は
「
あ
の
を
か

（

）

し
な
顔
早
く
い
つ
て
見
た
い
な
」（
八
）
と
語
る
が
、
雨
に
降
り
籠
め
ら
れ
て

い
た
間
は
人
を
動
物
に
見
立
て
る
こ
と
で
満
足
し
て
い
た
主
人
公
が
、
少
し
晴

れ
て
き
た
こ
の
時
点
で
外
界
の
も
の
で
あ
る
猿
と
の
関
わ
り
を
求
め
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
〈
鮟
鱇
博
士
〉
が
橋
を
渡
り
、
そ
の
傘
が
風
に
煽
ら
れ
川
に
流
れ

た
。
そ
の
こ
と
を
知
ら
せ
た
主
人
公
に
母
は
「
廉
や
、
そ
れ
は
ね
、
雨
が
晴
れ

（

）

る
し
ら
せ
な
ん
だ
よ
。」（
八
）
と
言
う
。〈
鮟
鱇
博
士
〉
と
は
橋
銭
を
め
ぐ
る

遣
り
取
り
が
あ
っ
た
が
、
冒
頭
に
登
場
し
た
猪
に
見
立
て
ら
れ
た
人
と
は
何
ら

遣
り
取
り
が
な
か
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
雨
が
晴
れ
て
く
る
に
従
っ
て
外
界

と
の
繋
が
り
が
で
き
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
鮟
鱇
博
士
〉
と
の
遣
り
取
り
の
後
、
母
の
言
う
と
お
り
十
章
冒
頭
で
は
雨

が
晴
れ
た
。
母
が
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
の
話
を
出
し
た
こ
と
が
き
っ
か
け

で
、
半
年
前
の
出
来
事
が
回
想
さ
れ
る
。
母
子
に
と
っ
て
は
明
ら
か
に
外
部
の

人
間
、
他
者
に
関
す
る
回
想
が
こ
こ
で
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
結
末
で
は
主
人
公

が
こ
の
よ
う
に
語
る
。

雨
も
晴
れ
た
り
、
ち
や
う
ど
石
原
も
辷
る
だ
ら
う
。
母
様
は
あ
ゝ
お
つ

し
や
る
け
れ
ど
、
故
と
あ
の
猿
に
ぶ
つ
か
つ
て
、
ま
た
川
へ
落
ち
て
み
や

う
か
不
知
。
さ
う
す
り
や
ま
た
引
上
げ
て
下
さ
る
だ
ら
う
。
見
た
い
な
！

羽
の
生
え
た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
。
だ
け
れ
ど
も
、
ま
あ
、
可
い
。
母
様

（

）

が
在
ら
つ
し
や
る
か
ら
、
母
様
が
在
ら
つ
し
や
つ
た
か
ら
。（
十
二
）

主
人
公
は
母
と
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
を
同
一
視
し
つ
つ
も
、
そ
れ
を
疑

っ
て
い
る
。
他
者
で
あ
る
〈
翼
の
生
え
た
姉
さ
ん
〉
と
再
会
す
る
た
め
に
「
ま

た
川
へ
落
ち
て
み
や
う
か
不
知
」
と
一
瞬
で
も
思
う
主
人
公
は
、
自
分
と
共
感

し
得
る
他
者
と
の
積
極
的
な
関
わ
り
を
求
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

六
、
終
わ
り
に

主
人
公
は
獣
も
人
間
も
同
じ
だ
と
言
い
つ
つ
、
人
間
を
動
植
物
に
見
立
て
て

侮
蔑
し
て
お
り
、
矛
盾
を
内
包
し
た
ま
ま
反
省
を
す
る
こ
と
が
な
い
。
第
十
二

章
で
〈
翼
の
生
え
た
う
つ
く
し
い
姉
さ
ん
〉
を
探
し
て
夕
暮
れ
の
梅
林
に
迷
い

込
ん
だ
時
、
自
ら
鳥
に
な
っ
た
よ
う
な
幻
影
に
と
り
つ
か
れ
恐
怖
を
覚
え
る

が
、
母
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
救
出
さ
れ
て
も
成
長
し
た
語
り
手
に
よ
る
反
省
は

な
い
。
こ
の
矛
盾
を
あ
り
の
ま
ま
受
容
し
て
尚
且
つ
矛
盾
を
抱
え
る
こ
と
に
悩

ま
な
い
主
人
公
像
に
は
、
子
ど
も
の
精
神
の
柔
軟
性
が
表
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
成
長
し
た
語
り
手
が
、
か
つ
て
子
ど
も
で
あ
っ
た
自
分
に
同
化

し
た
か
の
よ
う
に
子
ど
も
の
言
葉
で
語
り
、
そ
こ
に
ふ
と
浮
上
す
る
か
の
よ
う
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に
成
長
し
た
語
り
手
の
言
葉
が
入
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
異
様
で
も
あ
る
が
、
子

ど
も
の
語
り
を
貫
く
と
こ
ろ
に
幻
想
を
魅
せ
る
仕
掛
け
が
あ
る
。〈
翼
の
生
え

た
美
し
い
姉
さ
ん
〉
の
登
場
、
続
く
夕
暮
れ
の
梅
林
で
の
恐
ろ
し
い
体
験
に
、

成
長
し
た
語
り
手
の
見
解
や
解
釈
は
述
べ
ら
れ
ず
、
子
ど
も
の
経
験
が
そ
の
ま

ま
不
思
議
と
し
て
描
か
れ
る
か
ら
だ
。
こ
の
作
品
が
幻
想
文
学
と
し
て
成
立
し

て
い
る
の
は
、
子
ど
も
の
不
確
か
な
認
識
の
ま
ま
の
語
り
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大

き
い
。

ま
た
、
こ
の
作
品
は
綿
密
な
計
算
の
上
に
構
築
さ
れ
て
も
い
て
、
天
気
の
変

化
に
合
わ
せ
て
、
主
人
公
の
外
へ
の
志
向
も
高
ま
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
雨
が

降
っ
て
い
る
間
は
自
ら
の
価
値
観
の
解
説
に
留
ま
っ
て
い
る
が
、
晴
れ
た
と
こ

ろ
で
主
人
公
の
冒
険
が
回
想
さ
れ
る
。
そ
し
て
結
末
の
語
り
で
は
「
だ
け
れ
ど

も
、
ま
あ
、
可
い
。
母
様
が
在
ら
つ
し
や
る
か
ら
、
母
様
が
在
ら
つ
し
や
つ
た

か
ら
。」
と
、
母
親
の
も
と
に
安
住
し
て
い
る
。
こ
れ
は
作
者
・
泉
鏡
花
の
亡

母
憧
憬
に
拠
る
も
の
で
あ
り
、
主
人
公
は
母
の
呪
縛
を
逃
れ
得
な
か
っ
た
、
逃

れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
と
い
う
解
釈
が
多
く
な
さ
れ
て
い
る
が
、
子
ど
も
が
回

想
に
よ
っ
て
冒
険
を
追
体
験
し
て
安
心
で
き
る
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
き
た
、
そ
の

当
然
の
帰
結
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）
『
鏡
花
全
集

第
三
巻
』
一
一
四
頁
。
以
降
、
全
集
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
全

て
か
な
遣
い
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
旧
字
は
新
字
に
改
め
た
。

（
２
）
同
右
。

（
３
）
同
右
、
一
一
五
頁
。

（
４
）
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
一
九
巻
第
三
号
、
一
一
五
頁
。

（
５
）
『
鏡
花
全
集

第
三
巻
』
一
四
四
│
一
四
五
頁
。

（
６
）
『
文
学
』
第
五
一
巻
第
六
号
、
一
二
〇
頁
。

（
７
）
『
鏡
花
全
集

第
三
巻
』
一
一
八
頁
。

（
８
）
同
右
、
一
二
一
頁
。

（
９
）
同
右
、
一
四
〇
頁
。

（
１０
）
同
右
、
一
四
五
頁
。

（
１１
）
同
右
、
一
二
四
頁
。

（
１２
）
同
右
、
一
一
九
頁
。

（
１３
）
同
右
、
一
一
八
頁
。

（
１４
）
同
右
、
一
二
六
│
一
二
七
頁
。

（
１５
）
同
右
、
一
二
七
頁
。

（
１６
）
同
右
、
一
三
三
頁
。

（
１７
）
同
右
。

（
１８
）
同
右
、
一
四
五
頁
。

（
１９
）
同
右
、
一
四
三
頁
。

（
２０
）
同
右
。

（
２１
）
同
右
。

（
２２
）
同
右
、
一
二
九
│
一
三
〇
頁
。

（
２３
）
同
右
、
一
二
九
頁
。

（
２４
）
同
右
、
一
三
一
頁
。

（
２５
）
同
右
、
一
二
五
頁
。

（
２６
）
同
右
。

（
２７
）
同
右
。

（
２８
）
同
右
、
一
四
二
頁
。

（
２９
）
同
右
、
一
四
一
頁
。

（
３０
）
同
右
、
一
四
九
頁
。

（
３１
）
同
右
、
一
一
七
頁
。

（
３２
）
同
右
、
一
二
六
頁
。
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（
３３
）
同
右
。

（
３４
）
同
右
、
一
三
四
頁
。

（
３５
）
同
右
、
一
三
七
頁
。

（
３６
）
同
右
、
一
四
九
頁
。
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Gaze on the Outside World in “Kecho” by Izumi Kyoka

Kaori Ito

Abstract

In this paper, I take up “Kecho” by Izumi Kyoka, which has been discussed mainly on the bonds be

tween mother and child, and try to give a new interpretation. The protagonist and his mother likened

people to animals because of grudges against people who oppressed them. However, seeing in detail

people likened animals and people admitted as human beings, the tendency to avoid and orient to the

outside world is shown. Moreover, it turns out that this work has a precise structure, and the intention to

the outside world had shifted according to the change of the weather.

Keywords : Izumi Kyoka, Kecho, child, outside world, child and mother
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