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002 ●第 1 部　モノとこころとワザ

は
じ
め
に
─
─
夏
目
漱
石
の
「
あ
り
の
ま
ま
」

　

夏
目
漱
石
（
一
八
六
七
〜
一
九
一
六
年
）
の
『
草
枕
』
の
中

に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

　

人
の
世
を
作
っ
た
も
の
は
神
で
も
な
け
れ
ば
鬼
で
も

な
い
。や
は
り
向
う
三
軒
両
隣
り
に
ち
ら
ち
ら
す
る
た
だ

の
人
で
あ
る
。た
だ
の
人
が
作
っ
た
人
の
世
が
住
み
に
く

い
か
ら
と
て
、
越
す
国
は
あ
る
ま
い
。
あ
れ
ば
人
で
な
し

の
国
へ
行
く
ば
か
り
だ
。人
で
な
し
の
国
は
人
の
世
よ
り

も
な
お
住
み
に
く
か
ろ
う
。

　

越
す
事
の
な
ら
ぬ
世
が
住
み
に
く
け
れ
ば
、住
み
に
く

い
所
を
ど
れ
ほ
ど
か
、
寛く

つ

容ろ
げ

て
、
束
の
間
の
命
を
、
束
の

間
で
も
住
み
よ
く
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。こ
こ
に
詩
人
と
い
う

天
職
が
出
来
て
、
こ
こ
に
画
家
と
い
う
使
命
が
降
る
。
あ

ら
ゆ
る
芸
術
の
士
は
人
の
世
を
長の

ど
か閑

に
し
、人
の
心
を
豊

か
に
す
る
が
故
に
尊
と
い
。

　

住
み
に
く
き
世
か
ら
、住
み
に
く
き
煩
い
を
引
き
抜
い

て
、あ
り
が
た
い
世
界
を
ま
の
あ
た
り
に
写
す
の
が
詩
で

あ
る
、
画
で
あ
る
。
あ
る
は
音
楽
と
彫
刻
で
あ
る
。
こ
ま

か
に
云
え
ば
写
さ
な
い
で
も
よ
い
。た
だ
ま
の
あ
た
り
に

見
れ
ば
、そ
こ
に
詩
も
生
き
、歌
も
湧
く
。

　

こ
こ
で
夏
目
漱
石
は「
詩
人
」の「
天
職
」と「
画
家
」の「
使

命
」に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。こ
れ
ら
の「
芸
術
の
士
」は「
人

の
世
を
長
閑
に
し
、
人
の
心
を
豊
か
に
す
る
」
の
だ
と
。
そ

し
て
、「
住
み
に
く
き
世
か
ら
、住
み
に
く
き
煩
い
を
引
き
抜

い
て
、あ
り
が
た
い
世
界
を
ま
の
あ
た
り
に
写
す
」の
が「
詩
」

で
あ
り
「
画
」
で
あ
り
「
音
楽
」
で
あ
り
「
彫
刻
」
で
あ
る
、

す
な
わ
ち
「
芸
術
」
一
般
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
詩
や

画
や
彫
刻
や
音
楽
が
「
人
の
世
を
長
閑
に
し
、
人
の
心
を
豊

か
に
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
『
草
枕
』
の
芸
術
観
や
芸

術
家
観
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
や
意
見
が
あ
る
だ

ろ
う
。漱
石
と
は
異
な
る
考
え
も
成
り
立
ち
う
る
と
思
う
。

　

だ
が
こ
こ
で
は
あ
え
て
、そ
の
よ
う
な
複
数
の
芸
術
論
や

芸
術
家
論
が
あ
り
得
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、漱
石
の

言
う
、「
世
界
」
を
「
た
だ
ま
の
あ
た
り
に
見
」
る
と
こ
ろ
に

詩
や
歌
が
生
ま
れ
る
と
い
う
考
え
方
を
一
つ
の
と
っ
か
か
り

と
し
た
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、わ
れ
わ
れ
は
通
常
、「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」

に
物
を
見
る
こ
と
は
し
な
い
し
、
で
き
な
い
。
何
ら
か
の
バ

イ
ア
ス
を
か
け
て
し
か
物
を
見
な
い
し
、
で
き
な
い
。
普
通

に
物
を
見
る
こ
と
は
、そ
う
し
た
バ
イ
ア
ス
な
い
し
制
約
に

無
自
覚
に
物
を
見
る
こ
と
で
あ
っ
て
、「
あ
り
の
ま
ま
」
に
見

る
こ
と
な
ど
で
は
け
っ
し
て
な
い
。

　

で
は
、ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、物
事
を「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」

に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
一

つ
は
、
絶
対
に
物
事
や
世
界
を
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
見
る
こ

と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
認
識
論
上
の
立
場
が
あ
る
。す
べ

て
は
相
対
的
な
感
覚
世
界
の
中
に
あ
っ
て
一
定
の
制
約
を

持
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、そ
れ
ら
を
離
れ
て
「
あ
り
の
ま
ま
」

に
物
事
を
感
知
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
自
体
が
あ
り
え
な
い

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
で
き
る
と
い
う
の
は
願
望
で
あ
り
、

幻
想
あ
る
い
は
妄
想
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
で
あ
る
。あ

ら
ゆ
る
相
対
論
者
や
感
覚
論
者
や
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
の

“D
ing	an	sich ”

（
物
自
体
）
は
認
識
で
き
な
い
と
い
う
不
可

第
一
章

「
こ
こ
ろ
の
練
り
方
」探
究
事
始
め

そ
の
一

鎌
田
東
二 

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

モ
ノ
と
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ	
第
１
部	
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知
論
の
立
場
も
そ
の
範
疇
に
入
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、あ
る
一
定
の
修
行
や
方
法
的
練
磨
の
後

に
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
立
場
を

取
る
の
が
仏
教
や
道
教
や
神
秘
主
義
な
ど
の
瞑
想
の
立
場
で

あ
る
。「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
の
接
近
を
も
く
ろ
ん
だ
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
も
、バ
イ
ア
ス
を
取
り
除
く
こ
と
が
一
定

程
度
可
能
だ
と
考
え
る
哲
学
的
立
場
で
あ
ろ
う
。詩
人
で
言

え
ば
、詩
人
と
は
あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
長
期
的
で
無
制
限
な
論

理
的
錯
乱
に
よ
っ
て「
見
者（voyant
）」と
な
る
こ
と
で
あ
り
、

ま
た
詩
人
は「
火
を
盗
む
者
」で
あ
る
と
説
い
た
ア
ル
チ
ュ
ー

ル
・
ラ
ン
ボ
ー
や
、「
こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、

み
ん
な
林
や
野
は
ら
や
鉄
道
線
路
や
ら
で
、虹
や
月
あ
か
り

か
ら
も
ら
っ
て
き
た
の
で
す
」
と
述
べ
た
『
注
文
の
多
い
料

理
店
』
の
宮
沢
賢
治
も
こ
の
範
疇
に
入
る
だ
ろ
う1

。
先
に
指

摘
し
た
仏
教
や
道
教
や
神
秘
主
義
ば
か
り
で
は
な
く
、さ
ま

ざ
ま
な
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
こ
の
範
疇
に
含
め
て
よ
い
だ
ろ

う
。

　

さ
て
、夏
目
漱
石
は
晩
年
「
則
天
去
私
」
を
主
張
し
た
が
、

『
草
枕
』
で
の
「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」
に
見
る
と
い
う
立
場
は

「
則
天
去
私
」
に
通
じ
る
立
場
で
あ
り
、こ
う
し
た
広
い
意
味

で
の
瞑
想
的
か
つ
現
象
学
的
な
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

な
ぜ
、
漱
石
が
そ
の
よ
う
な
「
あ
り
の
ま
ま
」
に
見
る
認

識
論
的
な
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
言
え

ば
、彼
が
二
〇
代
後
半
に
精
神
的
な
苦
悩
に
直
面
し
て
鎌
倉

の
円
覚
寺
で
参
禅
を
し
た
体
験
を
持
っ
て
い
る
こ
と
と2

、そ

の
当
時
の
知
識
人
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
ア
メ
リ
カ
の
心

理
学
者
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
『
宗
教
的
経
験
の
諸

相
』
な
ど
の
神
秘
主
義
や
心
霊
研
究
の
文
献
を
読
み
共
感
し

て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

夏
目
漱
石
は
『
行
人
』
の
後
半
部
分
で
、次
の
よ
う
な
、兄

弟
の
宗
教
問
答
を
記
し
て
い
る
。

　

兄
さ
ん
の
絶
対
と
い
う
の
は
、哲
学
者
の
頭
か
ら
割
り

出
さ
れ
た
空
し
い
紙
の
上
の
数
字
で
は
な
か
っ
た
の
で

す
。自
分
で
そ
の
境
地
に
入
っ
て
親
し
く
経
験
す
る
事
の

で
き
る
判
切
し
た
心
理
的
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。

　

兄
さ
ん
は
純
粋
に
心
の
落
ち
つ
き
を
得
た
人
は
、求
め

な
い
で
も
自
然
に
こ
の
境
地
に
入
れ
る
べ
き
だ
と
云
い

ま
す
。
一
度
こ
の
境
界
に
入
れ
ば
天
地
も
万
有
も
、
す
べ

て
の
対
象
と
い
う
も
の
が
こ
と
ご
と
く
な
く
な
っ
て
、た

だ
自
分
だ
け
が
存
在
す
る
の
だ
と
云
い
ま
す
。そ
う
し
て

そ
の
時
の
自
分
は
有
る
と
も
無
い
と
も
片
の
つ
か
な
い

も
の
だ
と
云
い
ま
す
。偉
大
な
よ
う
な
ま
た
微
細
な
よ
う

な
も
の
だ
と
云
い
ま
す
。何
と
も
名
の
つ
け
よ
う
の
な
い

も
の
だ
と
云
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
絶
対
だ
と
云
い
ま
す
。

そ
う
し
て
そ
の
絶
対
を
経
験
し
て
い
る
人
が
、俄
然
と
し

て
半
鐘
の
音
を
聞
く
と
す
る
と
、そ
の
半
鐘
の
音
は
す
な

わ
ち
自
分
だ
と
い
う
の
で
す
。言
葉
を
換
え
て
同
じ
意
味

を
表
わ
す
と
、
絶
対
即
相
対
に
な
る
の
だ
と
い
う
の
で

す
、
し
た
が
っ
て
自
分
以
外
に
物
を
置
き
他
を
作
っ
て
、

苦
し
む
必
要
が
な
く
な
る
し
、ま
た
苦
し
め
ら
れ
る
掛け

念ね
ん

も
起
ら
な
い
の
だ
と
云
う
の
で
す
。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
禅
の
悟
り
の
境
地
と
も
言

え
る
意
識
状
態
で
あ
り
、
鈴
木
大
拙
の
言
う
「
無
分
別
・
無

差
別
・
主
客
未
分
」
の
意
識
状
態
と
言
え
る
が
、
大
拙
は
そ

れ
を
「
日
本
的
霊
性
」
の
開
顕
と
捉
え
た
。
夏
目
漱
石
は
生

涯
こ
の
よ
う
な
「
絶
対
」
や
「
あ
り
の
ま
ま
」
を
求
め
、そ
れ

を
理
想
と
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
体
験
・
体
現
し
た

と
は
思
え
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
、
そ
れ
を
激
し
く
希
求
し

な
が
ら
そ
こ
へ
と
到
達
で
き
な
い
苦
し
み
が
『
行
人
』
な
ど

の
長
々
と
し
た
宗
教
問
答
に
現
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
か
も

し
れ
な
い3

。
と
は
い
う
も
の
の
、
若
い
頃
か
ら
の
参
禅
体
験

か
ら
、『
草
枕
』（
一
九
〇
六
年
）
の
「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」
や
、

『
行
人
』（
一
九
一
三
年
）の「
絶
対
」や
、最
晩
年「
則
天
去
私
」

に
至
る
ま
で
、漱
石
に
お
け
る
そ
の
希
求
な
い
し
探
究
は
一

貫
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、小
論
に
お
い
て
は
、夏
目
漱
石
が
求
め
た
よ
う
な
、

「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
の
心
を
豊

か
に
す
る
」
ワ
ザ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
ど
の
よ
う
な
経

緯
と
か
た
ち
を
も
っ
て
、わ
が
国
に
導
入
さ
れ
、定
尺
（
定
着
）

し
て
い
っ
た
の
か
、古
代
と
中
世
の
思
想
と
ワ
ザ
を
事
例
と

し
て
考
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。一

言
で
言
え
ば
、日
本
式
の「
こ
こ
ろ
の
練
り
方
」の
探
究
の
一
、

二
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　

古
代
に
お
い
て
、「
人
の
心
を
豊
か
に
す
る
ワ
ザ
」
の
筆
頭

が
祭
り
と
歌
で
あ
っ
た
。
祭
り
の
起
源
神
話
は
『
古
事
記
』

の
天
岩
戸
神
話
で
あ
る
が
、天
照
大
神
が
天
岩
戸
に
隠
れ
た

た
め
に
世
界
が
暗
黒
に
包
ま
れ
る
中
、神
々
は
神
事
＝
祭
り

を
執
行
す
る
の
だ
が
、そ
の
祭
り
の
中
で
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
ノ

ミ
コ
ト
は
「
神
懸
り
」
と
な
っ
て
胸
乳
と
女ホ

陰ト

を
露
わ
に
し
、

神
々
の
笑
い
を
誘
う
。ち
な
み
に
、大
変
興
味
深
い
こ
と
に
、

『
古
事
記
』
で
は
こ
の
「
咲
」
と
い
う
漢
字
を
「
わ
ら
ふ
」
と

訓
ま
せ
て
い
る
。

　
「
笑
う
門
に
は
福
来
る
」
と
い
う
諺
が
成
立
し
て
く
る
よ

う
に
、
間
違
い
な
く
、
こ
の
笑
い
に
よ
っ
て
神
々
の
心
は
豊

か
に
な
り
、天
照
大
神
も
そ
の
笑
い
声
に
魅
か
れ
て
天
岩
戸

歌
に
お
け
る
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ

1
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か
ら
外
を
覗
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
天
が
晴

れ
（
天
晴
れ
＝
あ
は
れ
）、そ
の
光
で
面
が
白
く
な
り
（
面
白
＝

お
も
し
ろ
）、
自
然
に
手
が
伸
び
て
（
手
伸
＝
た
の
し
＝
楽
し
）

と
な
る
の
だ
か
ら
（『
古
語
拾
遺
』）、確
か
に
、祭
り
は
「
心
を

豊
か
に
す
る
」
共
有
財
・
公
共
価
値
（
コ
モ
ン
ズ
）
だ
っ
た
と

言
え
よ
う
。そ
し
て
そ
れ
は
共
同
体
的
な
共
働
性
を
持
っ
た

霊
性
の
コ
モ
ン
ズ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
祭
り
の
よ
う
な
共
同
的
な
「
心
を
豊
か
に
す

る
」
方
法
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、
個
別
的
で
私
的
で
あ

り
な
が
ら
「
心
を
豊
か
に
す
る
」
方
法
が
「
詩
」、
す
な
わ
ち

和
歌
の
発
生
＝
発
声
で
あ
っ
た
。
興
味
深
い
の
は
、
日
本
で

最
初
に
和
歌
を
詠
ん
だ
の
が
、乱
暴
狼
藉
の
限
り
を
尽
く
し

て
天
照
大
神
を
怒
ら
せ
、
悲
し
ま
せ
て
、
天
岩
戸
に
隠
れ
さ

せ
た
張
本
人
が
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
祭
り
の
起
源
も
和
歌
の
起
源
も

い
ず
れ
も
ス
サ
ノ
ヲ
が
関
与
し
、原
因
を
な
し
て
い
る
の
だ
。

　

ス
サ
ノ
ヲ
は
一
方
で
世
界
を
暗
黒
と
混
沌
に
投
げ
入
れ
た

張
本
人
で
あ
り
、そ
の
限
り
で
は
悪
神
で
あ
る
が
、同
時
に
、

こ
の
世
界
に
破
壊
的
な
暴
力
性
を
持
っ
て
襲
い
か
か
っ
て
く

る
八や

ま
た
の
を
ろ
ち

俣
大
蛇
を
退
治
し
て
、犠
牲
と
な
り
か
け
て
い
た
若
き

女
性
の
櫛
名
田
比
売
を
救
い
、結
婚
を
す
る
地
を
求
め
て
須

賀
の
地
に
至
っ
て
清
々
し
い
心
に
な
り
、「
吾
此
地
に
来
て
、

我
が
御
心
す
が
す
が
し
」
と
言
葉
を
発
し
、
そ
し
て
、
わ
が

国
最
初
の
次
の
歌
（
短
歌
）
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　

八
雲
立
つ　

出
雲
八
重
垣　

妻
籠
み
に　

八
重
垣
作
る

　

そ
の
八
重
垣
を

　

興
味
深
い
の
は
、こ
の
歌
が
意
味
よ
り
も
音
韻
を
重
要
視

し
て
い
る
か
に
見
え
る
点
で
あ
る
。
歌
の
意
味
は
、
端
的
に

言
え
ば
、出
雲
の
地
に
妻
を
籠
ら
せ
る
大
き
な
家
を
作
る
と

い
う
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。だ
が
こ
の
わ
ず
か
三
十
一
文
字

の
中
に
「
ヤ
」
と
い
う
音
が
四
つ
の
句
の
中
で
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。「
ヤ
ク
モ
…
、
ヤ
エ
ガ
キ
…
、
ヤ
エ
ガ
キ
…
、
ヤ
エ

ガ
キ
…
」
と
。

　

こ
の
「
ヤ
」
音
の
繰
り
返
し
の
多
用
が
極
め
て
重
要
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
す
が
す
が
し
」
さ
や
喜
び
の
躍
動
的
表
現
と

も
な
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
を
歌
い
、
朗
誦
す

る
時
、人
は
確
実
に
あ
る
律
動
の
快
楽
の
中
に
投
げ
込
ま
れ

る
。
そ
れ
は
身
心
を
調
律
し
、
ほ
ぐ
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
、

マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
。
と
同
時
に
、
別
の
感
覚
回
路
を
開
き
始

め
る
。
そ
れ
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
ア
や
掛
詞
や
縁
語
や
メ
タ

フ
ァ
ー
や
メ
ト
ニ
ミ
ー
な
ど
、言
語
遊
戯
的
な
詩
的
言
語
の

活
性
と
そ
れ
に
伴
う
意
識
活
性
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
我
が
心

す
が
す
が
し
」
の
表
現
と
な
る
身
心
状
態
な
の
だ
。

　

こ
こ
で
再
度
、
夏
目
漱
石
に
登
場
し
て
も
ら
お
う
。
漱
石

は
『
草
枕
』
の
中
で
、
西
洋
の
詩
と
東
洋
の
詩
の
違
い
を
次

の
よ
う
に
比
較
し
て
い
る
。

　

苦
し
ん
だ
り
、
怒
っ
た
り
、
騒
い
だ
り
、
泣
い
た
り
は

人
の
世
に
つ
き
も
の
だ
。余
も
三
十
年
の
間
そ
れ
を
仕
通

し
て
、
飽あ

き

々あ
き

し
た
。
飽
き
飽
き
し
た
上
に
芝
居
や
小
説
で

同
じ
刺
激
を
繰
り
返
し
て
は
大
変
だ
。余
が
欲
す
る
詩
は

そ
ん
な
世
間
的
の
人
情
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
俗
念
を
放
棄
し
て
、
し
ば
ら
く
で
も
塵
界
を
離
れ

た
心
持
ち
に
な
れ
る
詩
で
あ
る
。い
く
ら
傑
作
で
も
人
情

を
離
れ
た
芝
居
は
な
い
、理
非
を
絶
し
た
小
説
は
少
か
ろ

う
。ど
こ
ま
で
も
世
間
を
出
る
事
が
出
来
ぬ
の
が
彼
ら
の

特
色
で
あ
る
。
こ
と
に
西
洋
の
詩
に
な
る
と
、
人
事
が
根

本
に
な
る
か
ら
い
わ
ゆ
る
詩
歌
の
純
粋
な
る
も
の
も
こ

の
境
を
解
脱
す
る
事
を
知
ら
ぬ
。ど
こ
ま
で
も
同
情
だ
と

か
、愛
だ
と
か
、正
義
だ
と
か
、自
由
だ
と
か
、浮
世
の
勧

工
場
に
あ
る
も
の
だ
け
で
用
を
弁
じ
て
い
る
。い
く
ら
詩

的
に
な
っ
て
も
地
面
の
上
を
馳
け
て
あ
る
い
て
、銭
の
勘

定
を
忘
れ
る
ひ
ま
が
な
い
。シ
ェ
レ
ー
が
雲
雀
を
聞
い
て

嘆
息
し
た
の
も
無
理
は
な
い
。

　

う
れ
し
い
事
に
東
洋
の
詩
歌
は
そ
こ
を
解
脱
し
た
の

が
あ
る
。

　

こ
こ
で
漱
石
は
、世
間
的
な
詩
（
俗
念
的
詩
）
と
出
世
見
的

な
詩
（
解
脱
的
詩
）
を
対
置
す
る
。同
上
と
か
愛
と
か
正
義
と

か
自
由
と
か
の
世
間
の
人
間
的
苦
悩
を
吐
露
し
た
よ
う
な
詩

篇
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
雲
雀
や
ホ
ト
ト
ギ
ス
や
鶯
の
鳴
き

声
が
も
た
ら
す
出
世
見
的
な
解
放
。そ
の
よ
う
な
一
種
の
非

人
間
性
（
非
人
間
原
理
）
こ
そ
が
漱
石
の
求
め
る
詩
で
あ
り
、

そ
れ
が
「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」
に
通
じ
る
“
観
”で
あ
っ
た
。

　

漱
石
は
続
け
て
言
う
。

　

採き
く
を
と
る菊

東と
う
り
の
も
と

籬
下
、
悠

ゆ
う
ぜ
ん
と
し
て

然
見な

ん
ざ
ん
を
み
る

南
山
。
た
だ
そ
れ
ぎ
り
の

裏う
ち

に
暑
苦
し
い
世
の
中
を
ま
る
で
忘
れ
た
光
景
が
出
て

く
る
。垣
の
向
う
に
隣
り
の
娘
が
覗
い
て
る
訳
で
も
な
け

れ
ば
、
南
山
に
親
友
が
奉
職
し
て
い
る
次
第
で
も
な
い
。

超
然
と
出
世
間
的
に
利
害
損
得
の
汗
を
流
し
去
っ
た
心

持
ち
に
な
れ
る
。
独ひ

と
り

坐ゆ
う
こ
う
の
う
ち
に
ざ
し

幽
篁
裏
、
弾

き
ん
を
だ
ん
じ
て

琴
復ま

た
ち
ょ
う
し
ょ
う
す

長
嘯
、

深し
ん
り
ん林

人ひ
と
し
ら
ず

不
知
、
明め

い
げ
つ
き
た
り
て

月
来
相あ

い
て
ら
す照

。た
だ
二
十
字
の
う
ち
に

優
に
別べ

つ
け
ん
こ
ん

乾
坤
を
建
立
し
て
い
る
。
こ
の
乾
坤
の
功
徳
は

『
不
如
帰
』
や
『
金
色
夜
叉
』
の
功
徳
で
は
な
い
。
汽
船
、

汽
車
、
権
利
、
義
務
、
道
徳
、
礼
義
で
疲
れ
果
て
た
後
に
、

す
べ
て
を
忘
却
し
て
ぐ
っ
す
り
寝
込
む
よ
う
な
功
徳
で

あ
る
。
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二
十
世
紀
に
睡
眠
が
必
要
な
ら
ば
、二
十
世
紀
に
こ
の

出
世
間
的
の
詩
味
は
大
切
で
あ
る
。惜
し
い
事
に
今
の
詩

を
作
る
人
も
、
詩
を
読
む
人
も
み
ん
な
、
西
洋
人
に
か
ぶ

れ
て
い
る
か
ら
、わ
ざ
わ
ざ
呑の

ん

気き

な
扁へ

ん

舟し
ゅ
うを

泛う
か

べ
て
こ
の

桃
源
に
溯
る
も
の
は
な
い
よ
う
だ
。余
は
固も

と

よ
り
詩
人
を

職
業
に
し
て
お
ら
ん
か
ら
、王
維
や
淵
明
の
境
界
を
今
の

世
に
布
教
し
て
広
げ
よ
う
と
云
う
心
掛
も
何
も
な
い
。た

だ
自
分
に
は
こ
う
云
う
感
興
が
演
芸
会
よ
り
も
舞
踏
会

よ
り
も
薬
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。フ
ァ
ウ
ス
ト
よ
り

も
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
よ
り
も
あ
り
が
た
く
考
え
ら
れ
る
。
こ

う
や
っ
て
、た
だ
一
人
絵
の
具
箱
と
三
脚
几
を
担
い
で
春

の
山
路
を
の
そ
の
そ
あ
る
く
の
も
全
く
こ
れ
が
た
め
で

あ
る
。
淵
明
、
王
維
の
詩
境
を
直
接
に
自
然
か
ら
吸
収
し

て
、す
こ
し
の
間
で
も
非
人
情
の
天
地
に
逍
遥
し
た
い
か

ら
の
願
。一
つ
の
酔
興
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
漱
石
は
面
白
い
。そ
し
て
、示
唆
に
富
む
。「
汽

船
、汽
車
、権
利
、義
務
、道
徳
、礼
義
で
疲
れ
果
て
た
後
に
、

す
べ
て
を
忘
却
し
て
ぐ
っ
す
り
寝
込
む
よ
う
な
功
徳
」
と
い

う
言
い
方
は
、い
か
に
も
シ
ニ
カ
ル
だ
が
、「
詩
似
カ
ル
」
を

求
め
た
漱
石
の
こ
こ
ろ
を
映
し
出
す
よ
う
な
名
言
で
あ
る
。

そ
し
て
さ
ら
に
、と
ど
め
の
一
発
の
よ
う
な
、「
非
人
情
の
天

地
に
逍
遥
し
た
い
か
ら
の
願
。一
つ
の
酔
興
」
と
い
う
喝
言
。

出
世
間
を
求
め
る
詩
魂
は
、「
酔
興
」
な
遊
戯
性
に
満
ち
て
い

る
。世
間
的
な
物
差
し
か
ら
も
人
間
的
な
価
値
観
や
座
標
軸

か
ら
自
由
か
つ
解
脱
し
た
「
非
人
情
」
を
生
き
て
い
る
。
こ

の
「
非
人
情
」
と
い
う
の
が
曲
者
で
、
そ
れ
は
人
間
原
理
を

離
れ
た
自
然
・
天
然
の
「
悠
然
」「
超
然
」
が
ぬ
っ
と
あ
ら
わ

れ
る
場
処
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、「
八
雲
立
つ
」
の
歌
に
戻
る
。こ

の
歌
は
、確
か
に
文
脈
的
に
み
れ
ば
、神
々
の
祝
婚
歌
を
歌
っ

て
い
る
。ス
サ
ノ
ヲ
と
櫛
名
田
比
売
の
結
婚
の
喜
び
を
歌
っ

て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
た
だ
「
す
が
す

が
し
」
の
発
露
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
八
雲
、
出
雲
、
八
重
垣
、

八
重
垣
、八
重
垣
（
ヤ
ク
モ
、イ
ズ
モ
、ヤ
エ
ガ
キ
、ヤ
エ
ガ
キ
、

ヤ
エ
ガ
キ
）」
と
い
う
類
音
・
類
字
の
連
鎖
で
表
現
さ
れ
て
い

る
心
情
で
あ
り
、状
態
で
あ
る
。

　

実
は
、『
古
事
記
』
と
い
う
物
語
の
文
脈
に
照
ら
し
て
み
れ

ば
、ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
ほ
ど
こ
こ
ろ
に
わ
だ
か
ま
り
を
抱

え
た
神
は
い
な
い
。子
供
の
頃
に
は
母
が
恋
し
く
て
泣
き
叫

ん
で
ば
か
り
。髭
が
胸
先
に
垂
れ
る
ほ
ど
大
き
く
な
っ
て
も

な
お
泣
き
叫
ん
で
い
て
、そ
の
泣
き
声
で
青
々
と
し
た
山
々

を
枯
山
に
し
、満
々
と
水
を
湛
え
た
海
を
乾
上
が
ら
せ
て
し

ま
う
ほ
ど
。手
の
付
け
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
す
さ
ぶ
り
方
だ
っ

た
。

　

父
の
イ
ザ
ナ
ギ
に
追
放
さ
れ
て
、姉
の
天
照
大
神
の
統
治

す
る
高
天
原
に
赴
く
と
、姉
の
天
照
大
神
は
自
分
の
国
を
奪

い
に
来
た
と
武
装
し
て
警
戒
し
て
い
る
。ア
マ
テ
ラ
ス
は
詰

問
す
る
。「
お
前
は
『
善
い
心
』
を
持
っ
て
こ
こ
に
来
た
の
で

は
な
い
な
」（
我
が
汝
弟
の
命
の
上
り
来
る
由
は
、
必
ず
善
き
心

な
ら
じ
。我
が
国
を
奪
は
む
と
欲
ふ
に
こ
そ
あ
れ
）
と
。そ
れ
に

対
し
て
、ス
サ
ノ
ヲ
は
猛
然
と
反
論
す
る
。「
僕
は
ち
っ
と
も

よ
こ
し
ま
な
心
を
持
っ
て
は
い
な
い
」（
僕
は
邪
き
心
無
し
。

異
心
無
し
）
と
。す
る
と
、ア
マ
テ
ラ
ス
は
、「
で
は
、お
前
の

心
が
清
く
明
る
く
よ
こ
し
ま
で
な
い
こ
と
を
ど
う
や
っ
て
証

明
す
る
の
か
？
」（
然
ら
ば
汝
の
心
の
清
く
明
き
は
何
し
て
知
ら

む
）
と
。そ
こ
で
、二
人
は
「
誓う

け

ひ
」
を
行
い
、そ
の
結
果
、五

柱
の
男
神
と
三
柱
の
女
神
が
成
り
出
る
の
だ
が
、そ
れ
は「
自

分
の
心
が
清
明
で
あ
る
証
拠
だ
」（
我
が
心
清
く
明
し
）、「
だ

か
ら
自
分
が
勝
っ
た
」（
自
ら
我
勝
ち
ぬ
）
と
主
張
し
て
乱
暴

狼
藉
を
は
た
ら
き
、そ
の
乱
暴
の
さ
ま
を
怒
り
悲
し
み
憤
っ

て
ア
マ
テ
ラ
ス
は
天
岩
戸
に
身
を
隠
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

　

さ
て
問
題
は
、し
た
が
っ
て
、「
心こ

こ
ろ

」で
あ
る
。「
邪
心
・
異
心
」

で
は
な
く
「
清
明
心
」
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
。
こ

こ
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、「
清
明
心
」と
は
何
で
あ
り
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は「
誓
ひ
」で
は
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。そ
れ
が
ま
こ
と
に
「
清
明
心
」
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
の
後

の
乱
暴
狼
藉
や
ア
マ
テ
ラ
ス
の
岩
戸
隠
れ
に
よ
る
高
天
原
の

暗
黒
化
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
。

　

真
に
「
清
明
心
」
が
証
明
さ
れ
た
の
は
、
八
俣
大
蛇
を
退

治
し
、
櫛
名
田
比
売
と
結
婚
す
る
た
め
の
土
地
を
探
し
、
須

賀
の
地
に
至
っ
た
時
で
あ
っ
た
。そ
こ
で
初
め
て
ス
サ
ノ
ヲ

は
「
我
が
御
心
す
が
す
が
し
」
と
い
う
状
態
に
変
容
し
た
の

で
あ
る
。
怪
物
退
治
と
結
婚
と
い
う
、
文
化
英
雄
の
一
種
の

イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
ト
ー
リ
ー
が
語
ら
れ
る
の
だ
が
、

こ
れ
が
世
界
中
の
英
雄
伝
説
と
異
な
る
の
は
、そ
こ
で
わ
が

国
独
自
の
「
八
雲
立
つ
」
の
短
歌
が
発
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。そ
し
て
そ
れ
は
、先
に
繰
り
返
し
指
摘
し
た
よ
う
に
、

意
味
性
よ
り
も
詩
の
音
韻
性
の
方
に
重
き
が
置
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
が
実
は
「
す
が
す
が
し
」
の
内
実
の
リ
ア
ル
な
表

現
に
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。そ
の
こ
と
に
注
目
し
た

い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
に
よ
っ
て
初
め
て
発
せ
ら
れ
る

和
歌
と
い
う
歌
の
形
式
が
、
そ
の
後
、
出
雲
系
の
大
国
主
神

と
そ
の
妻
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
ま
た
さ
ら
に
、
そ
の
他
の
さ

ま
ざ
ま
な
神
々
や
天
皇
や
人
々
に
よ
っ
て
歌
い
継
が
れ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。『
古
事
記
』
と
は
、こ
の
よ
う
な
、“
歌
の

国
”
の
神
話
・
物
語
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

第一章　「こころの練り方」探究事始め　その一



006 ●第 1 部　モノとこころとワザ

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
「
歌
の
国
」
に
仏
教
が
導
入
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
仏
教
に
よ
っ
て
「
歌
の
国
」
は
ど
の
よ
う
な

変
容
を
遂
げ
た
の
か
？　

結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、「
歌

の
国
」
に
お
い
て
、
仏
教
は
も
う
一
つ
の
「
歌
＝
真し

ん

言ご
ん

陀だ

羅ら

尼に

」
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
空
海
の
真
言
宗
も
、

法
然
や
親
鸞
や
一
遍
の
「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
称
名
念
仏
や

踊
念
仏
も
、親
鸞
の
「
和
讃
」
も
、日
蓮
の
「
波
（
南
無
）
妙
法

蓮
華
経
」
の
題
目
も
、
道
元
の
歌
「
春
は
花
夏
ほ
と
と
ぎ
す

秋
は
月
冬
雪
さ
え
て
す
ず
し
か
り
け
り
」
も
、
み
な
歌
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
“
日
本
仏
教
”
と
し
て
の
“
た
ま

し
い
”
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
歌
の
真
言
陀
羅
尼
化
、歌
の
瞑
想
化
も
し
く

は
瞑
想
の
歌
化
を
検
討
す
る
前
に
、『
日
本
書
紀
』
の
推
古
天

皇
十
二
年
（
六
〇
四
年
）
の
段
に
記
さ
れ
た
聖
徳
太
子
作
と

さ
れ
る
憲
法
十
七
条
の
中
に
込
め
ら
れ
た
仏
教
観
に
つ
い
て

見
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、憲
法
十
七
条
の
条
文
の
主
要
部
分
を
以
下
に
掲
げ

る
。

　

夏
四
月
の
丙
寅
の
朔
戊
辰
の
日
に
、
皇
太
子
、
親
ら
肇

め
て
憲
法
十
七
條
を
作
り
た
ま
ふ
。

一
に
曰
く
、
和
を
以
ち
て
貴
し
と
し
、
忤
ふ
る
こ
と
無
き

を
宗
と
せ
よ
。
人
皆
党
有
り
、
亦
達
る
者
少
し
。
是
を
以

ち
て
、或
い
は
君
父
に
順
は
ず
、あ
る
い
は
隣
里
に
違
ふ
。

然
れ
ど
も
、
上
和
ぎ
下
睦
び
て
、
事
を
論
ふ
こ
と
に
諧
ふ

と
き
は
、
事
理
自
づ
か
ら
に
通
ふ
。
何
事
か
成
ら
ざ
な
む

と
。 止

観
に
お
け
る
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ

2

二
に
曰
く
、
篤
く
三
宝
を
敬
へ
。
三
宝
と
は
仏
・
法
・
僧

な
り
。則
ち
四
生
の
終
帰
、万
国
の
極
宗
な
り
。何
の
世
、

何
の
人
か
、
是
の
法
を
貴
び
ず
あ
ら
む
。
人
、
尤
だ
悪
し

き
も
の
鮮
し
、
能
く
教
ふ
る
を
も
ち
て
従
ふ
。
其
れ
三
宝

に
帰
り
ま
つ
ら
ず
は
、何
を
以
ち
て
か
枉
れ
る
を
直
さ
む

と
。

三
に
曰
く
、
詔
を
承
り
て
は
必
ず
謹
め
。
君
は
天
な
り
、

臣
は
地
な
り
。
天
は
覆
ひ
地
は
載
す
。
四
時
順
行
し
て
、

万
気
通
ふ
こ
と
得
。
地
、
天
を
覆
は
む
と
す
る
と
き
は
、

壊
る
る
こ
と
を
致
さ
ん
。
是
を
以
ち
て
、
君
言
ふ
と
き
は

臣
承
る
、
上
行
ふ
と
き
は
下
靡
く
。
故
、
詔
を
承
り
て
は

必
ず
慎
め
。慎
ま
ず
は
自
づ
か
ら
に
敗
れ
な
む
と
。

四
に
曰
く
、
群
臣
百
寮
、
礼
を
以
ち
て
本
と
せ
よ
。
其
れ

民
を
治
む
る
の
本
は
、要
ず
礼
に
在
り
。上
礼
な
け
れ
ば
、

下
斉
ら
ず
。
下
礼
無
け
れ
ば
、
必
ず
罪
有
り
。
是
を
以
ち

て
群
臣
礼
有
れ
ば
、
位
の
次
乱
れ
ず
、
百
姓
礼
有
れ
ば
、

国
家
自
づ
か
ら
に
治
る
と
。

五
に
曰
く
、
饗
を
絶
ち
欲
を
棄
て
て
、
明
に
訴
訟
を
弁
め

よ
。
其
れ
百
姓
の
訟
、
一
日
に
千
事
あ
り
。
一
日
す
ら
尚

爾
り
、
況
や
歳
を
累
ね
て
を
や
。
頃
訟
を
治
む
る
者
、
利

を
得
て
は
常
と
し
、
賄
を
見
て
は
讞
す
を
聴
く
。
便
ち
財

有
る
ひ
と
の
訟
は
、
石
を
も
ち
て
水
に
投
ぐ
る
が
如
く
、

乏
し
き
者
の
訴
は
、
水
を
も
ち
て
石
に
投
ぐ
れ
に
似
れ

り
。
是
を
以
ち
て
、
貧
民
は
所
由
を
知
ら
ず
、
臣
道
亦
焉

に
欠
く
と
。

六
に
曰
く
、懲
悪
勧
善
は
、古
の
良
典
な
り
。（
略
）

七
に
曰
く
、人
各
任
有
り
。（
略
）

八
に
曰
く
、群
卿
百
寮
、早
く
朝
り
て
晏
く
退
で
よ
。（
略
）

九
に
曰
く
、信
は
是
義
の
本
な
り
。（
略
）

十
に
曰
く
、
忿
を
絶
ち
瞋
を
棄
て
て
、
人
の
違
ふ
こ
と
を

怒
ら
ざ
れ
。
人
皆
心
有
り
。
心
各
執
有
り
。
彼
是
な
れ
ば

我
は
非
な
り
。
我
是
な
れ
ば
彼
は
非
な
り
。
我
必
ず
聖
に

非
ず
、彼
必
ず
愚
に
非
ず
。共
に
是
れ
凡
夫
な
ら
く
の
み
。

是
非
の
理
、
た
れ
か
能
く
定
む
べ
け
む
。
相
共
に
賢
愚
な

る
こ
と
、
か
ん
の
端
な
し
が
如
し
。
是
を
以
ち
て
、
彼
人

瞋
る
と
雖
も
、
還
り
て
我
が
失
を
恐
れ
よ
。
我
独
り
得
た

り
と
雖
も
、衆
に
従
ひ
て
同
じ
く
挙
へ
と
。

十
一
に
曰
く
、功
過
を
明
察
し
て
、賞
罰
は
必
ず
当
て
よ
。

（
略
）

十
二
に
曰
く
、
国
司
・
国
造
、
百
姓
に
斂
る
こ
と
勿
れ
。

国
に
二
君
非
く
、
民
に
両
主
無
し
、
率
土
の
兆
民
は
、
王

を
以
て
主
と
為
す
。
所
任
る
官
司
は
、
皆
是
王
臣
な
り
。

何
に
ぞ
敢
へ
て
公
と
、百
姓
に
賦
斂
ら
む
と
。

十
三
に
曰
く
、
諸
の
官
に
任
る
者
は
、
同
じ
く
職
掌
を
知

れ
。（
略
）

十
四
に
曰
く
、
群
臣
百
寮
、
嫉
妬
有
る
こ
と
無
れ
。
我
既

に
人
を
嫉
め
ば
、
人
も
亦
我
を
嫉
む
。
嫉
妬
の
患
、
其
の

極
を
知
ら
ず
。
所
以
に
、
智
己
に
勝
れ
ば
悦
び
ず
、
才
己

に
優
れ
ば
嫉
妬
す
。
是
を
以
ち
て
、
五
百
の
乃
今
し
賢
に

遇
ふ
も
、
千
載
に
し
て
一
聖
を
待
つ
こ
と
難
け
む
。
其
れ

賢
聖
を
得
ず
は
、何
を
以
ち
て
か
国
を
治
め
む
と
。

十
五
に
曰
く
、
私
を
背
き
て
公
に
向
く
は
、
是
臣
の
道
な

り
。
凡
そ
夫
れ
、
人
、
私
有
れ
ば
、
必
ず
恨
有
り
、
憾
有
れ

ば
、
必
ず
同
ら
ず
。
同
ら
ざ
れ
ば
、
私
を
以
ち
て
公
を
妨

ぐ
。憾
起
れ
ば
、制
に
違
ひ
法
を
害
る
。故
、初
章
に
云
へ

ら
く
、
上
下
和
諧
せ
よ
と
い
へ
る
は
、
其
れ
亦
是
の
情
な

ら
む
か
と
。

十
六
に
曰
く
、
民
を
使
ふ
に
時
を
以
ち
て
す
る
は
、
古
の

良
典
な
り
。（
略
）

十
七
に
曰
く
、
夫
れ
事
は
独
断
す
べ
か
ら
ず
。
必
ず
衆
と
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論
ふ
べ
し
。
少
事
は
是
軽
し
。
必
ず
し
も
衆
と
す
べ
か
ら

ず
。
唯
し
大
事
を
論
ふ
に
逮
び
て
は
、
若
し
は
失
有
ら
む

こ
と
を
疑
ふ
。
故
、
衆
と
相
弁
ふ
る
と
き
は
、
辞
即
ち
理

を
得
む
と4

。

　

注
目
し
た
い
の
は
、憲
法
十
七
条
の
最
重
要
課
題
は
、「
私

心
」
な
き
公
共
心
の
確
立
と
、
社
会
秩
序
の
形
成
を
目
的
と

し
た
「
和
」
の
確
立
お
よ
び
「
嫉
妬
・
恨
み
」
の
乗
り
越
え
に

あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。「
和
」の
概
念
は
、『
礼
記
』の「
礼

ハ
之
レ
和
ヲ
以
テ
貴
シ
ト
為
ス
」
と
か
、『
論
語
』
の
「
礼
ノ

和
ヲ
用
テ
貴
シ
ト
為
ス
」
に
基
づ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、

そ
れ
を
「
和
」
と
い
う
漢
語
で
考
え
た
か
、「
和
ら
ぎ
」
と
い

う
和
語
（
訓
）
で
考
え
た
か
と
い
う
点
を
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
第
一
条
の
後
半
部
分
に
、「
上
和
ぎ
下
睦
び
て
、
事

を
論
ふ
こ
と
に
諧
ふ
と
き
は
、
事
理
自
づ
か
ら
に
通
ふ
。
何

事
か
成
ら
ざ
な
む
と
。」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、そ
れ
が
漢
語

の
「
和
」
と
い
う
よ
り
も
、和
語
の
「
和
ら
ぎ
」
と
し
て
捉
え

ら
れ
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の「
和
＝
や
わ
ら
ぎ
」は
、社
会
的
に
は
儒
教
的
な「
礼
」

に
よ
っ
て
形
式
が
で
き
る
が
、
そ
の
よ
う
な
外
面
・
形
式
と

と
も
に
、
内
面
的
な
内
実
を
備
え
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に

は
仏
教
（
仏
法
僧
＝
三
宝
）
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
憲

法
十
七
条
に
は
あ
る
。
そ
れ
が
第
二
条
の
「
篤
く
三
宝
を
敬

へ
。三
宝
と
は
仏
・
法
・
僧
な
り
。則
ち
四
生
の
終
帰
、万
国

の
極
宗
な
り
。
何
の
世
、
何
の
人
か
、
是
の
法
を
貴
び
ず
あ

ら
む
。
人
、
尤
だ
悪
し
き
も
の
鮮
し
、
能
く
教
ふ
る
を
も
ち

て
従
ふ
。
其
れ
三
宝
に
帰
り
ま
つ
ら
ず
は
、
何
を
以
ち
て
か

枉
れ
る
を
直
さ
む
と
。」
と
な
る
。

　

仏
教
こ
そ
は
あ
ら
ゆ
る
生
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
で
あ
り
、

世
界
中
で
最
も
優
れ
た
こ
の
上
な
い
真
理
で
あ
る
。こ
の
仏

教（
三
宝
）に
よ
っ
て
し
か「
心
の
曲
が
っ
た
と
こ
ろ
を
直
す
」

こ
と
が
で
き
な
い
と
聖
徳
太
子
や
そ
の
周
辺
の
ブ
レ
ー
ン
は

突
き
詰
め
て
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
こ
の
認
識
が
、第
十
条
や
第
十
四
や
第
十
五
条
の

怒
り
や
嫉
妬
に
つ
い
て
の
記
述
に
つ
な
が
る
。そ
の
背
景
と

し
て
、こ
の
時
代
に
、「
私
心
」
に
基
づ
く
「
嫉
妬
」
や
「
恨
み
・

憾
み
」
が
横
行
し
、「
争
い
」
が
多
発
し
、
社
会
の
不
安
定
や

国
家
秩
序
の
脆
弱
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
う
現
実
と
そ
の

認
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

第
十
条
の
「
忿
を
絶
ち
瞋
を
棄
て
て
、
人
の
違
ふ
こ
と
を

怒
ら
ざ
れ
」
の
「
忿
」
は
、岩
崎
本
訓
に
「
コ
コ
ロ
ノ
イ
カ
リ
」

と
あ
り
、「
瞋
」
は
「
オ
モ
ヘ
リ
ノ
イ
カ
リ
」
と
あ
る
。
ど
ち

ら
も
仏
教
の
重
要
語
で
、「
忿ふ

ん

」
は
「
忿ふ

ん

怒ぬ

」
の
熟
語
を
持
ち
、

「
瞋し

ん

」は「
貪と

ん

瞋じ
ん

癡ち

」の「
三
毒
」〈
貪
欲（
貪む

さ
ぼ

り
）、瞋
恚（
怒
り
）、

愚
癡
（
無
知
）〉
や
「
十
悪
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
、
仏
教
に

基
づ
い
て
心
に
生
起
す
る
怒
り
を
抑
制
す
る
こ
と
が
説
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。ま
た
、第
十
四
条
と
第
十
五
条
の「
嫉
妬
」

や
「
恨
・
憾
」
も
心
の
毒
や
悪
で
あ
り
、
礼
楽
秩
序
を
妨
げ

る
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。な
お
、第
十
五
条
の
「
情
」

は
「
こ
こ
ろ
」
と
訓
む
。要
す
る
に
、心
に
恨
み
を
抱
か
ず
顔

に
憤
り
を
表
さ
な
い
こ
と
や
、嫉
妬
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、

嫉
妬
心
に
は
際
限
が
な
い
こ
と
、そ
し
て
私
心
が
あ
る
と
こ

ろ
に
は
必
ず
恨
み
が
生
じ
て
協
調
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が

説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、憲
法
十
七
条
に
お
い
て
は
、「
心
」
を
ど
の

よ
う
に
抑
制
し
制
御
し
社
会
秩
序
を
安
定
さ
せ
る
か
の
問
題

意
識
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
。内
面
的
に
は
仏
教
が
、外
面
的
・

社
会
制
度
的
に
は
儒
教
が
併
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ

は
、男
性
社
会
の
権
力
闘
争
を
回
避
す
る
秩
序
形
成
法
と
い

う
議
論
で
あ
り
、
問
題
意
識
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、こ
こ
で
は
男
女
間
の
嫉
妬
感
情
な
ど
が
問
題
と
な
る

こ
と
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
、「
群
臣
」
間
の
「
嫉
妬
」
感
情

が
社
会
国
家
の
秩
序
の
安
寧
を
妨
げ
る
こ
と
が
問
題
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
は
、
仏
教
は
、

儒
教
的
な
礼
と
連
携
し
て
「
和
」
の
形
成
に
寄
与
し
う
る
も

の
、ま
た
「
私
心
」
や
「
嫉
妬
」
感
情
の
制
御
の
教
と
実
践
方

法
の
ワ
ザ
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
、憲
法
十
七
条
の
中
で
の
「
仏
法
僧
＝
三
宝
」

の
位
置
づ
け
が
、
国
家
仏
教
と
し
て
の
仏
教
を
受
容
す
る
、

日
本
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
大
枠
な
い
し
基
本
方
針
を
初
期

設
定
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
一
つ
の
矛
盾
に
遭
遇
す
る
。
奇
妙
な
こ
と

に
、仏
教
が
心
の
制
御
と
関
係
す
る
身
心
技
法
と
捉
え
ら
れ

た
と
す
れ
ば
、最
初
の
出
家
者
が
司
馬
達
人
の
娘
で
十
一
歳

の
少
女
「
嶋
」
で
あ
っ
た
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
？　

そ
れ
は

拙
著
『
神
と
仏
の
出
逢
う
国
』
で
論
じ
た
よ
う
に
、「
仏
」
が

隣
の
国
の
「
神
（
蕃
神
・
他
神
）」
と
捉
え
ら
れ
た
か
ら
、伊
勢

の
神
宮
や
賀
茂
神
社
と
同
様
、「
斎
王
」
を
立
て
る
よ
う
な
意

識
で
「
仏
」
を
迎
え
祀
っ
た
、
そ
れ
を
ま
ず
最
優
先
し
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。心
の
制
御
法
と
し
て
の
仏

教
本
来
の
止
観
や
瞑
想
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、少
な
く
と
も

あ
る
程
度
の
教
養
と
訓
練
を
積
ん
だ
二
十
代
以
上
の
男
性
の

方
が
最
初
の
出
家
者
と
し
て
適
任
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。し

か
し
、実
際
に
は
十
一
歳
の
少
女
が
最
初
の
出
家
者
と
な
っ

た
。
そ
れ
は
、
神
祭
り
の
方
法
を
最
優
先
し
た
か
ら
に
ほ
か

な
ら
な
い
。

　

日
本
の
精
神
史
に
お
い
て
、仏
教
の
受
容
は
「
負
の
感
情
」

処
理
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
の
最
初
の
物
証
が
、
憲

法
十
七
条
の
上
記
の
記
述
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
憲
法
十
七
条

に
お
け
る
「
和
」
と
「
嫉
妬
」
の
関
係
性
で
あ
る
。そ
こ
に
お

第一章　「こころの練り方」探究事始め　その一
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い
て
、「
嫉
妬
」
の
処
理
と
「
和
」
の
形
成
は
、
心
と
社
会
の

安
定
な
い
し
秩
序
形
成
の
両
極
（
軸
）
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
の
心
の
制
御
法
と
し
て
の
仏
教
が
本
格
的
に
前
景
化
す

る
の
が
平
安
時
代
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
最
澄
と
空
海

の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。最
澄
も
空
海
も
平
安

京
に
お
け
る
国
家
鎮
護
仏
教
を
確
立
し
た
官
僧
で
あ
っ
た

が
、
し
か
し
、
彼
ら
が
説
い
た
天
台
思
想
や
密
教
思
想
は
、

新
し
い
仏
教
的
な
心
の
練
り
方
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。

　

憲
法
十
七
条
に
お
け
る
仏
教
と
は
、「
仏
法
僧
」
の
「
三
宝
」

で
あ
り
、「
四
生
の
終
帰
、
万
国
の
極
宗
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

神
道
的
な
「
清
明
心
」
を
仏
教
的
な
心
の
哲
学
と
心
の
制
御

技
法
に
よ
っ
て
補
強
補
完
す
る
政
策
で
あ
っ
た
。こ
の
心
の

哲
学
と
制
御
法
と
し
て
の
仏
教
に
よ
っ
て
、怒
り
や
嫉
妬
に

由
来
す
る
負
の
感
情
の
増
殖
を
緩
和
し
消
去
す
る
こ
と
、す

な
わ
ち
「
抜
苦
与
楽
」
の
道
と
社
会
の
形
成
を
め
ざ
し
た
わ

け
で
あ
る
。

　

し
か
し
、そ
の
よ
う
な
高
度
な
心
の
哲
学
や
修
行
法
で
世

が
治
ま
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、聖
徳
太
子
一
族
が
滅
亡
し

た
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
、
祟
り
や
怨
霊
を
怖
れ
て
の
鎮

撫
儀
礼
の
執
行
が
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て

も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
の
哲
学
と
制

御
法
と
し
て
の
仏
教
に
期
待
す
る
と
こ
ろ
は
大
き
か
っ
た
。

そ
れ
は
、東
大
寺
大
仏
の
建
立
や
学
問
仏
教
と
し
て
の
奈
良

仏
教
の
隆
盛
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　

だ
が
、
平
安
京
遷
都
に
際
し
て
、
奈
良
仏
教
か
ら
の
脱
却

が
求
め
ら
れ
た
。そ
の
心
機
一
転
の
要
求
に
鮮
烈
に
応
え
た

の
が
、
最
澄
と
空
海
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
は
鎮
護
国
家

仏
教
の
錦
の
御
旗
を
押
し
立
て
つ
つ
、心
の
練
成
に
そ
れ
ぞ

れ
の
仕
方
で
立
ち
向
か
っ
た
の
だ
。

　

最
澄
は
そ
れ
を
「
国
宝
」
論
と
し
て
展
開
す
る
。
弘
仁
九

年（
八
一
八
）に
著
さ
れ
た『
山
家
学
生
式
』六
条
式
に
は
、「
国

宝
何
物　

宝
道
心
也　

有
道
心
人　

名
為
国
宝
（
国
宝
と
は

何
物
ぞ
。
宝
と
は
道
心
な
り
。
道
心
あ
る
人
を
名
づ
け
て
国

宝
と
な
す
）」と
あ
る
。こ
こ
で
最
澄
は
、「
道
心
」こ
そ
が「
宝
」

で
、そ
の
「
道
心
」
を
持
っ
て
生
き
る
人
こ
そ
が
「
国
宝
」
だ

と
宣
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
道
心
」
を
持
つ
「
国
宝
」
養

成
所
と
し
て
、比
叡
山
延
暦
寺
の
形
成
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
し

た
の
だ
。

　

天
台
の
心
の
哲
学
は
、「
一
念
三
千
」
の
心
観
を
持
ち
、そ

の
心
を
「
摩
訶
止
観
」
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
座
禅
瞑
想
に

よ
っ
て
収
め
る
。
そ
の
心
の
行
が
、
十
二
年
の
籠
山
行
と
な

り
、後
に
日
本
天
台
独
自
の
千
日
回
峰
行
と
な
っ
て
結
実
す

る
。比
叡
山
の
最
初
の
寺
は
、「
一
乗
止
観
院
」
と
命
名
さ
れ

て
い
た
の
は
そ
の
背
景
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

「
最
澄
」
と
い
う
名
前
は
、そ
う
し
た
心
の
制
御
に
一
心
に
立

ち
向
か
う
心
の
行
者
（
求
道
者
）
を
鮮
明
に
顕
わ
す
名
前
で

あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、空
海
は
ど
の
よ
う
な
心
の
哲
学
を
以
っ

て
立
ち
向
か
っ
て
い
っ
た
か
。
空
海
の
戦
略
は
、
心
の
階
層

性
を
明
示
し
つ
つ
、そ
の
高
み
へ
の
道
の
り
を
「
即
身
成
仏
」

の
道
と
し
て
示
し
、同
時
に
そ
れ
が
実
現
す
る
玄
妙
極
ま
る

密
教
修
法
で
荘
厳
し
た
こ
と
で
あ
る
。空
海
は
嵯
峨
天
皇
の

求
め
に
応
じ
て
、
渾
身
の
著
作
『
秘
密
曼
荼
羅
十
住
心
論
』

を
著
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
『
秘
蔵
宝
鑰
』
と
し
て
コ
ン
パ
ク

ト
に
ま
と
め
直
し
た
。

　

そ
の
空
海
の
「
十
住
心
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
、
低
次
の
心
の
段
階
で
あ
る
第
一
住
心
か
ら
最

高
次
の
心
の
段
階
で
あ
る
第
十
住
心
の
世
界
へ
と
進
化
向
上

す
る
“
心
の
道
”
の
提
示
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
心
の
階
層

性
を
「
如
実
知
自
心
」
す
る
こ
と
が
「
即
身
成
仏
」
へ
の
過
程

で
あ
る
と
解
き
明
か
す
こ
と
に
あ
っ
た
。そ
の
十
の
心
の
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

⑴	

異
生
羝
羊
心
─
─
無
知
で
六
道
輪
廻
（
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・

修
羅
・
人
・
天
）
の
迷
い
の
世
界
の
中
に
あ
る
心
。

⑵	

愚
童
持
斎
心
─
─
他
者
に
自
分
の
持
つ
食
物
を
施
す
心
。

人
倫
の
始
ま
り
で
、五
常
や
五
戒
や
十
善
戒
な
ど
儒
教
の

道
徳
心
や
仏
教
の
戒
律
を
実
践
す
る
心
の
段
階
。

⑶	

嬰
童
無
畏
心
─
─
純
粋
な
子
供
の
よ
う
な
宗
教
的
な
心

が
目
ざ
め
る
段
階
。バ
ラ
モ
ン
教
の
サ
ー
ン
キ
ヤ
哲
学
や

ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
哲
学
や
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
や
ジ
ャ
イ

ナ
教
な
ど
、十
六
種
外
道
の
宗
教
や
哲
学
の
段
階
。

⑷	

唯
蘊
無
我
心
─
─
自
我
の
実
体
を
否
定
す
る
無
我
心
の

段
階
。
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
五
つ
の
存
在
要
素
、
す

な
わ
ち
五
蘊
が
和
合
し
た
も
の
と
し
て
の
自
我
の
無
我

性
を
自
覚
す
る
声
聞
乗
の
段
階
。

⑸	

抜
業
因
種
心
─
─
一
切
は
因
縁
よ
り
成
る
こ
と
を
悟
る

縁
覚
乗
の
段
階
。

⑹	

他
縁
大
乗
心
─
─
衆
生
に
対
す
る
慈
愛
の
心
が
起
き
る

大
乗
の
段
階
で
、特
に
唯
識
派
の
法
相
宗
の
段
階
。

⑺	

覚
心
不
生
心
─
─
空
観
に
よ
る
心
の
静
ま
り
と
安
楽
が

も
た
ら
さ
れ
る
空
観
を
説
く
中
観
派
の
三
論
宗
の
段
階
。

⑻	

一
道
無
為
心
─
─
如
実
知
自
心
や
空
性
無
境
心
の
法
華

一
乗
を
説
く
天
台
宗
の
段
階
。

⑼	

極
無
自
性
心
─
─
重
々
無
尽
の
事
事
無
碍
法
界
の
縁
起

を
説
く
華
厳
宗
の
段
階
。

⑽	

秘
密
荘
厳
心
─
─
自
ら
の
心
の
源
底
を
覚
知
し
、身
体
数

量
を
証
悟
す
る
真
言
密
教
の
最
高
の
段
階
。

　

空
海
は
、こ
の
よ
う
に
、心
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
、



● 009

十
の
段
階
に
階
層
化
さ
れ
て
い
る
と
説
い
た
。
そ
し
て
、
真

言
密
教
こ
そ
が
、
人
間
の
心
の
す
べ
て
の
諸
相
を
包
含
し
、

最
高
の
心
の
段
階
・
境
地
（
究
境
地
）
に
ま
で
到
達
で
き
る

最
高
・
最
善
の
道
で
あ
る
と
主
張
し
た
。要
す
る
に
、「
如
実

知
自
心
」、
す
な
わ
ち
、
如
実
に
自
分
の
心
を
知
り
、
さ
ら
に

は
そ
の
「
源
底
」
を
知
る
こ
と
が
す
べ
て
の
鍵
で
あ
る
と
説

い
た
の
で
あ
る
。

　
『
秘
蔵
宝
鑰
』
の
中
で
、
空
海
は
、「
五
相
五
智
法
界
体　

四
曼　

四
印　

こ
の
心
に
陳
ず
」
と
か
、「
こ
の
（
日
月
輪
観
）

観
を
作
す
に
由
つ
て
本
心
を
照
見
す
る
に
、湛
然
清
浄
な
る

こ
と
猶
し
満
月
の
光
、虚
空
に
遍
じ
て
分
別
す
る
と
こ
ろ
な

き
が
如
し
」
と
か
、「
我
、自
心
を
見
る
に
、形
、月
輪
の
如
し
」

と
か
、「
満
月
円
明
の
体
は
、
す
な
は
ち
菩
提
心
と
相
類
せ

り
」、「
一
切
有
情
は
心
質
の
中
に
於
て
一
分
の
浄
性
あ
り
」、

ま
た
『
般
若
心
経
秘
鍵
の
冒
頭
で
は
「
そ
れ
仏
法
遥
か
に
あ

ら
ず
、
心
中
に
し
て
す
な
は
ち
近
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
、自
己
の「
心
中
」の「
本
心
」を「
照
見
」せ
よ
、

さ
す
れ
ば
、「
即
身
成
仏
」
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、と
力

強
く
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
心
の
哲
学
を
、
密
教
の
目
も
綾
な

曼
荼
羅
（
マ
ン
ダ
ラ
）
の
図
絵
や
神
秘
的
な
印
契
（
ム
ド
ラ
ー
）

や
真
言
（
マ
ン
ト
ラ
）
な
ど
、五
感
を
フ
ル
活
用
し
た
感
覚
変

容
の
回
路
の
開
顕
を
通
し
て
受
肉
し
て
い
っ
た
。そ
の
心
の

哲
学
の
広
大
さ
と
、具
体
的
な
修
法
や
五
感
に
訴
え
る
感
覚

調
度
の
玄
妙
さ
に
宮
廷
人
も
民
衆
も
幻
惑
さ
れ
た
。胎
蔵
界
・

金
剛
界
と
い
う
両
部
の
曼
荼
羅
図
絵
の
招
来
と
、そ
こ
に
塗

り
込
め
ら
れ
た
心
と
世
界
の
階
層
性
と
連
続
性
の
絵
解
き
も

当
時
の
都
人
を
魅
了
し
た
。
こ
の
よ
う
な
、
広
大
無
辺
な
世

界
を
包
摂
し
た
仏
教
哲
理
と
修
法
が
あ
る
の
か
と
、驚
き
を

持
っ
て
そ
の
理
論
（
教
相
）
と
修
法
（
事
相
）
に
圧
倒
さ
れ
た

で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、最
澄
が
東
山
の
北
端
の
比
叡
山
に
位
置
す
る

の
を
横
目
に
見
な
が
ら
、西
の
高
雄
山
（
神
護
寺
）
か
ら
始
め

て
、
東
寺
や
東
大
寺
を
傘
下
に
収
め
、
宮
中
に
真
言
院
を
建

立
し
、さ
ら
に
は
真
言
修
行
の
道
場
と
し
て
紀
伊
山
地
の
奥

深
く
高
野
山
に
秘
法
の
拠
点
を
作
っ
た
。そ
の
空
海
の
戦
略

は
平
安
京
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後
の
日
本
思
想
・
日
本
文
化

に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　
「
む
す
び
」
の
力
を
寿
ぐ
神
道
が
生
命
讃
歌
の
宗
教
文
化

だ
と
す
れ
ば
、「
ほ
ど
き
」（
解
除
・
解
脱
）
の
は
た
ら
き
を
求

め
る
仏
教
は
生
命
苦
か
ら
の
離
脱
の
宗
教
文
化
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
が
わ
が
国
で
は
、「
即
身
成
仏
思
想
」
や
「
天
台
本

覚
思
想
」を
生
み
出
す
生
命
開
顕
の
宗
教
に
変
容
を
遂
げ
た
。

そ
の
変
容
に
、最
澄
と
空
海
が
作
り
上
げ
た
平
安
仏
教
パ
ラ

ダ
イ
ム
が
大
き
く
作
用
し
た
と
い
え
る
。

　

と
り
わ
け
空
海
は
、大
日
如
来
や
そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
た

る
不
動
明
王
と
の
神
秘
的
合
一
の
哲
学
と
修
法
を
実
践
的
に

展
開
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、“
私
は
私
で
有
っ
て
私
で

は
な
い
。
我
は
汝
で
あ
り
、
我
と
汝
は
不
二
で
あ
る
”
と
い

う
自
己
観
が
あ
り
、私
と
い
う
現
象
を
貫
く
大
日
如
来
の
力

動
へ
の
認
識
と
実
践
的
覚
知
が
あ
る
。空
海
は
若
い
頃
虚
空

蔵
求
聞
持
法
を
修
行
し
た
体
験
を
『
三
教
指
帰
』
の
中
で
次

の
よ
う
に
記
録
し
て
い
る
。「
阿
国
大
瀧
嶽
に
躋
り
攀
ぢ
、土

州
室
戸
崎
に
勤
念
す
。谷
響
を
惜
し
ま
ず
、明
星
来
影
す
」と
。

　

そ
の
空
海
が
、『
即
身
成
仏
義
』
に
お
い
て
、「
三
密
加
持

す
れ
ば
速
疾
に
顕
は
る
。重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く
」

と
説
き
、「
十
住
心
」
の
体
系
的
心
の
哲
学
に
基
づ
い
て
「
即

身
成
仏
」
の
道
を
説
い
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
仏
教
に
と
っ

て
画
期
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。そ

し
て
、
そ
の
「
即
身
成
仏
」
思
想
は
、『
声
字
実
相
義
』
で
は

次
の
よ
う
な
真
言
哲
学
と
し
て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
る
。

　
　

五
大
に
み
な
響
あ
り　
　
　
　
　
　
　
　

五
大
皆
有
響

　
　

十
界
に
言
語
を
具
す　
　
　
　
　
　
　
　

十
界
具
言
語

　
　

六
塵
こ
と
ご
と
く
文
字
な
り　
　
　
　
　

六
塵
悉
文
字

　
　

法
身
は
こ
れ
実
相
な
り　
　
　
　
　
　
　

法
身
是
実
相

　

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
真
言
哲
学
が
わ
が
国
の
和
歌
文
化
と

結
び
つ
い
た
時
、和
歌
即
陀
羅
尼
説
が
誕
生
す
る
と
い
う
わ

け
な
の
だ
。
そ
こ
で
、
西
行
法
師
な
ど
は
、「
一
首
詠
み
出
で

て
は
、
一
体
の
仏
像
を
造
る
思
ひ
を
な
し
、
一
句
を
思
ひ
続

け
て
は
、
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る
に
同
じ
。
我
れ
此
歌
に
よ

り
て
法
を
得
る
こ
と
あ
り
。
若
し
こ
こ
に
至
ら
ず
し
て
、
妄

り
に
此
の
道
を
学
ば
ば
、邪
路
に
入
る
べ
し
。」
と
説
き
、心

敬
は
『
さ
さ
め
ご
と
』
で
「
本
よ
り
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅

尼
な
り
」
と
か
、「
歌
道
は
ひ
と
へ
に
禅
定
修
行
の
道
」
と
か
、

「
歌
道
即
身
直
路
の
修
行
也
」
な
ど
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
和
歌
即
陀
羅
尼
説
が
登
場
す
る
平
安
末
か
ら

鎌
倉
期
に
か
け
て
、法
然
や
親
鸞
や
一
遍
ら
が
称
名
念
仏
や

踊
念
仏
を
広
め
、末
法
の
世
の
民
衆
や
武
士
に
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
っ
た
。

　

法
然
は
『
選
択
本
願
念
仏
集
』
の
中
で
、「
三
心
（
至
誠
心
・

信
心
・
廻
向
発
願
心
）」
を
説
き
、親
鸞
は
『
教
行
信
証
』
信
巻

の
中
で
、「
涅
槃
の
真
因
は
た
だ
信
心
を
以
て
す
」、「
真
実
の

信
心
は
、
必
ず
名
号
を
具
す
。
名
号
は
必
ず
し
も
願
力
の
信

心
を
具
せ
ざ
る
な
り
」
と
「
信
心
」
の
要
諦
を
説
い
た
。

　

末
法
の
世
を
生
き
抜
い
て
ゆ
く
「
心
」
と
は
「
信
心
」
を
置

い
て
他
に
な
い
。そ
れ
も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
称
名
念
仏

を
唱
え
る
「
信
心
」
こ
そ
が
末
法
の
世
の
凡
夫
の
救
い
を
保

証
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
。

第一章　「こころの練り方」探究事始め　その一
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そ
の
よ
う
な
念
仏
思
想
に
さ
ら
に
踊
り
と
い
う
身
体
動
作

を
加
え
た
の
が
、踊
念
仏
の
祖
・
一
遍
で
あ
る
。『
一
遍
語
録
』

に
は
、一
遍
が
宝
満
寺
で
由
良
の
法
燈
国
師
の
も
と
参
禅
し

た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
一
遍
は
、
法
燈
国
師
に

「
念
起
即
覚
」
を
言
葉
で
示
せ
と
迫
ら
れ
た
の
で
、

　

と
な
ふ
れ
ば　

仏
も
我
も
な
か
り
け
り　

南
無
阿
弥

陀
仏
の
声
ば
か
り
し
て

と
応
え
た
。
だ
が
法
燈
国
師
は
そ
れ
を
「
未
徹
在
」
と
撥
ね

つ
け
た
。そ
こ
で
一
遍
は
さ
ら
に
練
っ
て
、

　

と
な
ふ
れ
ば　

仏
も
我
も
な
か
り
け
り　

南
無
阿
弥

陀
仏
な
む
あ
み
た
仏

と
答
え
直
し
た
。す
る
と
、そ
れ
を
よ
し
と
し
て
「
印
可
」
さ

れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

こ
の
記
事
を
読
む
時
、先
の「
八
雲
立
つ
」の
歌
と
較
べ
て
、

興
味
深
い
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。つ
ま

り
、
同
語
反
復
の
呪
力
（
霊
力
・
言
霊
力
）
と
い
う
共
通
項
で

あ
る
。

　

意
味
論
的
に
言
え
ば
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
の
声
ば
か
り
し

て
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
は
、
自
他
の
区
別
や
弁
別
が
あ
る
と

言
え
る
。要
す
る
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
と
い
う
念
仏
の
声

が
対
象
化
さ
れ
て
い
て
、
主
客
未
分
の
一
体
・
一
如
に
成
り

切
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

　

し
か
る
に
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
な
む
あ
み
た
仏
」
と
同
語
反

復
し
、し
か
も
、最
後
を
「
な
み
あ
み
た
仏
」
と
ひ
ら
が
な
表

記
す
る
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
『
語
録
』
記
者
の
記
載
法
で
は
あ
る

が
）
と
こ
ろ
に
は
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
の
名
号
に
溶
け
入
っ

て
い
る
主
客
溶
融
の
状
態
が
直
覚
で
き
る
。法
燈
国
師
は
こ

れ
を
「
未
徹
在
」
と
は
撥
ね
つ
け
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
徹
底

し
て
い
る
。
徹
入
し
て
い
る
と
直
覚
し
、
一
遍
の
信
心
境
位

を
認
可
し
た
の
で
あ
る
。

　

平
安
京
遷
都
ま
も
な
く
の
最
澄
や
空
海
が
出
た
時
期
と
、

平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
に
か
け
て
の
末
法
の
世

の
武
士
団
が
登
場
し
て
保
元
の
乱
（
一
一
五
六
年
）、
平
治
の

乱
（
一
一
五
九
年
）、
治
承
・
寿
永
の
乱
（
源
平
合
戦
、
一
一
八

〇
〜
一
一
八
五
年
）
な
ど
の
戦
乱
が
勃
発
す
る
時
代
と
は
大

き
く
社
会
状
況
や
制
度
が
異
な
っ
て
い
る
。法
然
や
親
鸞
や

一
遍
に
は
、乱
世
に
あ
っ
て
悠
長
に
三
密
加
持
の
修
法
や
千

日
回
峰
行
や
十
二
年
の
籠
山
行
な
ど
の
自
力
修
行
な
ど
で
き

は
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
自
力
修
行
で
は
な
く
、
阿
弥
陀
如

来
の
本
願
の
救
済
力
に
恃
む
絶
対
他
力
の
「
信
心
」
だ
け
が

末
法
の
世
の
心
の
安
定
と
な
る
と
い
う
強
烈
な
時
代
認
識
と

信
念
が
あ
っ
た
。そ
し
て
、そ
の
よ
う
な
「
信
心
」
は
市
井
の

民
衆
に
わ
か
る
よ
う
な
「
和
讃
」（
親
鸞
）
や
「
仮
名
法
語
」
や

「
語
録
」
や
「
和
歌
」（
一
遍
）
で
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
も
、「
南
無
阿
弥
陀
仏
」
や
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」

の
念
仏
や
題
目
こ
そ
が
、七
五
調
や
五
七
調
の
和
歌
の
一
部

を
特
化
し
た
和
歌
真
言
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

中
世
の
心
の
練
り
方
と
制
御
法
と
は
、
こ
の
よ
う
な
、
わ

が
国
独
自
の
和
歌
と
仏
教
、そ
れ
も
密
教
の
瞑
想
法
の
一
つ

で
あ
る
真
言
陀
羅
尼
が
合
体
し
た
も
の
と
な
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

ま
と
め
─
─
こ
こ
ろ
観
研
究
と
ワ
ザ
学
の　

確
立
に
向
け
て

　

以
上
を
要
約
し
て
言
え
ば
、歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
心
を
静

め
、
祭
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
体
（
社
会
）
を
鎮
め
る
の
が
、

神
道
的
な
こ
こ
ろ
観
と
ワ
ザ
の
基
本
形
で
あ
っ
た
と
言
え

る
。
つ
ま
り
、
歌
と
祭
り
が
神
道
の
ワ
ザ
で
あ
り
、
祭
儀
に

当
た
っ
て
は
、穢
れ
を
禊
祓
い
し
清
め
る
こ
と
で
初
源
の「
清

明
心
」
が
取
り
戻
せ
る
と
い
う
思
想
と
ワ
ザ
が
あ
っ
た
。
そ

れ
が
、
禊
祓
い
の
作
法
と
な
る
。
そ
の
よ
う
な
神
道
に
お
い

て
は
、
特
に
、
外
界
、
環
境
、
場
（
杜
・
森
・
聖
地
空
間
）
が
重

視
さ
れ
た
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
こ
こ
ろ
は
明
確
に
内
面
化

さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
こ
ろ
は
森
に
も
山
に
も
川
に
も
、
至
る

と
こ
ろ
に
存
在
し
た
。

　

そ
れ
が
、
仏
教
が
伝
来
す
る
と
、
こ
こ
ろ
の
内
面
に
目
が

向
け
ら
れ
て
い
く
。『
延
喜
式
』
の
鎮
火
祭
祝
詞
の
「
荒
び
う

と
ぶ
心
」
が
、仏
教
的
な
信
仰
・
信
心
や
修
行
に
よ
っ
て
、煩

悩
や
執
着
の
巣
で
あ
る
「
心
」
を
制
御
し
超
越
・
解
脱
す
る

回
路
が
提
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。心
の
制
御
法
と
し
て
の
仏

教
、
あ
る
い
は
、
煩
悩
消
滅
法
・
解
脱
技
法
と
し
て
の
仏
教

が
行
じ
ら
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
病
気
直
し
、
加
持
祈

祷
や
国
家
鎮
護
を
祈
る
祈
祷
仏
教
と
し
て
の
側
面
も
持
っ
て

い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
最
澄
や
空
海
の
「
心
」
観
や

止
観
や
瞑
想
法
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、そ
こ
に
は
明
確

な
心
の
哲
学
や
理
論
が
あ
り
、
修
行
の
実
践
法
、
つ
ま
り
、

密
教
で
言
う
教
相
と
事
相
の
両
面
が
備
わ
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　

そ
し
て
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
和
歌

と
仏
教
と
り
わ
け
密
教
が
接
近
し
、
合
体
を
遂
げ
て
ゆ
く
。

そ
の
の
り
し
ろ
に
な
っ
た
の
が
、真
言
（
マ
ン
ト
ラ
）
や
曼
荼

羅
（
マ
ン
ダ
ラ
）
の
思
想
と
実
践
形
態
で
あ
る
。
真
言
（
マ
ン

ト
ラ
）
と
和
歌
の
接
近
遭
遇
と
融
合
の
中
で
、
起
こ
る
べ
く

し
て
「
和
歌
即
陀
羅
尼
説
」
が
浮
上
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
こ
こ
で
は
検
討
し
き
れ
な
か
っ
た
の
は
、
吉
田

卜
部
家
の
卜
部
兼
顕
の
子
で
吉
田
兼
好
の
兄
弟
で
あ
る
僧
慈
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遍
が
、『
旧
事
本
紀
玄
義
』
三
に
お
い
て
、「
能
く
霊
性
を
達

し
て
、必
ず
神
徳
を
通
ず
」
と
か
、「
天
地
は
唯
一
心
に
在
り
。

一
心
能
く
明
白
な
ら
ば
、
則
ち
神
に
契
ふ
」
と
述
べ
、
そ
の

子
孫
の
吉
田
神
道
（
唯
一
宗
源
神
道
、
卜
部
神
道
）
の
大
成
者

の
吉
田
兼
倶
が
『
神
道
大
意
』
の
中
で
、「
夫
れ
神
と
は
、
天

地
に
先
立
ち
て
而
も
天
地
を
定
め
、陰
陽
を
超
え
て
而
も
陰

陽
を
成
す
。
天
地
に
在
り
て
は
神
と
云
ひ
、
万
物
に
在
り
て

は
霊
と
云
ひ
、人
に
在
り
て
は
心
と
云
ふ
。心
と
は
神
な
り
。

故
に
神
は
天
地
の
根
元
、万
物
の
霊
性
、人
倫
の
運
命
な
り
。

当
に
知
る
、
心
は
即
ち
神
明
の
舎
、
形
は
天
地
と
同
根
た
る

事
を
」
と
述
べ
、『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
に
お
い
て
、「
霊
性
、

霊
徳
、霊
通
、霊
応
、霊
号
、霊
経
、霊
宗
、霊
宝
、霊
璽
、霊
性
」

な
ど
の
「
霊
」
の
語
を
多
用
す
る
こ
と
の
思
想
史
的
意
味
論

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
明
や
さ
ら
に
中
世
・
近
世
・
近
代
・

現
代
の
「
こ
こ
ろ
の
練
り
方
」
や
各
時
代
の
こ
こ
ろ
観
や
ワ

ザ
学
に
つ
い
て
は
、今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い5

。

注１　

宮
沢
賢
治
の
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』（
大
正
十
三
年
、
一
九
二

四
年
）
の
「
序
」
の
全
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
は
、
氷
砂
糖
を
ほ
し
い
く
ら
い
も
た
な
い
で
も
、

き
れ
い
に
す
き
と
お
っ
た
風
を
た
べ
、
桃
い
ろ
の
う
つ
く
し
い
朝
の

日
光
を
の
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
わ
た
く
し
は
、
は
た
け
や
森
の
中
で
、
ひ
ど
い
ぼ
ろ
ぼ
ろ

の
き
も
の
が
、
い
ち
ば
ん
す
ば
ら
し
い
び
ろ
う
ど
や
羅
紗
や
、
宝

石
い
り
の
き
も
の
に
、
か
わ
っ
て
い
る
の
を
た
び
た
び
見
ま
し
た
。

　

わ
た
く
し
は
、
そ
う
い
う
き
れ
い
な
た
べ
も
の
や
き
も
の
を
す

き
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
わ
た
く
し
の
お
は
な
し
は
、
み
ん
な
林
や
野
は
ら
や

鉄
道
線
路
や
ら
で
、
虹
や
月
あ
か
り
か
ら
も
ら
っ
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
で
通

り
か
か
っ
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
、
も
う
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
気
が
し
て
し
か
た
な

い
の
で
す
。
ほ
ん
と
う
に
も
う
、
ど
う
し
て
も
こ
ん
な
こ
と
が
あ

る
よ
う
で
し
か
た
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
た
く
し
は
そ
の
と
お

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
し
ょ
う
し
、
た
だ
そ
れ
っ
き
り
の
と
こ
ろ
も
あ
る

で
し
ょ
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
し
ょ

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
い
、
あ
な
た
の
す
き
と
お
っ
た
ほ
ん
と

う
の
た
べ
も
の
に
な
る
こ
と
を
、
ど
ん
な
に
ね
が
う
か
わ
か
り
ま

せ
ん
。

　

こ
こ
で
、宮
沢
賢
治
は
「
そ
の
と
お
り
書
い
た
」
と
書
い
て
い
る
が
、

こ
の
「
そ
の
と
お
り
」
が
夏
目
漱
石
の
言
う
「
た
だ
あ
り
の
ま
ま
」
と

通
じ
る
観
想
的
か
つ
瞑
想
的
で
シ
ャ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
意
識
状
態

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。

２　

夏
目
漱
石
は
明
治
二
七
年
（
一
八
九
四
年
）
に
鎌
倉
の
円
覚
寺
の

釈
宗
演
老
師
の
元
で
参
禅
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
も
あ
り
、
明
治
四

三
年
に
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
漱
石
の
『
門
』
に
は
、
主
人
公
の

宗
助
が
鎌
倉
の
禅
寺
に
参
禅
す
る
様
子
が
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

宗
助
は
、
京
都
帝
国
大
学
時
代
の
親
友
・
安
井
の
妻
で
あ
っ
た
御

米
を
奪
っ
た
過
去
の
た
め
に
深
い
不
安
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の
安
井
か

ら
も
っ
と
も
遠
い
と
こ
ろ
で
身
を
隠
す
よ
う
に
生
活
し
て
い
た
の
だ

が
、
そ
こ
に
ふ
た
た
び
安
井
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
う
し
た
生
活
の

中
で
精
神
に
失
調
を
き
た
し
た
宗
助
は
、「
人
生
観
を
作
り
易か

え
」
る

精
神
的
欲
求
を
強
く
感
じ
、「
心
の
実
質
が
太
く
な
る
も
の
」
を
探
し
、

「
宗
教
」に
救
い
を
求
め
、参
禅
す
る
の
で
あ
っ
た
。
参
禅
に
赴
く
前
に
、

宗
助
は
、「
た
だ
世
の
中
が
膨
れ
た
。
天
が
波
を
打
っ
て
伸
び
か
つ
縮

ん
だ
。
地
球
が
糸
で
釣
る
し
た
毬
の
ご
と
く
に
大
き
な
弧
線
を
描
い

て
空
間
に
揺う

ご

い
た
。
す
べ
て
が
恐
ろ
し
い
魔
の
支
配
す
る
夢
で
あ
っ

た
。」
と
い
う
悪
夢
を
見
る
。

　

参
禅
体
験
は
、
次
の
二
つ
の
場
面
に
生
々
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

①
老
師
と
い
う
の
は
五
十
格
好
に
見
え
た
。
赭
黒
い
光つ

沢や

の
あ
る

顔
を
し
て
い
た
。
そ
の
皮
膚
も
筋
肉
も
こ
と
ご
と
く
緊
っ
て
、
ど

こ
に
も
怠
の
な
い
と
こ
ろ
が
、
銅
像
の
も
た
ら
す
印
象
を
、
宗
助

の
胸
に
彫
り
つ
け
た
。
た
だ
唇
が
あ
ま
り
厚
過
ぎ
る
の
で
、
そ
こ

に
幾
分
の
弛
み
が
見
え
た
。
そ
の
代
り
彼
の
眼
に
は
、
普
通
の
人

間
に
と
う
て
い
見
る
べ
か
ら
ざ
る
一
種
の
精
彩
が
閃
め
い
た
。
宗

助
が
始
め
て
そ
の
視
線
に
接
し
た
時
は
、
暗
中
に
卒
然
と
し
て
白

刃
を
見
る
思
が
あ
っ
た
。

　
「
ま
あ
何
か
ら
入
っ
て
も
同
じ
で
あ
る
が
」
と
老
師
は
宗
助
に

向
っ
て
云
っ
た
。「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
何
だ
か
、
そ
れ

を
一
つ
考
え
て
見
た
ら
善
か
ろ
う
」

　

宗
助
に
は
父
母
未
生
以
前
と
い
う
意
味
が
よ
く
分
ら
な
か
っ
た

が
、
何
し
ろ
自
分
と
云
う
も
の
は
必
竟
何
物
だ
か
、
そ
の
本
体
を

捕
ま
え
て
見
ろ
と
云
う
意
味
だ
ろ
う
と
判
断
し
た
。
そ
れ
よ
り
以

上
口
を
利
く
に
は
、
余
り
禅
と
い
う
も
の
の
知
識
に
乏
し
か
っ
た

の
で
、
黙
っ
て
ま
た
宜
道
に
伴
れ
ら
れ
て
一
窓
庵
へ
帰
っ
て
来
た
。

②
宗
助
は
こ
の
若
い
僧
が
、
今
朝
夜
明
が
た
に
す
で
に
参
禅
を
済

ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
帰
っ
て
来
て
、
飯
を
炊か

し
い
で
い
る
の
だ
と
い
う

事
を
知
っ
た
。

　

見
る
と
彼
は
左
の
手
で
し
き
り
に
薪
を
差
し
易か

え
な
が
ら
、
右

の
手
に
黒
い
表
紙
の
本
を
持
っ
て
、
用
の
合
間
合
間
に
そ
れ
を
読

ん
で
い
る
様
子
で
あ
っ
た
。
宗
助
は
宜
道
に
書
物
の
名
を
尋
ね
た
。

そ
れ
は
碧
巌
集
と
い
う
む
ず
か
し
い
名
前
の
も
の
で
あ
っ
た
。
宗

助
は
腹
の
中
で
、
昨
夕
の
よ
う
に
当
途
も
な
い
考
に
耽
っ
て
脳
を

疲
ら
す
よ
り
、
い
っ
そ
そ
の
道
の
書
物
で
も
借
り
て
読
む
方
が
、

要
領
を
得
る
捷ち

か

径み
ち

で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
つ
い
た
。
宜
道
に
そ

う
云
う
と
、
宜
道
は
一
も
二
も
な
く
宗
助
の
考
を
排
斥
し
た
。

　
「
書
物
を
読
む
の
は
ご
く
悪
う
ご
ざ
い
ま
す
。
有
体
に
云
う
と
、

読
書
ほ
ど
修
業
の
妨
に
な
る
も
の
は
無
い
よ
う
で
す
。
私
共
で
も
、

こ
う
し
て
碧
巌
な
ど
を
読
み
ま
す
が
、
自
分
の
程
度
以
上
の
と
こ

ろ
に
な
る
と
、
ま
る
で
見
当
が
つ
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
好
加
減
に

揣し

摩ま

す
る
癖
が
つ
く
と
、
そ
れ
が
坐
る
時
の
妨
に
な
っ
て
、
自
分

以
上
の
境
界
を
予
期
し
て
見
た
り
、
悟
を
待
ち
受
け
て
見
た
り
、

充
分
突
込
ん
で
行
く
べ
き
と
こ
ろ
に
頓
挫
が
で
き
ま
す
。
大
変
毒

に
な
り
ま
す
か
ら
、
御
止
し
に
な
っ
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
も

し
強
い
て
何
か
御
読
み
に
な
り
た
け
れ
ば
、
禅
関
策
進
と
い
う
よ

う
な
、人
の
勇
気
を
鼓
舞
し
た
り
激
励
し
た
り
す
る
も
の
が
宜
し
ゅ

う
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
だ
っ
て
、
た
だ
刺
戟
の
方
便
と
し
て

読
む
だ
け
で
、
道
そ
の
物
と
は
無
関
係
で
す
」

　

宗
助
に
は
宜
道
の
意
味
が
よ
く
解
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
生な

ま

若わ
か

い
青
い
頭
を
し
た
坊
さ
ん
の
前
に
立
っ
て
、
あ
た
か
も
一
個
の
低

能
児
で
あ
る
か
の
ご
と
き
心
持
を
起
し
た
。
彼
の
慢
心
は
京
都
以

来
す
で
に
銷

し
ょ
う

磨ま

し
尽
し
て
い
た
。
彼
は
平
凡
を
分
と
し
て
、
今
日

第一章　「こころの練り方」探究事始め　その一
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ま
で
生
き
て
来
た
。
聞ぶ

ん

達た
つ

ほ
ど
彼
の
心
に
遠
い
も
の
は
な
か
っ
た
。

彼
は
た
だ
あ
り
の
ま
ま
の
彼
と
し
て
、
宜
道
の
前
に
立
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
も
平
生
の
自
分
よ
り
遥
か
に
無
力
無
能
な
赤
子
で
あ

る
と
、
さ
ら
に
自
分
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
彼
に
取
っ

て
は
新
ら
し
い
発
見
で
あ
っ
た
。
同
時
に
自
尊
心
を
根
絶
す
る
ほ

ど
の
発
見
で
あ
っ
た
。

　

結
局
、
宗
助
に
は
「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」
の
「
意
味
」

も
わ
か
ら
ず
、「
悟
り
」
も
得
ら
れ
ず
、
一
週
間
ほ
ど
の
参
禅
期
間
を

経
て
御
米
の
待
つ
自
宅
に
帰
っ
て
い
く
ほ
か
な
か
っ
た
の
だ
が
、『
門
』

と
い
う
小
説
の
タ
イ
ト
ル
は
、
宗
助
の
人
生
の
解
答
不
可
能
に
見
え

る
「
公
案
」
の
ご
と
く
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
関
門
を
想
起
さ
せ
、
た

い
へ
ん
意
味
深
長
で
あ
る
。

３　

夏
目
漱
石
の
『
行
人
』
の
兄
弟
の
宗
教
問
答
は
次
の
よ
う
に
さ

ら
に
長
々
と
続
く
。

　
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
う
か
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
宗
教
に
入
る
か
。

僕
の
前
途
に
は
こ
の
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」

　

兄
さ
ん
は
は
た
し
て
こ
う
云
い
出
し
ま
し
た
。
そ
の
時
兄
さ
ん

の
顔
は
、
む
し
ろ
絶
望
の
谷
に
赴
く
人
の
よ
う
に
見
え
ま
し
た
。

　
「
し
か
し
宗
教
に
は
ど
う
も
這
入
れ
そ
う
も
な
い
。
死
ぬ
の
も
未

練
に
食
い
と
め
ら
れ
そ
う
だ
。
な
れ
ば
ま
あ
気
違
だ
な
。
し
か
し

未
来
の
僕
は
さ
て
お
い
て
、
現
在
の
僕
は
君
正
気
な
ん
だ
ろ
う
か

な
。
も
う
す
で
に
ど
う
か
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
僕

は
怖
く
て
た
ま
ら
な
い
」

　

兄
さ
ん
は
立
っ
て
縁
側
へ
出
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
見
え
る
海
を

手
摺
に
倚
っ
て
し
ば
ら
く
眺
め
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
室
の
前

を
二
三
度
行
っ
た
り
来
た
り
し
た
後
、
ま
た
元
の
所
へ
帰
っ
て
来

ま
し
た
。

　
「
椅
子
ぐ
ら
い
失
っ
て
心
の
平
和
を
乱
さ
れ
る
マ
ラ
ル
メ
は
幸
い

な
も
の
だ
。
僕
は
も
う
た
い
て
い
な
も
の
を
失
っ
て
い
る
。
わ
ず

か
に
自
己
の
所
有
と
し
て
残
っ
て
い
る
こ
の
肉
体
さ
え
、（
こ
の
手

や
足
さ
え
、）
遠
慮
な
く
僕
を
裏
切
る
く
ら
い
だ
か
ら
」

　

兄
さ
ん
の
こ
の
言
葉
は
、
好
い
加
減
な
形
容
で
は
な
い
の
で
す
。

昔
か
ら
内
省
の
力
に
勝
っ
て
い
た
兄
さ
ん
は
、
あ
ま
り
考
え
た
結

果
と
し
て
、
今
は
こ
の
力
の
威
圧
に
苦
し
み
出
し
て
い
る
の
で
す
。

兄
さ
ん
は
自
分
の
心
が
ど
ん
な
状
態
に
あ
ろ
う
と
も
、
一
応
そ
れ

を
振
り
返
っ
て
吟
味
し
た
上
で
な
い
と
、
け
っ
し
て
前
へ
進
め
な

く
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
兄
さ
ん
の
命
の
流
れ
は
、
刹
那
刹
那

に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
中
断
さ
れ
る
の
で
す
。
食
事
中
一
分
ご
と
に
電
話
口

へ
呼
び
出
さ
れ
る
の
と
同
じ
事
で
、
苦
し
い
に
違
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
中
断
す
る
の
も
兄
さ
ん
の
心
な
ら
、
中
断
さ
れ
る
の
も
兄

さ
ん
の
心
で
す
か
ら
、
兄
さ
ん
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
二
つ
の
心
に
支
配

さ
れ
て
い
て
、
そ
の
二
つ
の
心
が
嫁
と
姑
の
よ
う
に
朝
か
ら
晩
ま

で
責
め
た
り
、
責
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
た
め
に
、
寸
時
の
安
心

も
得
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　

私
は
兄
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
、
始
め
て
何
も
考
え
て
い
な
い
人

の
顔
が
一
番
気
高
い
と
云
っ
た
兄
さ
ん
の
心
を
理
解
す
る
事
が
で

き
ま
し
た
。
兄
さ
ん
が
こ
の
判
断
に
到
着
し
た
の
は
、
全
く
考
え

た
御
蔭
で
す
。
し
か
し
考
え
た
御
蔭
で
こ
の
境
界
に
は
這
入
れ
な

い
の
で
す
。
兄
さ
ん
は
幸
福
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
、
た
だ
幸
福

の
研
究
ば
か
り
し
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
い
く
ら
研
究
を
積
ん
で

も
、
幸
福
は
依
然
と
し
て
対
岸
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
兄
は
「
宗
教
」
に
つ
い
て
高
踏
的
な
弁
を
費
や
す
の

だ
が
、
し
か
し
「
宗
教
」
に
は
入
り
切
れ
ず
、
心
の
安
定
も
安
心
も

得
る
こ
と
が
で
き
ず
に
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
神
な
き
時
代

の
宗
教
的
人
間
の
苦
悩
の
代
弁
者
と
言
え
よ
う
。

４　
『
日
本
書
紀
』
第
二
十
二
巻　

豊
御
食
炊
屋
姫
天
皇　

推
古
天
皇

十
二
年　
『
日
本
古
典
文
学
全
集
３　

日
本
書
紀
②
』
小
島
憲
之
他
校

注
・
訳
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年

５　

古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
・
現
代
の
「
こ
こ
ろ
の
練
り
方
」
や

各
時
代
の
こ
こ
ろ
観
や
ワ
ザ
学
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
こ
こ
ろ
を
め
ぐ

る
思
想
と
技
法
」（『
こ
こ
ろ
の
未
来
』
第
五
号
、
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の

未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
三
月
刊
）
に
そ
の
概
要
を
報
告
し

た
が
、
別
の
機
会
に
さ
ら
に
詳
細
に
論
じ
た
い
。
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柳
宗
悦
が
書
き
遺
し
た
膨
大
な
量
の
著
作
に
は
、「
民
芸
」

以
後
に
頻
繁
に
登
場
す
る
「
下
手
も
の
」
や
「
他
力
道
」
を
筆

頭
に
、数
多
く
の
柳
な
ら
で
は
の
用
語
が
散
り
ば
め
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
は
、「
自
然
」
と
い
う
よ
う
な
、
誰
し
も

が
用
い
、か
つ
中
身
が
茫
洋
と
し
た
広
が
り
を
持
つ
言
葉
は
、

た
と
え
頻
繁
に
登
場
し
て
い
た
と
し
て
も
、地
の
文
章
に
埋

も
れ
て
し
ま
い
、
さ
ほ
ど
目
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ

の
せ
い
か
、
従
来
の
柳
宗
悦
論
に
お
い
て
も
、
柳
に
お
け
る

「
自
然
」
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
真
正
面
か
ら
論
じ
た
も
の

は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。し
か
し
、「
自
然
」
と
い
う
一

語
が
い
か
に
頻
繁
に
登
場
し
て
く
る
か
、あ
ら
た
め
て
注
意

し
な
が
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
、ほ
と
ん
ど
最
初
期
の
著
作

か
ら
満
遍
な
く
現
わ
れ
、美
や
宗
教
を
中
心
軸
と
し
て
繰
り

広
げ
ら
れ
る
議
論
の
背
後
で
、隠
れ
た
主
題
と
し
て
、「
自
然
」

が
伏
流
水
の
ご
と
く
流
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
否
応
な
く
気

づ
か
さ
れ
る
。

柳
宗
悦
・
自
然
・
模
様

1

　

し
か
し
な
が
ら
、あ
ま
り
に
も
漠
然
と
し
た
柳
宗
悦
に
お

け
る
「
自
然
」
と
い
う
課
題
に
、
は
た
し
て
何
を
鍵
と
し
て

近
づ
い
て
い
け
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。筆
者
も
そ
の
取
っ
掛

か
り
を
な
か
な
か
見
出
せ
ず
に
い
た
が
、柳
の
場
合
は
や
は

り
で
き
る
か
ぎ
り
具
体
的
な
主
題
を
手
が
か
り
、足
が
か
り

に
し
た
方
が
、柳
な
ら
で
は
の
思
想
を
少
し
で
も
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、こ
こ
で

は
主
と
し
て
「
模
様
」
に
そ
の
よ
う
な
役
割
を
委
ね
る
こ
と

に
し
た1

。な
ぜ「
模
様
」か
と
い
え
ば
、二
つ
の
理
由
が
あ
る
。

一
つ
に
は
柳
が
「
模
様
の
意
義
を
解
く
こ
と
と
、
美
を
解
く

こ
と
と
は
同
一
の
意
味
が
あ
る
」、「
工
芸
美
と
模
様
と
に
は

深
い
結
縁
が
潜
む
」（「
模
様
と
は
何
か
」『
工
芸
』
第
二
〇
号
、

一
九
三
二
年
八
月
。引
用
は
『
柳
宗
悦
全
集
』
第
一
三
巻
、筑
摩
書

房
、
一
九
八
二
年
、
五
四
九
頁
に
よ
る
。
以
下
一
三
─

五
四
九
と

略
記
）
と
述
べ
て
お
り
、「
模
様
」
は
「
工
芸
」
を
構
成
す
る
一

要
素
、一
部
分
と
い
う
以
上
に
、「
模
様
」の
な
か
に
柳
に
と
っ

て
の
「
工
芸
」
そ
の
も
の
の
あ
り
方
が
集
約
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。柳
の
「
模
様
」
は
そ
れ
ほ
ど
「
工

芸
」
そ
の
も
の
と
一
体
化
し
た
、
切
り
離
せ
な
い
要
素
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
柳
の
「
模
様
」、
一
般
に

は
近
代
以
降
「
図
案
」
と
呼
ば
れ
た
領
域
に
は
、日
本
の
「
近

代
美
術
」
が
抱
え
持
っ
た
矛
盾
が
映
し
出
さ
れ
て
お
り
、
柳

の
工
芸
論
や
模
様
論
は
そ
こ
に
対
し
て
も
鋭
い
問
題
意
識
を

含
み
つ
つ
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

筆
者
は
す
で
に
近
代
の
工
芸
図
案
に
つ
い
て
再
三
再
四
論

じ
て
き
て
い
る2

。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
を
前
提
と
し
て
、
柳
の

模
様
論
、さ
ら
に
は
工
芸
論
や
絵
画
論
と
特
に
関
わ
っ
て
く

る
部
分
を
中
心
に
言
及
す
る
に
留
め
る
。そ
の
た
め
に
幾
つ

か
の
要
点
を
ま
ず
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。一
つ
は
近
代
に

な
っ
て
「
図
案
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
と
と
も
に
、

そ
れ
自
体
、近
代
以
降
に
登
場
し
た
概
念
で
あ
り
領
域
で
あ

る
「
工
芸
」
の
分
野
で
、「
図
案
家
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
明

治
か
ら
大
正
に
か
け
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ

た
と
い
う
こ
と
。
そ
の
な
か
で
次
第
に
、
も
と
も
と
工
芸
品

そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
の「
図
案
」

「
近
代
美
術
」
と
し
て
の
「
図
案
」

2

第
二
章

柳
宗
悦
に
お
け
る
ワ
ザ
と
自
然

─
─
模
様
と
は
何
か

土
田
真
紀 

帝
塚
山
大
学
人
文
学
部
非
常
勤
講
師

モ
ノ
と
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ

第
１
部	

第二章　柳宗悦におけるワザと自然 ──模様とは何か
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が
、自
立
す
る
か
の
よ
う
な
傾
向
が
生
じ
て
き
た
と
い
う
こ

と
。
二
つ
に
は
、
図
案
家
の
需
要
が
高
ま
っ
た
の
は
特
に
輸

出
工
芸
の
分
野
で
あ
り
、産
業
振
興
と
い
う
使
命
を
帯
び
て

そ
の
活
躍
が
始
ま
っ
た
が
、一
九
〇
〇
年
の
パ
リ
万
博
以
降
、

一
部
の
図
案
家
に
「
自
己
の
表
現
」
へ
の
意
識
が
芽
生
え
、

過
去
の
図
案
の
焼
き
直
し
や
折
衷
的
手
法
を
廃
し
た
創
作
的

な
図
案
を
よ
し
と
す
る
動
き
が
登
場
し
て
き
た
と
い
う
こ

と
。
三
つ
に
は
、
そ
の
際
、
自
然
そ
の
も
の
を
出
発
点
と
し

て
い
か
に
新
し
い
図
案
を
創
作
す
る
か
、が
彼
ら
に
と
っ
て

切
実
な
課
題
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
。四
つ
に

は
、
そ
う
し
た
流
れ
か
ら
、
後
に
近
代
を
代
表
す
る
陶
芸
家

と
名
指
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
富
本
憲
吉
が
登
場
し
、「
模
様
」

の
創
造
を
自
ら
に
と
っ
て
最
大
の
課
題
と
し
て
取
り
組
み
、

十
数
年
後
に
『
富
本
憲
吉
模
様
集
』
と
い
う
未
曾
有
の
作
品

集
と
し
て
発
表
し
、
工
芸
図
案
の
世
界
を
「
近
代
美
術
」
の

一
つ
の
領
域
に
ま
で
高
め
よ
う
と
し
た
こ
と
。以
上
の
四
点

で
あ
る
。

　

こ
こ
で
ま
ず
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は
、近
代
の
図
案
に

と
っ
て
「
自
然
」
を
「
写
す
」
あ
る
い
は
「
描
く
」
と
い
う
こ

と
が
本
当
の
意
味
で
の
出
発
点
、起
点
で
あ
っ
た
と
い
う
点

で
あ
る
。一
方
で
過
去
の
膨
大
な
工
芸
品
を
図
案
の
源
泉
と

す
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
あ
っ
た
時
代
に
、明
確
な
自
覚
に

基
づ
い
た
制
作
態
度
と
し
て
こ
れ
を
開
始
し
た
の
は
京
都
の

図
案
家
津
田
青
楓
で
あ
っ
た
。
過
去
の
図
案
に
頼
ら
ず
、
自

然
か
ら
直
に
図
案
を
創
作
す
る
こ
と
が
、津
田
に
と
っ
て
の

「
自
己
の
表
現
」
の
確
立
に
不
可
欠
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

華
道
の
去
風
流
の
家
に
生
ま
れ
、
西
川
一
草
亭
を
兄
と
し
、

や
が
て
は
画
家
と
し
て
の
自
立
を
目
指
す
文
学
青
年
で
も

あ
っ
た
津
田
は
、後
に
夏
目
漱
石
の
本
の
装
幀
も
手
が
け
る

が
、
そ
の
自
覚
に
至
る
の
は
、
漱
石
が
文
展
の
批
評
に
「
芸

術
は
自
己
の
表
現
に
始
っ
て
、自
己
の
表
現
に
終
る
も
の
で

あ
る3

」
と
書
く
以
前
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
津
田
が
明
治
三
〇
年
代
に
描
い
た
図
案
は
、京
都
の

出
版
社
か
ら
図
案
集
と
し
て
も
出
版
さ
れ
、購
入
者
が
自
由

に
工
芸
品
に
応
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
図

案
は
工
芸
品
そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
さ
れ
、個
人
の
「
作
品
」

と
し
て
自
立
で
き
る
場
を
与
え
ら
れ
、や
が
て
大
正
期
に
入

る
と
、津
田
、富
本
憲
吉
、イ
ギ
リ
ス
人
バ
ー
ナ
ー
ド
・
リ
ー

チ
、藤
井
達
吉
ら
に
よ
っ
て
、さ
ら
な
る
「
図
案
の
芸
術
化4

」

へ
と
向
か
う
の
で
あ
る
。そ
の
な
か
で
も
富
本
が
特
に
重
要

だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、
恐
ら
く
自
覚
的
に
「
図
案
」
で
は
な

く
「
模
様
」
と
呼
ぶ
な
ど
、
自
ら
の
課
題
へ
の
徹
底
し
た
態

度
に
お
い
て
、こ
の
時
代
の
芸
術
観
を
最
も
よ
く
体
現
し
て

い
た
か
ら
で
あ
る
。富
本
は
、自
然
を
ま
ず
は
忠
実
に「
写
す
」

と
い
う
素
朴
な
「
自
然
主
義
」
の
段
階
を
脱
し
、「
自
然
」
の

生
命
そ
の
も
の
を
模
様
化
す
る
方
向
へ
と

突
き
進
ん
だ
。
そ
れ
は
、
柳
宗
悦
も
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
『
白
樺
』
同
人
が
ロ
ダ
ン

や
ゴ
ッ
ホ
、
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
、
セ
ザ
ン
ヌ
の

複
製
図
版
に
見
出
し
た
も
の
、
あ
る
い
は

文
学
に
お
い
て
は
北
原
白
秋
ら
の
仕
事
に

通
じ
る
生
命
主
義
と
も
い
う
べ
き
芸
術
観

で
あ
っ
た5

。

　

富
本
は
、
当
時
、
図
案
の
世
界
で
一
般

化
し
て
い
た
「
便
化conventionalize
」

と
い
う
手
法
を
厳
し
く
批
判
し
て
い
る
。

模
様
を
つ
く
ら
ん
と
て
、絵
画
と
異
り

た
る
何
事
か
変
化
し
た
る
線
条
と
色

彩
を
施
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
な
す
人

あ
り
。こ
の
方
法
は
便
化
と
名
付
け
ら
れ
あ
る
い
は
模
様

化
と
呼
ば
る
。
…
…
写
生
せ
ら
れ
た
る
雉
の
臀
尾
は
拡

げ
ら
れ
捩
ら
る
。
か
れ
等
は
実
に
自
然
の
背
信
者
に
し

て
、
ま
た
神
を
知
ら
ざ
る
の
徒
な
り
。
か
れ
等
の
模
様
と

は
、そ
は
た
だ
自
然
の
奇
形
の
み6

。

　

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、「
便
化
」
に
よ
る
「
図
案
」
に

せ
よ
、
富
本
の
「
模
様
」
に
せ
よ
、
自
然
を
も
と
と
し
、
何
ら

か
の
単
純
化
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と

い
う
点
で
あ
る
。
両
者
の
間
の
決
定
的
な
違
い
と
は
何
か
。

以
前
に
論
じ
た
よ
う
に
、富
本
は
対
象
で
あ
る
草
花
を
前
に

野
外
で
直
に
「
模
様
」
を
描
い
た
（
図
１
）。「
も
と
」
の
草
花

と
「
模
様
」
と
な
っ
た
草
花
と
は
、
戸
外
と
い
う
場
に
お
い

て
直
接
に
、最
短
距
離
で
繋
が
っ
て
い
る
。富
本
が
こ
だ
わ
っ

た
の
は
そ
こ
で
あ
る
。「
便
化
」
の
場
合
は
、
写
生
の
後
、
さ

図1　富本憲吉《松虫草》　1914 年頃　インク・紙
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ら
に
一
定
の
手
順
を
踏
ん
で
図
案
化
し
て
い
く
。さ
ら
に
言

え
ば
、
い
ま
「
対
象
」
と
仮
に
述
べ
た
が
、
富
本
の
場
合
、
そ

の
「
場
」
で
描
く
手
を
通
し
て
、「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
自

然
と
の
間
に
生
じ
る
距
離
を
無
化
し
、直
に
自
然
と
一
体
化

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ

の
結
果
、富
本
の
模
様
は
画
家
に
よ
る
下
絵
の
よ
う
に
見
え

る
が
、
そ
の
分
、
線
が
生
き
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
ま
で

完
成
し
た
模
様
と
し
て
で
き
る
だ
け
手
を
加
え
ず
に
器
の
表

面
に
描
か
れ
た
（
器
の
形
に
合
わ
せ
て
調
整
は
さ
れ
て
い
る

が
）。
こ
う
し
た
姿
勢
で
富
本
は
十
数
年
に
わ
た
っ
て
模
様

の
探
求
を
続
け
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
富
本
の
「
模
様
」
を
、
そ
し
て
そ
の
探
求
の

跡
を
、傍
ら
で
ず
っ
と
見
続
け
て
い
た
の
が
柳
宗
悦
で
あ
る
。

柳
が
「
模
様
」
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
て
い
く
に
あ
た
っ

て
、こ
の
こ
と
は
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
そ
の
上
で
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
富
本
の
模
様
に
つ
い

て
柳
は
次
の
よ
う
な
言
葉
を
書
き
記
し
て
い
る
。二
〇
年
来

の
交
流
を
経
て
、両
者
の
間
に
決
定
的
な
亀
裂
が
生
ま
れ
始

め
て
い
た
頃
で
あ
る
。

明
治
こ
の
方
窯
芸
界
で
陶
画
ら
し
い
陶
画
を
描
い
た
の

は
富
本
で
あ
る
。他
人
の
追
随
を
許
さ
な
い
幾
つ
か
の
染

付
を
残
し
た
。富
本
が
陶
工
と
し
て
そ
の
名
を
残
す
時
が

来
た
ら
、や
は
り
乾
山
に
於
て
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
陶
画

に
於
て
で
あ
ろ
う
と
思
う
。だ
が
富
本
は
同
時
に
多
く
の

模
様
を
紙
に
描
い
た
。
そ
れ
等
の
絵
画
と
、
彼
の
陶
画
を

比
べ
て
み
よ
う
。
富
本
の
所
謂
「
模
様
」
は
、
紙
に
描
い

富
本
憲
吉
の
「
模
様
」
と
柳
宗
悦

3

た
も
の
の
方
が
一
段
と
上
で
あ
る
こ
と
、木
米
の
場
合
と

変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
…
…
富
本
は
何
よ
り
画
家
な
の

で
あ
る
。（「
工
芸
雑
語
」『
工
芸
』
第
四
三
〜
四
八
号
、一
九
三

四
年
七
〜
一
二
月
、八
─

六
〇
〇
）

単
純
な
批
判
で
は
な
い
が
、十
数
年
を
陶
器
の
た
め
の
模
様

に
費
や
し
て
き
た
富
本
に
と
っ
て
は
聞
き
捨
て
な
ら
ぬ
言
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
至
る
ま
で
、
富
本
の
模
様

の
価
値
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
た
の
も
や
は
り
柳
で
あ
っ

た
。
こ
の
数
年
前
、
富
本
が
野
島
康
三
の
写
真
に
よ
る
私
家

版
の
『
富
本
憲
吉
模
様
集
』
の
準
備
を
進
め
て
い
た
間
も
、

柳
は
そ
れ
を
誰
よ
り
も
関
心
を
持
っ
て
見
守
っ
て
い
た7

。

　

柳
は
富
本
の
模
様
を
ど
の
よ
う
に
見
つ
め
て
き
た
の
か
。

遡
る
と
、「
民
芸
」
以
前
の
一
九
二
二
年
に
書
か
れ
た
「
富
本

君
と
陶
器
」
の
な
か
で
、「
日
本
の
陶
工
と
し
て
富
本
君
は
美

の
本
道
を
歩
い
て
い
る
恐
ら
く
唯
一
の
人
で
あ
ろ
う
」（「
富

本
君
の
陶
器
」『
中
央
美
術
』
第
八
巻
第
二
号
、一
九
二
二
年
二
月
、

一
四
─

一
五
一
）、「
彼
の
感
覚
は
活
き
て
い
る
。心
は
動
い
て

い
る
」（
一
四
─

一
五
二
）、「
形
は
簡
明
で
あ
り
模
様
は
単
純

で
あ
る
。僅
か
な
線
と
僅
か
な
筆
触
と
が
彼
に
於
て
全
て
で

あ
る
。優
秀
な
凡
て
の
古
作
品
と
同
一
な
法
則
が
彼
に
よ
っ

て
も
踏
ま
れ
て
い
る
」、「
彼
の
作
品
は
彼
の
心
の
美
に
守
ら

れ
て
い
る
。
然
も
彼
の
心
は
自
然
の
美
に
守
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
一
個
の
自
然
に
対
す
る
敬
虔
な
信
徒
で
あ
る
」（
一
四
─

一
五
三
）
と
、
柳
の
宗
教
哲
学
に
根
ざ
す
最
大
級
の
讃
辞
を

送
っ
て
い
る
。『
富
本
憲
吉
模
様
集
』が
刊
行
さ
れ
た
際
に
は
、

新
聞
広
告
の
推
薦
文
で
「
鋭
き
自
然
の
観
察
、
そ
の
実
相
の

速
か
な
把
捉
。
驚
く
べ
き
筆
の
走
り
、
そ
の
或
も
の
に
は
、

何
人
に
よ
っ
て
も
越
さ
れ
な
い
美
が
あ
り
力
が
あ
る
」（「
富

本
と
模
様
」『
東
京
朝
日
新
聞
』、
一
九
二
七
年
二
月
五
日
、
一
四

─

一
五
六
）
と
短
い
言
葉
で
そ
の
価
値
を
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
に
私
家
版
で
刊
行
し
た
著
書
『
陶

磁
器
の
美
』（
一
九
二
三
年
刊
）
に
、
柳
は
富
本
の
作
品
の
図

版
を
二
点
加
え
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
染
付
の
磁
器
で
、
模

様
の
美
し
さ
を
含
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、一
九
三
〇
年
代
に
入
り
、「
下
手
も
の
」
と
の

出
会
い
を
経
て
、模
様
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
て
い
く
に

つ
れ
、柳
は
富
本
の
模
様
に
疑
問
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。柳
は
「
紙
に
描
い
た
絵
画
」
と
「
陶
画
」
は
異

な
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
描
く
下
地
が
異
な
れ
ば
、
筆
の
走

り
も
筆
触
も
違
っ
て
く
る
。し
か
し
柳
が
感
じ
て
い
る
の
は

そ
の
違
い
だ
け
で
は
な
い
。

で
は
何
が
模
様
を
安
定
さ
せ
る
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

色
々
あ
ろ
う
が
、
中
で
も
三
つ
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

第
一
は
用
途
で
あ
り
、
第
二
は
材
料
で
あ
り
、
第
三
は
手

法
で
あ
る
。
是
等
の
も
の
に
よ
く
順
応
す
る
時
、
模
様
が

安
全
な
模
様
と
な
る
の
で
あ
る
。（「
模
様
と
は
何
か
」、
一

三
─

五
五
八
）

か
く
し
て
用
途
や
材
料
や
手
法
に
順
応
す
る
時
、美
が
人

間
の
過
ち
か
ら
解
放
さ
れ
る
。よ
い
模
様
は
自
然
の
救
い

に
よ
る
こ
と
が
大
き
い
。謂
わ
ば
他
力
的
な
恵
み
に
依
る

の
で
あ
る
。（
同
前
、一
三
─

五
六
〇
）

柳
が
富
本
を
「
何
よ
り
画
家
な
の
で
あ
る
」
と
断
じ
る
根
拠

は
ど
う
や
ら
こ
の
あ
た
り
に
見
出
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。柳
の

模
様
へ
の
見
方
が
深
ま
る
に
は
、
そ
の
間
に
出
会
っ
た
「
下

手
も
の
」
へ
の
観
察
が
必
要
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
下

手
も
の
」に
出
会
っ
た
と
き
、言
葉
に
な
る
以
前
に
柳
の「
眼
」

第二章　柳宗悦におけるワザと自然 ──模様とは何か
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は
ど
の
よ
う
な
模
様
を｢

美｣

と
捉
え
た
の
か
、そ
れ
が
「
下

手
も
の
」
そ
の
も
の
の
「
美
」
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

る
の
か
、「
民
芸
」
初
期
の
著
書
を
通
じ
て
確
か
め
て
お
く
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

一
九
二
七
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
雑
器
の
美
』
は
、
図
版
お

よ
び
図
版
解
説
が
付
さ
れ
た
最
初
の
「
民
芸
」
以
後
の
出
版

物
で
あ
る
。掲
載
さ
れ
た
品
物
の
ほ
と
ん
ど
に
何
ら
か
の
模

様
が
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
だ
け
で
単
純
に
柳
が
や
は
り
模

様
を
重
視
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
は
、写
真
で
は
も
と

の
味
わ
い
が
出
に
く
い
「
無
地
も
の
」
は
最
初
か
ら
割
愛
し

た
と
断
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。結
果
的
に
模
様
が
重
要
な

位
置
を
占
め
て
い
る
が
、そ
の
な
か
で
興
味
深
い
例
を
幾
つ

か
挙
げ
て
み
る
。

　

図
Ⅱ
の
木
製
の
《
髪
結
箱
》（
図
２
）。「
此
口
絵
の
箱
で
最

「
民
芸
」
初
期
の
蒐
集
品
と
「
模
様
」

4

も
美
し
い
部
分
」
と
し
て
「
側
面
に
あ
る
竹
模
様
の
金
具
」

を
挙
げ
、「
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
迄
美
し
く
出
来
る
か
と
云

う
感
じ
が
起
る
。
箱
は
全
体
と
し
て
形
引
き
し
ま
り
、
模
様

金
具
が
美
し
く
そ
れ
を
化
粧
す
る
」
と
し
て
い
る
（「
口
絵
解

説
」
日
本
民
芸
美
術
館
編
『
雑
器
の
美
』、
工
政
会
出
版
部
、
一
九

二
七
年
、一
〇
─

六
二
三
）。こ
の
髪
結
箱
は
、四
隅
を
は
じ
め
、

箱
の
縁
に
沿
っ
て
保
護
し
、頑
丈
に
す
る
た
め
の
金
具
で
覆

わ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
唯
一
、
純
粋
に
装
飾
的
な
要
素

と
い
え
る
の
が
竹
模
様
の
部
分
で
あ
る
。

　

図
Ⅴ
の
漆
絵
の
《
盆
》（
図
３
）。「
絵
が
秀
で
て
い
る
。
無

心
な
無
造
作
な
美
し
さ
が
あ
る
。…
…
古
い
も
の
に
な
る
と
、

技
巧
は
幼
稚
で
あ
る
が
、そ
れ
だ
け
美
し
さ
は
確
か
で
あ
る
。

手
法
も
模
様
も
極
め
て
単
純
で
あ
っ
て
、技
巧
の
錯
雑
さ
か

ら
来
る
病
い
が
な
い
。此
盆
は
甚
だ
「
下
手
」
で
あ
る
」
と
述

べ
る（
一
〇
─

六
二
四
）。「
技
巧
か
ら
来
る
病
い
」は
柳
が「
下

手
も
の
」
に
対
照
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
上
手
も
の
」
に
対
し

て
し
ば
し
ば
指
摘
す
る
弱
点
で
あ
る
。
漆
製
品
に
関
し
て
、

蒔
絵
で
は
な
く
、こ
の
盆
の
よ
う
な
漆
絵
と
呼
ば
れ
る
も
の

を
多
く
取
り
上
げ
る
こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
。後
者
の
多
く

は
一
般
に
「
浄
法
寺
」
と
呼
ば
れ
、岩
手
県
の
浄
法
寺
周
辺
、

お
よ
び
東
北
地
方
で
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

図
Ⅶ
の
《
自
在
鉤
》。鉄
製
で
橘
の
文
様
が
透
か
し
彫
り
に

さ
れ
て
い
る
。「
寒
い
土
地
で
は
常
に
炉
に
親
む
為
、そ
こ
に

用
い
ら
る
る
色
々
の
器
物
は
親
み
を
込
め
て
作
っ
て
あ
る
。

…
…
冬
ご
も
り
の
生
活
に
是
等
の
も
の
は
身
へ
の
用
で
あ
り

心
へ
の
慰
め
で
あ
る
。美
し
い
形
で
は
な
い
か
」（
一
〇
─

六

二
五
）。工
夫
を
凝
ら
し
た
自
在
鉤
の
模
様
に
、柳
は
寒
い
地

方
な
ら
で
は
の
生
活
を
見
て
取
っ
て
い
る
。

　

図
Ⅷ
以
降
は
主
と
し
て
陶
磁
器
で
あ
る
。初
期
の
蒐
集
品

で
特
に
特
徴
的
な
の
は
、
瀬
戸
の
石
皿
や
行
灯
皿
、
美
濃
や

肥
前
の
皿
や
鉢
な
ど
、い
ず
れ
も
ま
ず
は
模
様
に
注
意
が
引

き
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。図
Ⅷ
（
図
４
）
は
初
期
の
蒐
集

品
の
代
表
で
あ
る
志
野
の
粟
文
の
《
平
皿
》。「
描
か
れ
た
絵

に
は
難
の
打
ち
処
が
な
い
。
貧
し
い
一
本
の
粟
、
そ
れ
を
見

図２　《髪結箱》　江戸時代　欅・漆・真鍮（河井
寛次郎記念館蔵）

図３　《盆》（松に梅）　江戸時代　木・漆（日本民
藝館蔵）

図４　《平皿》（鉄絵粟文）　桃山時代（16 世紀）　
陶器　（日本民藝館蔵）
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守
り
し
眼
、
淀
み
な
く
描
き
し
筆
、
之
も
無
心
に
数
多
く
描

い
た
汗
多
き
仕
事
の
賜
物
で
あ
る
」（
一
〇
─

六
二
五
〜
六
二

六
）。こ
こ
で
も
後
期
の
も
の
ほ
ど
作
為
が
多
く
、病
的
に
な

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。Ⅸ
の
水
草
と
蛍
文
の
《
行
灯
皿
》

（
図
５
）
に
は
「
驚
く
べ
き
筆
触
の
美
が
あ
る
で
は
な
い
か
」

と
い
う
（
一
〇
─

六
二
六
）。
江
戸
期
ま
で
の
陶
磁
器
の
な
か

で
最
も
庶
民
に
ま
で
普
及
し
た
伊
万
里
焼
の
《
猪
口
》
に
つ

い
て
は
四
点
の
図
版
を
掲
げ
（
Ⅹ
〜　

）、「
小
さ
な
器
に
過

ぎ
な
く
は
あ
る
が
、日
本
の
藍
絵
の
歴
史
で
は
特
筆
さ
る
べ

き
位
置
を
占
め
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
素
地
も
よ
く
、
色
も

よ
く
、筆
も
よ
く
、絵
も
よ
く
、形
も
よ
く
、可
憐
な
も
の
が

多
い
」（
一
〇
─

六
二
七
）
と
、
小
品
な
が
ら
す
べ
て
が
過
不

足
な
く
釣
り
合
っ
た
美
し
さ
を
指
摘
し
て
い
る
。こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
後
で
再
び
論
じ
た
い
。

　

図　

は
、
流
し
釉
の
技
法
に
よ
る
陶
磁
器
で
、
江
戸
時
代

の
丹
波
焼
の
《
徳
利
》
を
取
り
上
げ
て
い
る
。「
窯
を
見
て
も

そ
う
で
あ
る
が
、作
ら
れ
た
も
の
は
貧
し
い
静
か
な
ひ
か
え

め
が
ち
な
渋
い
感
じ
の
す
る
も
の
が
多
い
。流
し
釉
が
此
窯

の
特
色
の
一
つ
で
あ
っ
て
」、「
何
れ
も
味
い
は
深
い
」
と
記

し
て
い
る（
一
〇
─

六
二
八
）。図　

の
信
楽
の
流
し
釉
の《
茶

壺
》（
図
６
）
に
つ
い
て
は
「
形
が
優
し
く
而
も
引
き
し
ま
っ

て
、
釉
の
黒
々
と
し
た
色
も
申
分
な
く
、
又
流
し
方
も
自
由

で
あ
る
」
と
そ
の
美
し
さ
を
解
説
し
て
い
る
（
一
〇
─

六
二

九
）。

　

全
体
の
調
和
の
と
れ
た
美
し
さ
を
最
も
重
視
し
つ
つ
、常

に
模
様
や
流
し
釉
の
美
し
さ
に
も
柳
の
「
眼
」
は
注
が
れ
て

い
る
。
そ
の
「
眼
」
の
働
き
に
確
か
に
一
貫
す
る
も
の
が
感

じ
ら
れ
る
一
方
で
、
当
初
、
柳
の
取
り
上
げ
た
工
芸
品
の
多

く
は
、広
く
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
き
た
も
の
と
い
う
だ
け

で
な
く
（「
民
衆
」
の
も
の
か
は
ど
う
か
は
と
も
か
く
）、時
代
的

に
は
江
戸
期
、な
か
で
も
後
期
か
ら
幕
末
に
か
け
て
つ
く
ら

れ
た
も
の
に
集
中
し
て
い
る
。
柳
の
場
合
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
蒐
集
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
強
調
し
て
お
き
た
い

が
、そ
の
「
結
果
」
に
対
し
て
柳
は
後
か
ら
意
味
づ
け
を
行
っ

て
も
い
る
。
そ
う
し
た
例
の
一
つ
と
し
て
「
染
付
」
の
場
合

を
取
り
上
げ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
染
付
」
の
産
地
で
あ
る
九
州
有
田
は
、

秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
伴
っ
て
日
本
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
朝
鮮

系
の
陶
工
た
ち
に
よ
る
絵
付
け
の
技
術
の
移
入
と
磁
土
の
発

見
に
、や
や
遅
れ
て
別
ル
ー
ト
で
伝
え
ら
れ
た
中
国
系
の
技

術
と
意
匠
が
加
わ
り
、当
初
は
中
国
の
磁
器
に
代
わ
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
へ
の
輸
出
用
の
や
き
も
の
と
し
て
の
需
要
を
基
盤

に
、
江
戸
初
期
に
産
地
と
し
て
急
速
に
発
展
し
た
。
や
が
て

国
内
で
も
高
級
品
か
ら
庶
民
向
け
ま
で
生
産
の
幅
が
拡
大

し
、「
染
付
」
と
い
う
き
わ
め
て
日
本
的
な
呼
称
と
と
も
に
定

着
し
た
。
こ
う
し
て
多
種
多
彩
な
「
染
付
」
の
器
が
大
量
に

生
産
さ
れ
た
が
、
柳
が
主
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
最
も
庶
民

に
ま
で
普
及
し
た
小
さ
な
器
類
で
、最
初
の
民
芸
関
係
の
印

刷
物
に
な
る
「
日
本
民
芸
美
術
館
設
立
趣
意
書
」
の
表
紙
を

唯
一
飾
っ
て
い
る
写
真
図
版
も
伊
万
里
の
小
碗
で
あ
る
（
図

７
）。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
『
雑
器
の
美
』
で
は
四
点
取
り

第二章　柳宗悦におけるワザと自然 ──模様とは何か

図５　《行灯皿》（鉄絵水草と蛍文）　江戸時代　
陶器

図 7　《番茶茶碗》（染付）　江戸時代（17 世紀）　
磁器（日本民藝館蔵）

図 6　《茶壺》　江戸時代（18 世紀）　陶器（日本民
藝館蔵）
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上
げ
、「
伊
万
里
の
藍
絵
は
も
と
よ
り
明
の
青
華
か
ら
来
た

も
の
で
あ
る
が
、か
か
る
「
下
手
も
の
」
に
な
る
に
及
ん
で
、

全
く
日
本
の
も
の
に
な
り
き
っ
た
と
云
っ
て
い
い
で
あ
ろ

う
」と
書
い
て
い
る（
一
〇
─

六
二
七
）。さ
ら
に『
工
芸
の
道
』

の
挿
図
Ⅴ
で
は
《
茶
飲
茶
碗
二
種
》
と
し
て
形
の
異
な
る
も

の
を
二
点
取
り
上
げ
、次
の
よ
う
に
解
説
を
加
え
て
い
る
。

模
様
も
極
め
て
自
由
で
あ
っ
て
創
造
に
富
む
。其
驚
く
べ

き
筆
致
は
、
あ
の
反
復
と
労
働
と
の
価
高
き
報
い
で
あ

る
。
素
地
も
優
れ
藍
の
色
も
亦
渋
い
。
見
て
美
し
く
触
れ

て
よ
く
、用
い
て
更
に
愛
が
起
る
。
…
…
伊
万
里
の
藍
絵

磁
器
は
、も
と
よ
り
明
清
又
は
李
朝
の
青
華
を
師
と
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
真
に
現
品
に
比
較
し
得
る
も
の
は
、
古

伊
万
里
の
他
に
は
、只
是
等
の
見
捨
て
ら
れ
た
雑
器
の
み

で
あ
る
。鍋
島
の
藍
絵
等
は
軟
弱
で
あ
っ
て
支
那
の
染
付

け
に
向
っ
て
は
立
ち
打
ち
が
出
来
な
い
。（『
工
芸
の
道
』、

ぐ
ろ
り
あ
そ
さ
え
て
、一
九
二
八
年
、八
─

二
四
四
）

そ
も
そ
も
柳
は
日
本
の
陶
磁
器
よ
り
中
国
や
朝
鮮
の
陶
磁
器

の
方
を
早
く
か
ら
蒐
集
し
、一
九
二
四
年
に
は
朝
鮮
民
族
美

術
館
を
開
設
し
て
い
る
。後
者
の
主
要
な
蒐
集
品
の
一
つ
は

朝
鮮
時
代
の
青
華
磁
器
で
あ
っ
た
。
明
清
や
「
李
朝
」
の
や

き
も
の
を
熟
知
し
た
上
で
、
染
付
の
「
上
手
も
の
」
の
代
表

で
あ
る
鍋
島
で
は
な
く
、
最
も
「
下
手
も
の
」
と
い
う
名
に

ふ
さ
わ
し
い
猪
口
を
柳
の
「
眼
」
は
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
「
日
本
の
も
の
に
な
り
き
っ
た
」
と
柳
は
い
う
。

そ
し
て
、
こ
う
し
た
染
付
猪
口
の
模
様
が
、
美
濃
や
瀬
戸
を

産
地
と
す
る
、筆
に
よ
る
絵
付
け
が
さ
れ
た
陶
器
と
共
通
点

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、実
際
上
も
根
拠
が
あ
る
。

　

一
方
、柳
が
取
り
上
げ
た
陶
磁
器
の
な
か
で
も
う
一
つ
の

グ
ル
ー
プ
を
成
し
て
い
る
流
し
釉
は
、日
本
以
外
で
は
あ
ま

り
見
ら
れ
な
い
手
法
で
あ
る
こ
と
を
柳
は
指
摘
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
技
法
が
江
戸
の
後
期
か
ら
明
治
に
か
け
て
日
本
の

か
な
り
広
い
範
囲
に
普
及
し
、
定
着
し
て
、
生
活
の
た
め
の

雑
器
に
広
く
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
柳
の
「
眼
」
が
美
し
い

と
判
断
し
た
品
々
は
、
後
か
ら
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
外
来

の
ワ
ザ
で
あ
れ
、
在
来
の
ワ
ザ
で
あ
れ
、
一
定
の
年
月
を
か

け
て
そ
の
地
に
定
着
し
た
技
法
で
製
作
さ
れ
て
い
る
。定
着

す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
土
地
に
対
し
て
何
ら
か
の
必
然
性

が
あ
り
、
安
定
し
た
需
要
も
あ
り
、
材
料
の
供
給
の
面
か
ら

も
無
理
が
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。結
論
を
先
取
り

す
れ
ば
、
そ
の
背
後
で
働
い
て
い
る
も
の
が
柳
の
い
う
「
自

然
」
な
の
で
は
な
い
か
。
か
な
り
漠
然
と
は
し
て
い
る
が
、

次
の
よ
う
な
言
葉
は
そ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

民
衆
の
美
を
支
え
た
力
は
自
然
で
あ
っ
た
。民
衆
は
自
然

の
前
に
は
従
順
で
あ
っ
た
。彼
等
は
自
然
の
意
志
か
ら
遠

い
も
の
を
試
み
る
事
が
な
か
っ
た
。
…
…
而
も
な
ぜ
か

く
も
平
凡
な
彼
等
の
作
が
美
し
い
の
で
あ
る
か
。そ
こ
に

は
個
性
が
沈
み
、自
然
そ
の
も
の
が
現
れ
る
か
ら
だ
と
云

え
な
い
だ
ろ
う
か
。（『
工
芸
の
道
』、八
─
一
三
八
）

染
付
に
せ
よ
、
流
し
釉
に
せ
よ
、
柳
が
美
し
い
と
し
て
い
る

の
は
こ
の
よ
う
な
自
然
に
支
え
ら
れ
た
美
な
の
で
あ
る
。で

は
な
ぜ
同
じ
日
本
で
作
ら
れ
る
染
付
で
あ
り
な
が
ら
、高
級

品
の
鍋
島
で
は
な
く
雑
器
の
蕎
麦
猪
口
に
こ
そ
美
が
あ
る
の

か
。い
ず
れ
も
中
国
お
よ
び
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
同
じ

技
術
を
基
礎
に
し
て
い
る
が
、そ
こ
に
柳
は
「
技
術
」
と
「
技

巧
」
の
区
別
を
見
て
い
る
。

少
量
よ
り
作
ら
な
い
時
、作
者
は
尚
も
第
二
の
欠
点
に
陥

る
。な
ぜ
な
ら
多
作
の
み
が
技
術
を
完
き
熟
達
に
導
く
か

ら
で
あ
る
。技
術
は
経
験
で
あ
る
。
…
…
技
術
は
数
多
く

作
る
事
な
く
し
て
は
あ
り
得
な
い
。ま
し
て
技
術
を
す
ら

超
え
る
あ
の
自
由
さ
が
、あ
の
繰
り
返
し
と
汗
な
く
し
て

得
ら
る
る
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
少
量
の
作
は
技
巧
の
作

で
あ
ろ
う
と
も
、
技
術
の
作
で
あ
る
事
は
出
来
ぬ
。
否
、

技
術
が
乏
し
い
故
に
、技
巧
を
以
て
そ
れ
を
作
為
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
技
巧
の
美
は
人
為
で
あ
る
が
、
技
術

の
美
は
自
然
で
あ
る
。（『
工
芸
の
道
』、八
─

一
〇
〇
）

意
識
は
作
為
で
あ
り
加
工
で
あ
る
。技
巧
は
そ
の
反
映
で

あ
る
。
醜
い
工
芸
は
屡
々
技
巧
の
工
芸
で
は
な
い
か
。
意

識
と
技
巧
と
は
い
つ
も
並
び
進
む
。末
期
の
工
芸
が
痛
ま

し
く
も
其
生
命
を
失
っ
た
の
は
、無
益
な
技
巧
の
超
過
に

よ
る
。
知
識
に
立
つ
個
人
作
家
は
多
く
此
弊
に
落
ち
る
。

又
見
る
者
も
屡
々
技
巧
と
美
と
を
誤
認
す
る
。だ
が
美
は

生
命
で
あ
り
、
技
巧
は
形
骸
に
過
ぎ
ぬ
。（
同
前
、
八
─

一

四
四
）

こ
れ
ら
の
柳
の
言
に
従
う
な
ら
ば
、
鍋
島
は
「
技
巧
」
の
作

で
あ
り
、蕎
麦
猪
口
は「
技
術
」の
作
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
様
に
瀬
戸
の
石
皿
や
行
灯
皿
、流
し
釉
の
徳
利
や
壺
も「
技

術
」
の
作
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
る
程
度
納
得
が
い
く
と
し
て

も
、「
技
術
の
美
は
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
は
や
は
り

違
和
感
が
残
る
。
そ
れ
は
次
に
考
察
す
る
、
柳
が
「
模
様
と

は
何
か
」
と
題
し
た
一
文
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
模
様
論
に

対
し
て
も
最
初
は
感
じ
る
も
の
で
あ
る
。し
か
し
そ
の
よ
う

な
見
方
に
、
む
し
ろ
柳
の
「
自
然
」
に
対
す
る
見
方
の
根
幹
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が
表
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
模
様
と
は
何
か
」
は
、模
様
を
主
題
と
し
て
扱
っ
た
柳
の

唯
一
の
論
考
で
、民
芸
運
動
の
い
わ
ば
機
関
誌
と
し
て
前
年

に
創
刊
し
た
『
工
芸
』
の
第
二
〇
号
（
一
九
三
二
年
八
月
発
行
）

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。そ
の
な
か
で
「
模
様
」
と
「
自
然
」
の

関
係
を
柳
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
、そ
の
一
端
は

次
の
よ
う
な
言
葉
に
端
的
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。

私
達
は
自
然
を
よ
き
模
様
以
上
に
美
し
く
見
る
こ
と
は

出
来
な
い
。（「
模
様
と
は
何
か
」、一
三
─

五
五
三
）

模
様
に
は
自
然
の
自
然
が
あ
る
。（
一
三
─

五
五
四
）

柳
自
身
「
普
通
、
絵
画
と
模
様
と
は
区
別
さ
れ
る
。
絵
画
は

自
然
の
描
写
で
あ
り
、模
様
は
人
間
が
構
成
す
る
も
の
だ
と

云
う
」（
一
三
─

五
五
五
）
と
断
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
の
手

に
よ
っ
て
生な

ま

の
自
然
を
単
純
化
、
様
式
化
し
た
「
模
様
」
は

人
工
で
あ
り
、そ
の
意
味
で
模
様
の
美
は
ど
こ
ま
で
も
自
然

の
美
に
基
づ
き
、
従
う
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
美
を
超
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
普
通
は
考
え
る
。柳
の
模
様
論
は
そ
う

し
た
常
識
を
覆
そ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る

が
、そ
の
な
か
で
具
体
的
な
例
に
触
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
も

述
べ
て
い
る
。

一
つ
の
笹
紋
が
、あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
笹
で
あ
る
こ
と
は
誰

も
が
知
っ
て
い
る
。笹
紋
は
笹
で
は
な
い
。笹
の
象
徴
で
あ

る
。だ
が
驚
く
べ
き
こ
と
に
私
達
は
却
っ
て
そ
こ
に
笹
の
笹

「
模
様
と
は
何
か
」

5

を
感
じ
る
。感
じ
れ
ば
こ
そ
笹
紋
で
あ
る
。（
一
三
─

五
五
一
）

こ
れ
ら
の
言
葉
は
間
違
い
な
く
柳
自
身
の
経
験
と
実
感
に
基

づ
い
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
特
に
「
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る

笹
」
と
い
う
言
い
回
し
は
注
意
を
引
く
。こ
の
「
笹
紋
」
は
紋

章
の
話
で
あ
る
が
、こ
こ
で
は
柳
が
蒐
集
し
た
日
本
民
芸
館

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
か
ら
笹
お
よ
び
竹
を
モ
テ
ィ
ー
フ

と
し
た
文
様
の
表
現
の
実
例
を
挙
げ
て
み
た
い
。

　

早
い
時
期
で
は
、一
九
二
〇
年
代
初
頭
に
朝
鮮
民
族
美
術

館
の
た
め
に
蒐
集
し
た
陶
器
に
し
ば
し
ば
笹
や
竹
が
描
か
れ

て
い
る
。そ
も
そ
も
柳
が
美
術
館
設
立
を
計
画
す
る
は
る
か

以
前
、初
め
て
朝
鮮
半
島
に
足
を
踏
み
入
れ
て
す
ぐ
に
釜
山

で
最
初
に
購
入
し
た
壺
も
笹
に
雲
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
鉄

砂
の
壺
で
あ
っ
た
。
模
様
と
し
て
特
に
目
を
惹
く
の
は
《
鉄

砂
竹
文
壺
》（
図
８
）
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
も
数
点
の
笹
お

よ
び
竹
文
の
品
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
非
常
に
簡
潔
で
、
単
色

で
筆
を
省
い
て
描
か
れ
て
い
る
。し
か
し
一
目
見
て
笹
や
竹

で
あ
る
と
わ
か
る
。「
模
様
と
は
何
か
」で
柳
は
、模
様
は「
与

え
ら
れ
た
も
の
の
単
純
化
」
で
あ
り
、「
凡
て
の
無
駄
を
取
り

去
っ
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
残
る
時
、
模
様
が
現

れ
る
と
も
云
え
る
」、「
そ
れ
故
よ
い
模
様
は
簡
潔
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
（
一
三
─

五
五
二
）。
朝
鮮
陶
磁
の
笹
文
、
竹

文
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
特
徴
を
備
え
て
い
る
。

　

し
か
し
、柳
が
述
べ
る
模
様
の
特
質
は
そ
れ
だ
け
に
留
ま

ら
な
い
。柳
は
ブ
レ
イ
ク
の
言
葉
を
借
り
つ
つ
、模
様
を
「
想

像im
agination

」
の
産
物
と
し
、「
非
現
実
的
」、「
非
合
理

的
」、「
或
意
味
で
は
誇
張
で
あ
る
」と
も
い
う
。さ
ら
に
は「
よ

い
模
様
は
し
ば
し
ば
凄
く
さ
え
あ
る
」、「
ど
ん
な
模
様
も
そ

れ
が
美
し
い
限
り
、必
然
的
に
グ
ロ
テ
ス
ク
の
相
を
帯
び
て

く
る
」（
一
三
─
五
五
三
）。そ
の
よ
う
な
文
様
表
現
を
蒐
集
品

の
な
か
に
見
出
そ
う
と
す
る
と
、
染
織
品
が
思
い
当
た
る
。

も
と
も
と
三
河
万
歳
の
衣
装
で
あ
っ
た
と
い
う
裂
に
型
染
め

で
表
わ
さ
れ
た
竹
は
、
よ
く
見
る
と
雪
持
ち
で
、
雪
の
部
分

に
色
が
差
し
て
あ
り
、写
実
と
は
ほ
ど
遠
い
稚
拙
と
も
言
え

る
表
現
で
あ
る
（
図
９
）。そ
れ
で
い
て
型
を
用
い
て
染
め
抜

か
れ
た
葉
の
シ
ャ
ー
プ
な
輪
郭
の
美
し
さ
が
際
立
っ
て
お

り
、柳
の
い
う
「
笹
の
象
徴
」、「
笹
の
笹
」
と
い
う
意
味
合
い

が
実
感
と
し
て
伝
わ
る
。さ
ら
に
「
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
笹
」

や
「
グ
ロ
テ
ス
ク
の
相
」
と
い
う
形
容
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い

の
は
、
合
羽
刷
り
に
よ
る
暖
簾
で
、
白
地
に
黒
一
色
で
染
め

上
げ
ら
れ
、全
体
の
上
半
分
を
笹
の
葉
の
重
な
り
が
占
め
て

い
る
（
図
10
）。
民
芸
館
所
蔵
の
染
織
品
の
な
か
で
も
、
あ
る

い
は
日
本
の
染
め
の
歴
史
全
般
に
お
い
て
も
特
異
な
品
で
あ

り
、
い
わ
ゆ
る
名
品
と
は
対
極
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
、
柳

の
「
眼
」
の
独
自
な
働
き
方
は
こ
う
い
う
品
に
最
も
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

第二章　柳宗悦におけるワザと自然 ──模様とは何か

図８　《鉄砂竹文壺》　朝鮮時代（17 世紀後半）　陶器
（日本民藝館蔵）
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こ
れ
ら
の
型
染
め
の
竹
や
合
羽
刷
り
の
暖
簾
の
笹
は
、自

然
の
「
単
純
化
」
と
い
う
だ
け
で
は
片
付
け
ら
れ
な
い
性
質

を
帯
び
て
い
る
。
絵
付
け
に
よ
る
模
様
と
は
違
い
、
何
ら
か

の
「
型
」
を
用
い
る
こ
れ
ら
の
染
織
品
で
は
、
材
料
や
手
法

か
ら
生
じ
る
制
約
や
不
自
由
さ
が
、筆
に
よ
る
場
合
よ
り
も

一
層
強
く
働
い
て
い
る
が
、「
想
像
」
や
「
直
観
」
の
働
き
に

加
え
、「
誇
張
」
や
「
非
合
理
」、「
グ
ロ
テ
ス
ク
な
相
」
は
こ

う
し
た
「
型
」
の
使
用
か
ら
必
然
的
に
生
じ
る
一
種
の
制
約

に
も
由
来
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。あ
る
特
定
の
工
芸

的
な
ワ
ザ
に
伴
う
、
人
間
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
「
不
自
由
」

で
あ
る
性
質
が
、模
様
と
自
然
の
関
係
に
ど
う
関
わ
っ
て
い

る
か
、
次
に
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
う
し
た
模
様
に
こ
そ
際
立
っ
た
美
し
さ
を
見
出
す
と
こ
ろ

に
、
柳
の
「
眼
」
と
、
そ
の
「
眼
」
を
出
発
点
と
し
て
深
め
ら

れ
た
模
様
論
の
独
自
性
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
く
る
よ
う
に

思
う
。
同
時
に
そ
れ
は
、
す
で
に
触
れ
た
富
本
憲
吉
の
模
様

に
対
す
る
批
評
や
、本
来
の
絵
画
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に

関
わ
る
非
常
に
独
創
的
な
見
方
に
も
繋
が
っ
て
い
る
。

　
「
模
様
と
は
何
か
」
は
「
私
は
前
か
ら
一
度
こ
の
問
題
を
取

り
扱
っ
て
み
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。だ
が
こ
と
が
難
し
く
自

分
の
考
え
の
未
熟
を
想
う
て
時
が
長
く
過
ぎ
た
」
で
始
ま
る

（
一
三
─

五
四
九
）。『
雑
器
の
美
』
お
よ
び
『
工
芸
の
道
』
か
ら

三
、四
年
の
間
に
も
柳
が
模
様
に
つ
い
て
の
思
索
を
深
め
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
上
「
併
し
美
の
問
題
を
思
う
毎

に
、
い
つ
も
い
つ
も
こ
の
題
材
に
戻
っ
て
く
る
。
そ
れ
ほ
ど

も
の
の
美
し
さ
と
、も
の
の
模
様
化
と
に
は
密
接
な
関
係
が

感
じ
ら
れ
た
。
模
様
の
意
義
を
解
く
こ
と
と
、
美
を
解
く
こ

と
と
は
同
一
の
意
味
が
あ
る
、そ
う
私
に
は
思
え
る
の
で
あ

る
。
特
に
工
芸
美
と
模
様
と
は
深
い
結
縁
が
潜
む
」（
同
前
）

と
も
述
べ
て
お
り
、『
工
芸
の
道
』
に
よ
っ
て
ひ
と
と
お
り
の

体
系
的
な
工
芸
論
を
構
築
し
た
後
、さ
ら
に
工
芸
美
に
つ
い

模
様
と
絵
画

6

て
掘
り
下
げ
て
い
く
際
に
、「
模

様
」
が
一
つ
の
鍵
で
さ
え
あ
っ
た

こ
と
も
わ
か
る
。し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
意
外
に
看

過
さ
れ
て
き
た
。

　
「
模
様
と
は
何
か
」
の
な
か
で

は
直
接
触
れ
て
は
い
な
い
が
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
間
に
柳
は
長
期
間

に
わ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ス
ト

ン
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在
し
て
い
る
。

模
様
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
欧

米
の
美
術
館
で
西
洋
の
絵
画
、
と

り
わ
け
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
写
実
的
な
絵
画
の
実
物
に
数
多

く
接
し
た
実
体
験
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。も
ち
ろ
ん
同
時
に
ル
ネ
サ
ン
ス
以
前
の
絵
画
も
同

じ
ぐ
ら
い
柳
は
目
に
し
た
は
ず
で
あ
る
。そ
う
し
た
こ
と
へ

の
直
接
の
言
及
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
い
い
ぐ
ら
い
見
ら
れ

な
い
が
、先
に
触
れ
た
富
本
の
模
様
を
批
評
し
た
文
章
に
お

い
て
、
一
五
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
の
画
家
パ
オ
ロ
・
ウ
ッ
チ
ェ

ル
ロ
の
絵
画
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。こ
の

《
サ
ン
・
ロ
マ
ー
ノ
の
戦
い
》
は
三
連
作
で
、パ
リ
の
ル
ー
ヴ

ル
美
術
館
ほ
か
三
館
の
所
蔵
で
あ
り
、滞
欧
中
に
柳
が
実
物

を
見
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、こ
の
初
期
ル
ネ
サ
ン
ス
を

代
表
す
る
イ
タ
リ
ア
絵
画
に
出
会
い
、柳
は
そ
の
工
芸
的
な

美
し
さ
に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
模
様
」
に
関

す
る
議
論
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
帯
び
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。《
サ
ン
・
ロ
マ
ー
ノ
の
戦
い
》
に
見
出
し
た

美
し
さ
に
つ
い
て
柳
は
次
の
よ
う
に
書
く
。

図10　《笹文暖簾》　木綿・手描、合羽刷（日本民
藝館蔵）

図９　《衣装裂》　江戸時代（17 世紀）　大麻・型
染（日本民藝館蔵）
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あ
の
絵
は
実
に
美
し
い
。
非
常
に
大
幅
で
、
そ
の
画
面
の

隅
々
ま
で
多
数
の
人
物
や
ら
、
器
具
や
ら
、
自
然
や
ら
、

複
雑
極
ま
る
構
図
を
克
明
に
描
き
尽
し
て
あ
る
。そ
れ
な

の
に
全
体
に
リ
ズ
ム
を
失
わ
ず
、静
で
味
い
が
深
々
し
て

い
る
。
色
は
穏
か
で
又
と
な
く
美
し
い
。（「
工
芸
雑
語
」、

八
─

六
〇
五
）

最
大
の
讃
辞
を
述
べ
な
が
ら
、
同
時
に
「
こ
ん
な
絵
は
今
の

時
代
で
は
も
う
出
来
難
い
の
だ
と
私
は
思
う
。」
と
も
述
べ
、

そ
の
理
由
を
「
何
に
し
て
も
せ
わ
し
な
い
現
代
」
と
「
そ
の

時
代
が
持
つ
時
間
が
、
ゆ
と
り
を
心
に
与
え
た
」
と
い
う
違

い
に
見
て
い
る
。
同
じ
「
美
へ
の
道
」
で
は
あ
っ
て
も
、「
セ

ザ
ン
ヌ
の
道
と
ウ
チ
ェ
ロ
の
道
と
は
違
う
」
の
で
あ
っ
て
、

「
油
絵
で
も
セ
ザ
ン
ヌ
や
ホ
ッ
ホ
を
昔
の
も
の
に
比
べ
れ
ば
、

描
写
や
手
法
が
実
に
簡
略
で
あ
る
。こ
の
道
の
方
が
近
代
人

に
適
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（
八
─

六
〇
五
）
と
文
明
論
的
な

考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
『
白
樺
』
を
創
刊

し
て
間
も
な
い
頃
に
、
柳
は
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
、
さ
ら
に

は
ブ
レ
イ
ク
に
出
会
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
想
起
し

た
い
。
大
正
の
半
ば
以
降
、
柳
は
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ッ
ホ
か
ら

完
全
に
離
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、決
し
て
否
定
し

去
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

　

ウ
ッ
チ
ェ
ル
ロ
は
初
期
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
な
か

で
も
や
や
特
異
な
存
在
で
あ
り
、
柳
が
《
サ
ン
・
ロ
マ
ー
ノ

の
戦
い
》
に
見
出
し
た
美
し
さ
は
画
家
の
個
性
の
現
れ
で
も

あ
る
。
が
、
こ
の
こ
と
を
美
術
史
の
流
れ
に
即
し
て
考
え
る

と
、透
視
図
法
的
遠
近
法
の
浸
透
と
と
も
に
写
実
的
傾
向
を

強
め
、
人
や
も
の
や
風
景
を
正
確
に
「
写
す
」
こ
と
に
集
中

し
始
め
、
ま
た
形
式
と
し
て
も
額
縁
を
持
つ
独
立
し
た
「
タ

ブ
ロ
ー
形
式
」
が
主
流
に
な
っ
て
い
く
西
洋
絵
画
史
を
、「
模

様
」
や
「
民
画
」
の
問
題
と
の
関
連
で
相
対
化
し
て
捉
え
る
、

こ
の
時
期
の
日
本
人
と
し
て
は
稀
な
視
点
を
柳
は
備
え
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

普
通
、
絵
画
と
模
様
と
は
区
別
さ
れ
る
。
絵
画
は
自
然
の

描
写
で
あ
り
、
模
様
は
人
間
が
構
成
す
る
も
の
だ
と
云

う
。
だ
が
是
等
の
も
の
が
分
離
し
て
き
た
の
は
、
比
較
的

近
代
の
こ
と
に
属
す
る
。昔
は
是
等
の
も
の
に
は
結
合
が

あ
っ
た
。
古
い
絵
画
は
著
し
く
模
様
的
で
あ
っ
た
。
昔
は

写
実
風
な
絵
画
は
な
か
っ
た
。そ
の
発
生
は
歴
史
が
第
二

の
過
程
に
移
っ
た
こ
と
を
語
る
。（「
模
様
と
は
何
か
」、
一

三
─

五
五
五
）

い
ま
考
え
れ
ば
そ
の
と
お
り
で
あ
り
、
柳
の
い
う
「
第
二
の

過
程
」
が
今
度
は
「
第
三
の
過
程
」
に
移
っ
て
い
く
段
階
に

登
場
し
て
き
た
の
が
セ
ザ
ン
ヌ
で
あ
り
ゴ
ッ
ホ
な
の
で
あ

る
。そ
こ
に
西
洋
に
お
け
る
油
絵
技
法
が
辿
っ
た
歴
史
が
深

く
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
油
絵
と
い
う
、
そ

れ
以
前
の
フ
レ
ス
コ
や
テ
ン
ペ
ラ
の
技
法
に
比
べ
て
は
る
か

に
融
通
が
効
き
、
汎
用
性
の
高
い
技
法
、
す
な
わ
ち
人
間
か

ら
見
て
よ
り
自
由
度
の
高
い
技
法
が
「
第
二
の
過
程
」
を
準

備
し
、
そ
し
て
数
百
年
を
経
て
「
第
三
の
過
程
」
に
移
行
し

た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。柳
は
ウ
ッ
チ
ェ
ル
ロ
の
絵
画

を
評
価
し
、
か
つ
セ
ザ
ン
ヌ
と
ゴ
ッ
ホ
へ
の
関
心
も
実
は

失
っ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。だ
と
す
れ
ば
「
第
二
の
過
程
」

の
絵
画
、す
な
わ
ち
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
一
九
世
紀
末
ま
で
の

絵
画
、要
す
る
に
近
代
以
降
の
日
本
美
術
が
ま
さ
に
「
絵
画
」

と
見
な
し
て
き
た
「
自
然
の
描
写
」
と
し
て
の
絵
画
の
あ
り

方
こ
そ
を
、柳
は
ま
さ
に
こ
こ
で
問
お
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

だ
が
進
ん
で
私
は
こ
う
思
う
。今
も
い
い
絵
画
は
模
様
的

で
あ
る
と
。
模
様
と
異
る
も
の
が
絵
画
な
の
で
は
な
い
。

模
様
に
達
し
な
い
絵
画
こ
そ
ま
だ
充
分
な
絵
画
で
は
な

い
。絵
画
だ
と
て
法
則
を
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
。
…
…

模
様
に
熟
し
た
時
、
絵
画
が
更
に
絵
画
に
な
る
の
で
あ

る
。（
同
前
、八
─

五
五
五
〜
五
五
六
）

　

し
か
し
こ
こ
で
決
定
的
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。な
ぜ
写

実
的
な
「
自
然
の
描
写
」
よ
り
も
「
人
間
が
構
成
す
る
模
様
」

の
方
が
「
自
然
の
自
然
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
考
え

れ
ば
忠
実
な
「
自
然
の
描
写
」
の
方
が
「
自
然
」
に
近
く
、抽

象
化
さ
れ
た
模
様
は
「
自
然
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
柳
の
考

え
る
絵
画
と
模
様
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、ル
ネ
サ
ン
ス
以
降

の
絵
画
は
「
自
然
の
描
写
」
で
あ
る
と
し
て
も
、模
様
は
「
人

間
が
構
成
す
る
も
の
」
と
い
う
世
間
一
般
の
前
提
が
そ
も
そ

も
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
「
模
様
と
は
何
か
」
の
前
半
で
、柳
は
「
凡
て
の
模
様
は
見

方
の
所
産
で
あ
る
」（
一
三
─

五
五
〇
）、「
よ
い
模
様
は
直
観

で
捕
え
ら
れ
た
本
質
的
な
も
の
の
姿
で
あ
る
」、「
模
様
は
活

き
た
も
の
の
姿
で
あ
る
」（
一
三
─

五
五
一
）、「
凡
て
の
無
駄

を
取
り
去
っ
て
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
残
る
時
、
模

様
が
現
れ
る
と
も
云
え
る
」（
一
三
─

五
五
二
）、「
ど
ん
な
模

様
も
そ
れ
が
美
し
い
限
り
、必
然
に
グ
ロ
テ
ス
ク
の
相
を
帯

び
て
く
る
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
。
模
様
は
美
の
強
化
だ
か

ら
で
あ
る
。そ
れ
は
偽
り
を
有
た
な
い
誇
張
と
呼
ん
で
も
い

い
。
…
…
だ
か
ら
模
様
は
た
と
え
写
実
で
は
な
く
と
も
、写

実
を
超
え
た
実
相
に
達
す
る
」（
一
三
─

五
五
三
）
と
、
美
し

い
模
様
を
生
み
出
す
の
は
や
は
り
人
間
の
「
直
観
」
で
あ
り

第二章　柳宗悦におけるワザと自然 ──模様とは何か
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「
想
像
力
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。決
し
て
「
構
成
す

る
」（「
便
化
」
を
想
起
さ
せ
る
）
と
い
う
よ
う
な
知
的
な
方
法

で
恣
意
的
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
直
観
や
想
像
力
は
自
然
の
美
を
凝
縮
す
る
（「
美
の
エ

キ
ス
」）
が
ゆ
え
に
、「
本
質
的
な
も
の
の
姿
」、「
活
き
た
も
の

の
姿
」
で
あ
り
得
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
私
達
は
自
然
を
よ
き
模

様
以
上
に
美
し
く
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
」。
す
で
に
見
た

よ
う
に
、こ
う
し
た
意
味
で
の
「
よ
き
模
様
」
こ
そ
、富
本
が

自
ら
の
実
践
を
通
じ
て
求
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。富
本
の
簡

潔
で
生
命
力
を
帯
び
た
模
様
は
「
自
然
の
描
写
」
や
「
便
化
」

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。そ
の
直
接
性
を
生
み
出
し
て
い
る

の
は
、柳
の
い
う
「
直
観
」
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、だ
か

ら
こ
そ
「
誇
張
」
が
「
偽
り
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
。そ
の
意
義

を
柳
は
充
分
に
認
識
し
、そ
れ
が
富
本
の
模
様
へ
の
高
い
評

価
に
繋
が
っ
て
い
た
。そ
の
点
で
富
本
の「
模
様
」は
、「
絵
画
」

と
し
て
優
れ
て
い
た
。あ
る
い
は
柳
が
ほ
と
ん
ど
言
及
し
よ

う
と
し
な
い
日
本
近
代
の
画
家
た
ち
よ
り
優
れ
て
い
る
と
柳

は
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
「
自
然
」
は
個
人
の
直
観
に
よ
る
「
よ
き
見
方
」

に
よ
っ
て
も
「
よ
き
模
様
」
た
り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け

で
は
充
分
で
な
い
。「
よ
き
模
様
」
に
は
「
自
然
」
と
の
関
わ

り
に
お
い
て
さ
ら
に
別
の
力
が
働
い
て
い
る
。富
本
の
模
様

が
、
陶
画
と
し
て
よ
り
も
「
紙
の
上
」
に
描
か
れ
た
方
が
優

れ
て
い
る
こ
と
を
柳
は
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

す
で
に
掲
げ
た
そ
の
理
由
は
、「
模
様
と
は
何
か
」
の
後
半
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
。陶
画
は
、紙
の
上
の
模
様
に
は
な
い
様
々

な
条
件
、す
な
わ
ち
用
途
や
材
料
や
手
法
を
伴
う
と
い
う
点

で
あ
る
。

　

一
般
の
通
念
で
は
紙
の
上
に
描
く
方
が
「
自
由
」
で
あ
り
、

陶
画
は
そ
れ
に
比
べ
る
と
様
々
な
「
不
自
由
」
を
伴
う
。が
、

そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
初
め
て
成
立
す
る
の
が
陶
画
、す

な
わ
ち
陶
磁
器
の
上
に
描
か
れ
た
模
様
な
の
で
あ
る
。「
美

し
い
多
く
の
陶
画
は
、
寧
ろ
激
し
い
労
働
や
、
単
調
な
反
復

や
、
仕
事
の
単
純
化
や
、
そ
れ
等
の
こ
と
に
由
来
す
る
の
で

あ
る
」（「
工
芸
雑
語
」、八
─

六
〇
七
）。そ
う
し
た
人
間
に
と
っ

て
の
「
不
自
由
さ
」
か
ら
模
様
は
生
ま
れ
、
し
か
し
そ
の
こ

と
が
か
え
っ
て
模
様
を
「
自
然
」
に
近
づ
け
る
。

よ
い
模
様
に
は
ど
ん
な
力
が
働
い
て
い
る
か
。模
様
は
人

間
の
技
が
生
む
も
の
で
あ
る
が
、寧
ろ
自
然
の
理
法
を
活

か
す
の
が
、
凡
て
の
技
の
使
命
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
種
の

工
作
で
は
あ
る
が
、
人
間
の
造
作
と
い
う
よ
り
、
自
然
を

更
に
自
然
に
帰
す
技
芸
で
あ
る
。そ
れ
は
人
間
が
人
間
の

誇
り
を
示
す
た
め
で
は
な
く
、自
然
の
不
思
議
な
力
を
讃

え
る
た
め
だ
と
云
え
る
。あ
る
い
は
之
を
人
間
が
間
接
に

な
る
作
物
と
呼
ん
で
も
い
い
。人
間
の
作
用
が
間
接
に
な

れ
ば
、そ
れ
だ
け
自
然
の
作
用
が
直
接
に
な
る
と
も
云
え

る
。
…
…
不
思
議
に
も
自
然
は
人
間
に
或
不
自
由
さ
を

与
え
る
事
に
よ
っ
て
、始
め
て
よ
い
模
様
を
得
る
自
由
を

人
間
に
許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（「
模
様
と
は
何
か
」、
一

三
─

五
五
七
〜
五
五
八
）

別
の
言
葉
で
い
え
ば
、柳
の
い
う「
模
様
」と
は
、人
間
が「
自

然
」
と
い
う
「
地
」
か
ら
「
図
」
と
し
て
描
き
出
す
も
の
で
は

な
く
、「
人
間
の
技
」
を
介
し
た
「
地
」
と
し
て
の
「
自
然
」
の

働
き
そ
の
も
の
、「
地
」
そ
の
も
の
が
凝
縮
さ
れ
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
の
「
技
」
が

よ
い
模
様
を
生
み
出
し
、
工
芸
美
を
生
み
出
す
。
美
し
い
模

様
や
工
芸
品
は
、間
違
い
な
く
人
間
の
工
作
物
で
あ
り
な
が

ら
、
自
然
の
所
産
で
あ
る
、
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て

の
モ
ノ
や
ワ
ザ
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
こ
と
を
柳

は
言
い
た
い
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
に
「
模
様
は
自
然
の

自
然
で
あ
る
」
と
い
う
柳
の
真
意
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
型
染
め
や
合
羽
刷
り
の
笹
文
・
竹
文
に
は

こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。何
ら

か
の
「
型
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
「
不
自
由
」
が

生
ま
れ
る
。
し
か
し
そ
の
「
不
自
由
さ
」
こ
そ
が
人
間
の
ワ

ザ
の
み
で
な
く
、「
自
然
」
を
も
「
自
然
」
に
帰
し
て
く
れ
る
。

こ
こ
に
柳
が
「
技
術
」
と
「
技
巧
」
を
区
別
す
る
意
味
も
は
っ

き
り
と
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
柳
の
模
様
論
を
近
代
の
芸
術
論
の
な
か
で
捉
え

よ
う
と
す
る
と
、そ
の
位
置
を
見
失
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

こ
こ
で
近
代
以
前
の
芸
術
思
想
全
般
と
比
較
す
る
だ
け
の
力

を
筆
者
は
持
た
な
い
が
、
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
、
芭
蕉

の
俳
句
に
つ
い
て
の
優
れ
た
見
方
を
通
し
て
若
干
の
考
察
を

最
後
に
試
み
て
お
き
た
い
。

　

言
葉
に
よ
る
表
現
の
分
野
で
は
芭
蕉
の
「
造
化
に
し
た
が

い
、
造
化
に
か
え
れ
と
な
り
」
な
ど
、
簡
潔
な
が
ら
す
で
に

古
典
と
な
っ
た
芸
術
思
想
が
あ
り
、多
く
の
人
々
に
よ
っ
て

そ
の
中
身
が
繰
り
返
し
問
わ
れ
て
き
た
。た
と
え
ば
北
山
正

迪
は
芭
蕉
の
句
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

句
は
自
然
に
ふ
と
出
た
。
…
…
造
化
を
生
き
る
芭
蕉
の
、

高
次
の
「
日
常
」
と
い
え
よ
う
か
。
…
…
表
現
に
心
は
思

わ
ず
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
作
為
は
な
い
。

無
作
為
の
作
為
と
い
っ
た
自
覚
的
な
も
の
も
な
い
。発
句

と
い
う
「
型
」
の
自
然
性
も
そ
こ
に
は
見
ら
れ
よ
う
が
、

日
本
の
芸
術
思
想
と
柳
の
模
様
論

7
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窺
え
る
の
は
芭
蕉
の
句
作
者
と
し
て
の
「
日
常
底
」
で
あ

る
。
…
…
留
意
さ
れ
る
の
は
、人
生
と
自
然
と
の
重
な
り

が
芭
蕉
の
平
常
底
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。梅
と

若
菜
と
と
ろ
ろ
汁
は
同
じ
重
さ
で
並
ん
で
い
る
。自
然
と

人
為
の
間
に
区
別
が
な
い
の
は
、芭
蕉
に
お
い
て
、日
常
、

自
然
と
重
な
っ
た
人
生
が
生
き
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
い

う
も
の
で
あ
ろ
う
。併
せ
て
「
無
為
」
で
あ
る
。梅
を
観
る

こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、若
菜
を
観
る
こ
と
が
生
き

る
こ
と
で
あ
り
、と
ろ
ろ
汁
を
口
に
す
る
こ
と
が
生
き
る

こ
と
で
あ
っ
て
、そ
れ
ら
の
間
に
区
別
は
無
い
の
で
あ
る
。

芭
蕉
に
お
い
て
は
、「
人
」
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
そ
こ
に

あ
る
。「
自
然（
お
の
ず
か
ら
）」の「
生
」の
上
に
句
が
成
る
。

芭
蕉
は
や
は
り
高
い
意
味
で
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ぶ

べ
き
で
あ
ろ
う
。
芭
蕉
の
連
句
は
、
そ
う
し
た
人
の
自
覚

的
な
造
形
で
あ
る
。自
然
の
根

に
還
る
深
さ
の
方
向
と
、

造
化
に
従
っ
て
創
造
し
て
ゆ
く
歴
史
の
方
向
と
、
広
く

人
々
の
方
に
拡
が
っ
て
ゆ
く
広
さ
の
方
向
と
が
、連
句
の

方
向
で
あ
り
、
芭
蕉
は
連
句
に
よ
っ
て
「
人
間
の
型
」
を

告
げ
て
い
た
と
い
い
う
る
よ
う
に
思
わ
れ
る8

。

長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
一
見
す
る
と
全
く
か
け
離
れ
た

ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
俳
句
と
工
芸
、あ
る
い
は
模
様
と
に
通
底

す
る
も
の
が
ぼ
ん
や
り
と
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
柳
も
ま
た
「
平
常
底
」
と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
用
い
て

い
る
。
北
山
に
倣
う
な
ら
、
人
の
ワ
ザ
と
自
然
の
重
な
る
平

常
底
か
ら
模
様
も
「
下
手
も
の
」
も
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
新
た
な
疑
問
も
生
じ
て
く
る
。

模
様
や
工
芸
品
は
芭
蕉
の
俳
句
の
よ
う
に
「
ふ
と
出
る
」
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。俳
句
に
も
厳
然
と
し
た
「
型
」
が
あ
り
、

作
句
に
も
技
法
や
技
巧
は
必
要
と
さ
れ
る
。
だ
と
し
て
も
、

そ
の
型
や
ワ
ザ
を
超
え
て
、と
き
に
は
ワ
ザ
も
型
も
一
切
な

い
と
こ
ろ
に
「
ふ
と
出
る
」
の
が
、
俳
句
に
限
ら
な
い
本
来

の
「
詩
」
の
言
葉
、詩
的
な
言
語
で
あ
ろ
う
。し
か
し
言
葉
な

ら
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
ふ
と
出
る
」
こ
と

が
模
様
や
工
芸
品
に
可
能
だ
ろ
う
か
。す
で
に
見
た
よ
う
に
、

そ
れ
ら
は
用
途
を
前
提
と
し
、扱
う
べ
き
材
料
（
モ
ノ
）
が
あ

り
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
ワ
ザ
が
動
か
し
が
た
く
あ
る
。
材

料
は
苦
労
し
て
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、ワ
ザ
の
習
得
に
は

長
年
の
身
体
的
な
訓
練
が
必
要
で
あ
る
。模
様
や
工
芸
品
そ

の
も
の
は「
ふ
と
」は
生
ま
れ
が
た
い「
不
自
由
さ
」を
背
負
っ

て
い
る
。と
こ
ろ
が
、そ
の
「
ふ
と
」
は
生
ま
れ
な
い
モ
ノ
が

も
う
一
度
生
ま
れ
る
瞬
間
が
あ
る
。
柳
が
「
下
手
も
の
」
の

美
に
出
会
っ
た
と
き
は
ま
さ
に
そ
の
一
例
で
あ
る
。こ
の
モ

ノ
に
と
っ
て
二
度
目
の
誕
生
の
瞬
間
と
い
え
る
と
き
に
美
が

「
ふ
と
」
現
れ
た
。世
阿
弥
が
「
花
は
見
る
人
の
心
に
珍
し
き

が
花
な
り
」と
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
花
」は
咲
く
側
に
と
っ

て
の
「
花
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
「
見
る
人
の
心
」
に
と
っ

て
の
「
花
」
で
も
あ
る
。こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
、す
ぐ
れ
た

能
の
演
者
で
あ
っ
た
観
世
寿
夫
も
、日
本
語
の「
自
然
」に「
フ

ト
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

日
本
の
中
世
の
意
識
の
一
つ
に
自
然
観
、と
い
う
こ
と
が

あ
る
と
思
う
が
、
大
体
日
本
語
の
「
自
然
」
と
い
う
語
に

は
、「
フ
ト
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
と
く
に
中
世
で
は

は
っ
き
り
そ
の
意
を
使
う
。
…
…
こ
の
「
フ
ト
」
に
は
、

偶
然
の
意
と
、
必
然
の
意
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思

う
。
自
然
の
中
で
咲
く
花
も
、
や
が
て
咲
き
、
や
が
て
散

り
ま
た
来
年
に
な
れ
ば
咲
く
。舞
台
の
芸
も
一
回
ず
つ
消

え
る
。い
か
に
魅
力
の
あ
る
舞
台
も
そ
の
夜
の
う
ち
に
消

え
去
っ
て
し
ま
う
。
咲
く
側
と
、
見
る
側
と
が
、
計
算
を

立
て
て
対
面
す
る
の
で
は
な
く「
フ
ト
」出
会
っ
た
と
き
、

そ
の
「
花
」
は
ど
れ
ほ
ど
美
し
い
だ
ろ
う
か9

。

俳
諧
や
能
楽
に
限
ら
ず
、
和
歌
、
連
歌
な
ど
の
文
学
、
い
け

ば
な
、
茶
の
湯
な
ど
の
芸
能
に
お
い
て
、
日
本
の
芸
術
思
想

は
深
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
歴
史
の
な
か
に

突
出
し
た
存
在
と
し
て
孤
立
的
に
在
る
個
人
に
よ
る
、本
質

的
な
意
味
で
の
「
個
性
の
表
現
」
を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
も

の
で
、そ
こ
に
お
い
て
も
や
は
り
型
や
無
作
為
や
無
心
や
自

然
が
問
題
と
さ
れ
る
。こ
れ
に
対
し
て
柳
は
、「
工
芸
」や「
模

様
」
な
ど
、
モ
ノ
を
つ
く
る
ワ
ザ
、
し
か
も
突
出
し
た
個
人

と
は
無
縁
の
領
域
に
お
い
て
、同
じ
原
理
を
見
出
し
た
の
で

あ
る
。そ
こ
に
非
常
に
重
要
な
意
義
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。柳
が
発
見
し
た「
模
様
」の
美
し
さ
、「
下
手
も
の
」

の
美
し
さ
も
ま
た
、
必
然
と
偶
然
が
重
な
っ
た
瞬
間
に
「
ふ

と
」
姿
を
現
わ
す
。
そ
れ
は
歴
史
的
現
実
の
な
か
で
そ
う
な

る
べ
き
必
然
性
を
持
ち
な
が
ら
、「
美
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

の
は
あ
く
ま
で
も
歴
史
的
時
間
を
超
え
た
偶
然
に
お
い
て
で

あ
る
。「
花
自
身
は
自
分
が
ど
ん
な
印
象
を
人
に
与
え
て
い

る
か
知
り
は
し
な
い11

」
が
、柳
が
モ
ノ
（
＝
花
）
に
出
会
っ
た

と
き
、
そ
の
美
は
「
ふ
と
」
現
れ
た
。
し
か
し
そ
の
瞬
間
、
す

で
に
モ
ノ
自
体
に
美
は
生
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。柳
の「
自

然
」
と
は
、
こ
う
し
た
モ
ノ
や
ワ
ザ
や
美
の
根
底
に
横
た
わ

る
も
の
そ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。モ
ノ
を
つ
く

る
人
の
ワ
ザ
か
ら
も
美
し
さ
は
「
ふ
と
」
生
じ
る
。
そ
こ
に

働
い
て
い
る
の
は
芭
蕉
の
い
う
「
造
化
」
で
あ
り
、「
平
常
底
」

と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
で
あ
る
。

だ
が
凡
て
を
知
ら
ず
と
も
、彼
の
手
は
速
か
に
動
い
て
い

第二章　柳宗悦におけるワザと自然 ──模様とは何か
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る
。名
号
は
既
に
人
の
声
で
は
な
く
神
の
声
だ
と
云
わ
れ

て
い
る
が
陶
工
の
手
も
既
に
彼
の
手
で
は
な
く
、自
然
の

手
だ
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
美
を
工
風
せ
ず
と

も
、
自
然
が
美
を
守
っ
て
く
れ
る
。
彼
は
何
も
打
ち
忘
れ

て
い
る
の
だ
。
無
心
な
帰
依
か
ら
信
仰
が
出
て
く
る
様

に
、
自
か
ら
器
に
は
美
が
湧
い
て
く
る
の
だ
。（「
下
手
も

の
の
美
」『
越
後
タ
イ
ム
ス
』
第
七
七
一
号
、一
九
二
六
年
九
月

一
九
日
、八
─

三
）

今
日
美
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
皆H

om
o-centric

「
人

間
中
心
」の
所
産
で
あ
る
。だ
が
工
芸
は
そ
う
で
は
な
い
。

そ
う
で
は
な
い
が
為
に
卑
下
せ
ら
れ
た
。併
し
そ
う
で
は

な
い
が
故
に
讃
美
さ
れ
る
日
は
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。工

芸
は
之
に
対
しN

atura-centric

「
自
然
中
心
」
の
所
産

で
あ
る
。（『
工
芸
の
道
』、八
─

六
九
）

ワ
ザ
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
柳
に
お
い
て
、「
模

様
は
自
然
の
自
然
で
あ
る
」
と
い
う
一
語
に
も
深
い
芸
術
思

想
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
柳
が
戦
後
、
丹
波
焼

の
「
灰は

い

被か
つ
ぎ」（

図
11
）
の
美
し
さ
に
ふ
と
気
づ
い
た
の
も
ま
た

必
然
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

灰
被
は
云
わ
ば
自
然
釉
で
、人
間
の
意
図
し
た
釉
薬
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。こ
の
灰
被
が
丹
波
焼
に
は
非
常
に
多
い
の

で
あ
り
ま
す
が
、之
こ
そ
純
然
た
る
他
力
美
な
の
で
あ
り

ま
す
。
人
間
の
個
人
が
ど
う
仕
様
も
な
い
も
の
。
つ
ま
り

灰
被
は
窯
の
構
造
や
焚
き
方
か
ら
必
然
に
起
る
現
象
で
、

そ
ん
な
も
の
は
当
時
は
却
っ
て
し
く
じ
り
で
さ
え
あ
っ

た
で
し
ょ
う
。つ
ま
り
人
間
の
作
為
、計
画
、企
図
、策
略

と
は
全
然
関
係
の
な
い
自
然
の
技
で
あ
り
ま
す
。こ
こ
で

灰
被
の
美
は
自
然
物
の
美
に
非
常
に
近
付
い
て
来
ま
す
。

人
間
が
作
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、自
然
の
贈
る
着

物
を
着
て
現
れ
ま
す
。そ
の
美
し
さ
に
無
量
の
も
の
が
あ

り
ま
す
。（「
物
と
宗
教
」『
世
界
仏
教
』、第
一
三
巻
第
一
〇
号
、

一
九
五
八
年
一
〇
月
、一
八
─

二
二
六
〜
二
二
七
）

注１　

本
論
考
で
展
開
し
て
い
る
柳
宗
悦
に
お
け
る
模
様
と
自
然
、
あ

る
い
は
模
様
と
絵
画
と
い
う
主
題
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
の
は
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
に
行
っ
た
染
色
家
の
柚
木
沙
弥
郎
氏
へ

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。
こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
、
筑
摩
書
房
か
ら

「
ち
く
ま
学
芸
文
庫
」
の
一
書
と
し
て
出
版
さ
れ
る
『
柳
宗
悦
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
２　

も
の
』（
二
〇
一
一
年
二
月
刊
行
）
所
収
の
解
説
の
た
め

に
行
っ
た
が
、
パ
オ
ロ
・
ウ
ッ
チ
ェ
ル
ロ
の
話
を
は
じ
め
、
そ
の
際
に

柚
木
氏
か
ら
伺
っ
た
お
話
を
通
じ
て
受
け
た
示
唆
が
多
大
で
あ
る
こ

と
を
お
断
り
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
柚
木
氏
に
心
か
ら

お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

２　

土
田
眞
紀
『
さ
ま
よ
え
る
工
芸
─
─
柳
宗
悦
と
近
代
』
草
風
館
、

二
〇
〇
七
年
所
収
の
各
論
文
、
特
に
「
第
一
章　

明
治
・
大
正
の
工
芸

図
案
─
─
図
案
の
「
芸
術
化
」
を
め
ぐ
っ
て
」
に
ま
と
め
ら
れ
た
論

文
で
詳
し
く
触
れ
て
い
る
。

３　

夏
目
漱
石
「
文
展
と
芸
術
」『
東
京
朝
日
新
聞
』
一
九
一
二
年
一

〇
月
一
二
〜
一
五
日
。
引
用
は
岩
波
文
庫
版
の
磯
田
光
一
編
『
漱
石
文

芸
論
集
』、
一
八
八
頁
に
よ
る
。
津
田
青
楓
は
自
身
の
図
案
集
『
う
づ

ら
衣
』（
芸
艸
堂
、一
九
〇
六
年
）
の
第
三
巻
に
付
し
た
序
文
の
な
か
で
、

初
め
て
「
自
己
の
表
現
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

４　
「
図
案
の
芸
術
化
」
と
い
う
言
葉
は
、
夏
目
漱
石
に
師
事
し
た
文

芸
評
論
家
小
宮
豊
隆
の
以
下
の
文
章
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
用
い
ら
れ

て
い
る
。
小
宮
豊
隆
「
図
案
の
芸
術
化
」『
文
章
世
界
』
一
九
一
四
年

一
〇
月
号
。

５　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
以
下
の
論
文
で
触
れ
て
い
る
。
土
田
眞
紀

「「
模
様
」
の
近
代
─
─
『
富
本
憲
吉
模
様
集
』
の
意
味
」『
さ
ま
よ
え

る
工
芸
』、
一
〇
二
〜
一
二
一
頁
。

６　

富
本
憲
吉
「
数
個
の
陶
片
」『
窯
辺
雑
器
』
文
化
生
活
研
究
会
、

一
九
二
五
年
、
二
〜
三
頁
。

７　

富
本
憲
吉
は
『
富
本
憲
吉
模
様
集
』
刊
行
に
向
け
て
の
準
備
を

一
九
二
二
、
三
年
に
開
始
し
て
お
り
、
私
家
版
の
第
一
集
は
一
九
二
三

年
に
希
望
者
に
頒
布
さ
れ
た
。
柳
は
限
定
二
〇
部
の
私
家
版
の
購
入

者
の
一
人
で
、
そ
の
頃
、
柳
宗
悦
か
ら
野
島
康
三
に
宛
て
た
手
紙
に
模

様
集
の
写
真
へ
の
言
及
が
あ
る
。

８　

北
山
正
迪
「
芭
蕉
の
系
譜
」『
古
今
集
か
ら
現
代
へ
』
和
泉
書
院
、

一
九
九
八
年
、
二
八
二
〜
二
八
三
頁
。

９　

観
世
寿
夫
『
心
よ
り
心
に
伝
ふ
る
花
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇

〇
八
年
、
一
八
〜
一
九
頁
（
単
行
本
は
一
九
七
九
年
に
白
水
社
か
ら
刊

行
）。

10　

同
前
、
一
九
頁
。

図11　《自然釉甕》　鎌倉時代（14 世紀）　炻器
（日本民藝館蔵）



● 025

イ
ザ
イ
ホ
ー
の
島

　

こ
ん
に
ち
は
。
大
重
潤
一
郎
で
す
。
右
半
身
不
随
な
も
の

で
す
か
ら
、言
葉
が
少
し
聞
き
取
り
に
く
い
か
と
思
い
ま
す

が
、ご
容
赦
く
だ
さ
い
。

　

私
は
ず
っ
と
沖
縄
に
お
り
ま
す
。
久く

高だ
か

島じ
ま

と
、
病
院
通
い

な
ど
で
那
覇
市
と
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
い
ま
す
。留
守

宅
が
神
戸
に
あ
る
の
で
、今
日
は
神
戸
か
ら
来
ま
し
た
。

　

い
ま
鎌
田
さ
ん
が
ビ
デ
オ
（『
久
高
オ
デ
ッ
セ
イ
・
第
二
部
』）

を
流
し
て
く
だ
さ
っ
た
の
で
、少
し
お
分
か
り
い
た
だ
け
た

と
思
う
の
で
す
が
、
沖
縄
本
島
が
あ
り
ま
す
ね
。
そ
の
沖
縄

本
島
南
部
の
東
海
上
に
あ
る
の
が
久
高
島
で
す
。沖
縄
本
島

か
ら
船
で
二
〇
分
ぐ
ら
い
の
と
こ
ろ
で
す
。

　

琉
球
王
府
は
一
四
〇
〇
年
頃
か
ら
始
ま
っ
て
、一
五
〇
〇

年
に
八
重
山
列
島
ま
で
を
平
定
し
て
現
在
に
至
る
版
図
を
完

成
し
ま
し
た
。

　

そ
の
頃
、
政
治
は
男
が
や
り
、
祭
り
ご
と
は
女
が
や
る
と

い
う
こ
と
が
定
着
し
ま
し
た
。王
の
妻
や
妹
な
ど
が
祭
り
ご

と
を
司
る
わ
け
で
す
。最
高
位
の
女
性
は
聞き

こ

得え

大お
お

君き
み

に
な
る

の
で
す
が
、
そ
の
戴
冠
式
や
、
重
要
な
行
事
の
時
に
拝
ん
だ

場
所
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
は
斎せ

ー

場ふ
ぁ

御う

嶽た
き

と
い
い
ま
し
て
、
沖

縄
の
世
界
遺
産
の
中
心
的
な
場
所
で
す
。そ
こ
か
ら
拝
ん
だ

の
が
、久
高
島
で
す
。

　

も
と
も
と
久
高
島
に
は
独
自
に
民
間
で
や
る
祭
り
ご
と
が

あ
っ
た
の
で
す
が
、
一
五
〇
〇
年
代
に
、
琉
球
王
国
が
か
な

り
き
ち
っ
と
し
た
官
制
に
し
ま
し
た
。祭
り
も
少
な
か
ら
ぬ

影
響
を
受
け
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
現
在
、
イ
ザ
イ
ホ
ー

と
い
う
沖
縄
で
最
大
の
祭
り
は
な
く
な
り
ま
し
た
が
、も
と

も
と
あ
っ
た
祭
り
は
続
い
て
い
ま
す
。

　

最
後
の
イ
ザ
イ
ホ
ー
の
時
、次
の
祭
り
が
な
く
な
る
な
ん

て
誰
も
思
わ
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、三
十
歳
を
迎
え
た
女
性

た
ち
が
神
に
仕
え
る
神か

み
ん
ち
ゅ人

に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
一

九
七
八
年
を
最
後
に
、役
割
だ
け
残
さ
れ
た
ま
ま
三
〇
数
年

た
っ
て
、
そ
の
時
三
〇
歳
だ
っ
た
神
人
も
七
〇
歳
に
な
り
、

み
ん
な
一
昨
年
に
卒
業
し
た
の
で
す
。

　

久
高
島
は
、
そ
う
い
う
意
味
で
、
ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
島

で
す
。そ
の
島
の
お
話
を
、「
ワ
ザ
と
こ
こ
ろ
」
と
い
う
面
か

ら
、若
干
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

原
初
状
態
へ
の
共
感

　

昨
日
、
た
ま
た
ま
朝
日
新
聞
夕
刊
の
文
化
欄
に
、
民
俗
学

者
の
谷
川
健
一
先
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
載
っ
て
い
ま

し
た
。「
神
と
つ
な
が
っ
て
い
る
世
界
を
見
つ
め
る
」
と
い
う

見
出
で
す
。
谷
川
先
生
と
は
沖
縄
で
よ
く
出
会
う
の
で
す
。

こ
の
方
は
、宮
古
島
の
狩か

り

俣ま
た

集
落
に
何
度
も
行
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
こ
は
、
琉
球
王
国
の
影
響
が
全
然
な
い
の
で
す
。
で

も
、
久
高
島
は
琉
球
王
国
が
被
さ
っ
て
い
ま
す
。
イ
ザ
イ

ホ
ー
と
い
う
祭
り
が
中
心
で
す
が
、他
の
祭
り
は
も
と
も
と

民
間
の
も
の
で
す
。
こ
の
記
事
に
も
あ
る
よ
う
に
、
谷
川
さ

ん
は「
民
俗
学
と
は
神
と
人
間
と
自
然
の
交
渉
の
学
で
あ
る
」

と
言
っ
て
い
ま
す
。少
し
だ
け
読
み
ま
す
。

　
「
最
初
に
久
高
島
に
行
っ
た
ら
、
強
烈
な
衝
撃
を
受
け
ま

し
た
。
古
代
以
前
の
時
代
に
出
会
っ
た
感
覚
で
し
た
。
宮
古

を
通
じ
て
、
古
代
以
前
の
世
界
、
い
わ
ば
原
初
の
世
界
が
見

え
て
く
る
気
が
し
た
。
私
の
研
究
は
沖
縄
と
の
出
合
い
を

第
三
章

久
高
島
に
伝
わ
る
海
の
民
の

ワ
ザ
と
こ
こ
ろ

大
重
潤
一
郎 

映
画
監
督
（
記
録
映
画『
久
高
オ
デ
ッ
セ
イ
』な
ど
）・

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
沖
縄
映
像
文
化
研
究
所
理
事
長

モ
ノ
と
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ

第
１
部	

第三章　久高島に伝わる海の民のワザとこころ
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き
っ
か
け
に
、
古
代
や
神
の
世
界
に
向
か
い
ま
し
た
。
毎
年

の
よ
う
に
沖
縄
に
足
を
運
ん
で
い
ま
す
。も
っ
と
も
通
っ
た

の
が
宮
古
で
す
」

　

こ
の
方
は
宮
古
を
調
査
し
て
い
ま
す
が
、よ
く
同
行
し
た

人
が
い
ま
す
。
比ひ

嘉が

康や
す

雄お

と
い
う
、
写
真
家
で
あ
り
民
俗
学

者
で
す
。二
〇
〇
〇
年
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。比
嘉
さ
ん
は
、

宮
古
島
も
撮
り
ま
し
た
け
ど
、久
高
島
に
通
う
こ
と
に
集
中

し
ま
し
た
。

　

比
嘉
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、久
高
島
は
誰
も
見
向
き

も
し
な
く
な
り
ま
し
た
。
私
は
、「
島
を
ほ
っ
た
ら
す
の
か
。

そ
れ
な
ら
お
れ
が
、イ
ザ
イ
ホ
ー
が
な
く
な
っ
て
か
ら
三
回

目
の
一
二
年
が
く
る
ま
で
ず
っ
と
追
っ
か
け
て
み
よ
う
」
と

思
い
ま
し
た
。何
ら
か
の
か
た
ち
で
再
生
す
る
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
で
一
二
年
間
の
計
画
で
撮
影
し
、い
ま
八
年
目
で
す
。

　

第
一
部
、
第
二
部
が
完
成
し
ま
し
て
、
い
ま
観
て
い
た
だ

い
た
の
が
第
二
部
の
冒
頭
で
す
。第
一
部
の
撮
影
が
終
わ
る

前
に
病
気
で
倒
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、電
動
カ
ー
で
回
っ
て

い
ま
す
。
若
者
た
ち
と
、
息
子
が
一
人
お
り
ま
し
て
、
彼
ら

が
助
け
て
く
れ
て
、現
在
も
撮
影
を
続
け
て
お
り
ま
す
。

　

私
も
、
谷
川
さ
ん
の
結
論
と
ほ
ぼ
い
っ
し
ょ
な
の
で
す
。

同
じ
沖
縄
で
も
、
沖
縄
本
島
に
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
を
は

じ
め
と
す
る
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。三
〇
〇
キ
ロ
近
く
海

に
隔
て
ら
れ
た
宮
古
島
に
は
、そ
の
よ
う
な
資
料
は
ほ
と
ん

ど
な
い
。い
わ
ば
「
文
化
」
が
な
い
の
で
す
。私
に
は
そ
れ
が

魅
力
で
し
た
。文
化
的
な
も
の
を
調
査
し
た
い
気
持
ち
も
あ

り
ま
し
た
が
、知
識
万
能
で
は
な
い
世
界
に
も
引
か
れ
て
い

ま
し
た
。
東
京
は
、
宮
古
、
久
高
と
は
異
質
の
世
界
で
あ
り
、

そ
れ
に
飽
き
足
ら
な
か
っ
た
。虚
飾
や
レ
ト
リ
ッ
ク
を
取
り

外
し
た
原
初
状
態
に
共
感
し
た
の
で
す
。

　

ま
さ
に
こ
の
「
原
初
状
態
へ
の
共
感
」
が
一
番
の
キ
ー
ポ

イ
ン
ト
で
す
。こ
れ
は
宮
古
島
も
久
高
島
も
ま
っ
た
く
同
じ

で
す
。宮
古
島
に
も
ウ
ヤ
ガ
ン
祭
と
い
う
一
番
重
要
な
祭
り

が
あ
っ
た
の
で
す
が
、久
高
島
で
イ
ザ
イ
ホ
ー
が
な
く
な
っ

た
よ
う
に
、
ウ
ヤ
ガ
ン
も
ほ
ぼ
消
滅
し
た
よ
う
で
す
。
司
祭

す
る
ツ
カ
サ
に
な
る
女
性
も
居
な
く
な
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

　

で
も
、
た
と
え
原
初
は
消
え
て
も
、
エ
ー
ト
ス
、
性
格
の

よ
う
な
も
の
は
生
き
続
け
る
と
思
う
、と
谷
川
さ
ん
は
語
っ

て
お
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
、
私
ら
も
─
─
私
だ
け
で
は
な

く
て
、仲
間
で
や
っ
て
い
ま
す
。こ
の
第
二
部
の
プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
は
鎌
田
さ
ん
で
、そ
れ
に
何
人
か
の
人
た
ち
が
加
わ
っ

て
、原
初
に
共
感
す
る
フ
ォ
ロ
ー
を
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

結
局
、
原
初
状
態
へ
の
共
感
と
い
う
の
は
、
現
在
で
も
あ
る

の
で
す
。
そ
こ
は
一
番
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
そ
こ
に
立

ち
返
れ
る
か
ど
う
か
。
人
間
は
立
ち
返
れ
る
の
で
す
。
こ
れ

が
す
ご
い
な
と
僕
は
い
つ
も
思
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
う
は
言
い
ま
し
て
も
、
島
に
は
、
現
代
の
い
ろ
い
ろ
な

波
が
押
し
寄
せ
て
い
ま
す
。
若
い
女
性
が
少
な
く
な
り
、
モ

ダ
ン
な
生
活
に
憧
れ
て
東
京
や
大
阪
へ
出
て
い
き
、過
疎
化

し
て
い
る
。し
か
し
、原
初
の
部
分
も
当
然
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
と
く
に
お
年
寄
り
の
女
性
た
ち
で

す
が
、中
年
の
人
も
結
構
い
ま
す
。

「
海う

み
ん
ち
ゅ人
」
と
「
神か

み
ん
ち
ゅ人
」

　

一
つ
大
き
く
変
わ
っ
た
の
は
、
太
古
か
ら
今
ま
で
、
男
は

ほ
と
ん
ど
陸お

か

に
い
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。小
さ
い
島
で
す
か

ら
、男
は
、私
み
た
い
に
身
体
障
害
者
の
人
間
ぐ
ら
い
し
か
、

島
に
い
な
か
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
男
が
島
に
居
る
の
は

み
っ
と
も
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
男
は
海
へ
出
て
、
た
く
さ

ん
魚
を
獲
っ
て
、
稼
い
で
帰
っ
て
く
る
の
が
一
生
で
し
た
。

海
に
出
た
ら
二
年
、
三
年
、
ほ
と
ん
ど
帰
っ
て
こ
な
い
。
ど

う
か
す
る
と
二
〇
、三
〇
年
も
帰
っ
て
こ
な
い
場
合
が
あ
り

ま
し
た
。男
は
「
海う

み
ん
ち
ゅ人

」、海
の
人
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

一
方
で
、
女
は
「
神か

み
ん
ち
ゅ人

」、
神
の
人
と
い
っ
て
、
男
た
ち
の

航
海
の
安
全
を
祈
っ
て
、
日
々
暮
ら
し
て
農
業
を
し
つ
つ
、

生
活
を
支
え
、
子
ど
も
を
育
て
た
。
海
に
い
る
男
た
ち
の
安

全
を
、
た
だ
た

だ
祈
っ
て
い
た

わ
け
で
す
。
も

ち
ろ
ん
、
男
と

の
通
信
は
何
も

な
い
。
波
の
音

だ
け
が
心
の
頼

り
で
す
。
潮
騒

の
音
が
夜
通
し

聞
こ
え
ま
す
か

ら
、恋
人
や
ら
、

亭
主
や
ら
、
息

子
や
ら
を
思
い

イザイホーのあった久高殿に集まる島人

海の神々に祈る神人（ウプヌシガナシー）
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浮
か
べ
な
が
ら
、女
た
ち
は
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
非
常
に
古
い
「
古
層
」
と
い
う
の
か
な
、
そ
の

状
態
が
何
千
年
も
続
き
、最
近
ま
で
あ
り
ま
し
た
。し
か
し
、

去
年
の
こ
と
で
す
が
、あ
る
海
人
が
五
〇
歳
代
で
自
殺
し
ま

し
た
。
木
に
首
を
吊
っ
た
の
で
す
。
こ
う
い
う
こ
と
は
珍
し

い
の
で
す
。
こ
の
方
は
、
あ
る
家
の
長
男
で
、
島
を
出
る
わ

け
に
い
か
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
経
済
的
に
、
ど
う
に
も

立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
の
で
す
。

　

つ
ま
り
、現
在
は
遠
洋
に
出
て
航
海
す
る
時
代
で
は
な
く

な
っ
て
い
る
。昨
今
、サ
バ
ニ
の
よ
う
な
、小
さ
い
刳く

り

舟ぶ
ね

で
や

る
漁
で
は
、も
う
生
活
が
成
り
立
た
な
い
の
で
す
。そ
れ
で
、

た
と
え
ば
ウ
ニ
や
海
ブ
ド
ウ
な
ど
の
栽
培
漁
業
を
や
り
始
め

た
け
ど
、み
ん
な
が
う
ま
く
い
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

つ
ま
り
、現
代
の
な
か
で
男
た
ち
は
行
き
場
を
失
っ
て
い

る
。彼
ら
の
正
直
な
言
葉
か
ら
、「
久
高
の
男
た
ち
は
初
め
て

魂
で
悩
ん
で
い
る
」
と
出
て
く
る
の
で
す
。
今
ま
で
、
そ
う

い
う
経
験
が
な
か
っ
た
。海
が
金
庫
み
た
い
な
も
の
で
す
か

ら
、
海
に
出
れ
ば
何
と
か
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、「
初
め
て
魂

で
悩
ん
で
い
る
」。
陸お

か

で
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い

う
、激
し
い
変
化
に
さ
ら
さ
れ
て
い
ま
す
。

風
を
読
む
海
人
た
ち

　

こ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
男
た
ち
に
、
今
ま
で
ど
う
や
っ

て
暮
ら
し
て
き
た
か
、
海
で
ど
う
生
き
て
き
た
か
を
、
私
は

時
々
問
い
か
け
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
や
は
り
彼
ら
が

最
後
に
話
す
の
は
、
サ
メ
と
か
貝
と
か
と
の
自
慰
行
為
や

セ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
で
す
。
炎
天
下
、
若
い
連
中
が
ず
っ
と

舟
上
で
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、そ
の
よ
う
な
行
為

は
不
可
欠
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。こ
れ
は
異
種
と
の
交
合
と

も
捉
え
ら
れ
ま
す
。

　

あ
る
い
は
、
海
の
上
で
生
き
る
生
活
に
関
し
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
本
音
を
聞
く
わ
け
で
す
が
、一
つ
強
烈
だ
っ
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
非
常
に
海
に
た
け
た
、
八
〇
歳
手
前
の
海
人
が

語
っ
た
こ
と
で
す
。彼
の
親
父
は
、「
ラ
イ
オ
ン
」
と
い
う
異

名
を
と
る
、
激
し
い
人
で
し
た
。
そ
の
息
子
の
真
に
迫
っ
た

話
が
、私
の
印
象
に
残
っ
て
い
ま
す
。

　

親
子
で
漁
に
出
て
い
る
時
、
海
で
嵐
に
遭
い
ま
し
た
。
小

さ
な
刳
舟
で
す
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
転
覆
し
て
し
ま
い
ま
す
。

生
き
の
び
る
安
全
な
方
法
は
、逆
さ
ま
に
な
っ
た
刳
舟
の
中

に
顔
を
出
し
て
、
嵐
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
待
つ
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
し
ば
ら
く
嵐
を
し
の
ぎ
、
高
波
と
か
強
風
、
大
雨
も

防
ぎ
ま
す
。

　

そ
の
時
、
そ
の
親
父
が
、「
も
し
、
こ
の
ま
ま
ず
っ
と
漂
流

し
て
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
ら
、
俺
を
喰
え
」
と
息
子
に

言
い
渡
し
ま
し
た
。
結
果
と
し
て
、
そ
う
い
う
最
悪
の
状
態

に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
海
の

上
で
生
活
を
す
る
と
い
う
の
は
想
像
を
絶
し
ま
す
。も
ち
ろ

ん
、
何
の
通
信
手
段
も
な
い
時
代
で
す
。
本
当
に
体
一
つ
、

あ
る
い
は
二
人
、三
人
で
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
命
を
か
け

て
い
た
わ
け
で
す
。

　

僕
は
、
た
び
た
び
飛
行
機
に
乗
っ
て
、
大
阪
や
東
京
に
向

か
い
ま
す
が
、
上
空
か
ら
海
を
眺
め
て
、
海
人
の
壮
絶
な
状

況
を
想
像
し
ま
す
。
あ
ん
な
小
さ
な
刳
舟
は
、
大
海
の
中
で

は
見
え
ま
せ
ん
。
舟
と
い
う
の
は
、
大
海
で
は
孤
立
し
た
空

間
な
の
で
す
。
相
当
大
き
い
漁
船
で
さ
え
見
え
に
く
い
。
貨

客
船
で
も
、一
千
ト
ン
ぐ
ら
い
に
な
れ
ば
何
と
か
見
え
ま
す
。

そ
れ
以
外
は
、た
い
が
い
誰
に
も
見
え
ま
せ
ん
。

　

だ
か
ら
、
海
の
上
で
生
き
る
と
い
う
の
は
、
相
当
厳
し
い

こ
と
だ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
す
ご
い
と
思
う
の
は
、
海
人
は
太
陽
暦
で
は
な
く

て
、
太
陰
暦
で
生
活
し
て
お
り
ま
す
。
年
間
を
通
じ
て
、
海

で
の
生
活
を
太
陰
暦
に
頼
っ
て
い
る
の
で
す
。太
陽
暦
に
従

順
な
の
は
、学
校
の
先
生
た
ち
だ
け
で
す
。

　

海
人
は
、
い
つ
頃
に
な
れ
ば
こ
う
い
う
風
が
吹
く
、
と
す

べ
て
の
風
を
知
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
島
の
創
世
神
話
の

中
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
風
の
変
わ
り
目
に
、
久
高

島
の
祖
先
は
、
最
初
、
七
ツ
屋
を
建
て
て
住
み
着
い
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
確
か
に
、
そ
れ
に
関
す
る
祭
り
を
や
る
の

は
、
一
二
月
ご
ろ
の
北
風
が
途
切
れ
る
数
日
な
の
で
す
。
い

つ
も
西
風
、
北
風
が
吹
い
て
厳
し
い
の
で
す
が
、
そ
の
祭
り

の
時
だ
け
は
風
向
き
が
変
わ
る
の
で
す
。こ
れ
が
不
思
議
で

す
。
僕
は
こ
の
八
年
間
、
島
に
通
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時

だ
け
は
、ほ
ん
と
う
に
天
気
が
い
い
の
で
す
。

　

彼
ら
は
、風
を
非
常
に
大
事
に
し
ま
す
。黒
潮
は
、六
、七

ノ
ッ
ト
で
流
れ
て
い
る
そ
う
で
す
が
、海
人
は
黒
潮
の
こ
と

を
あ
ま
り
言
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
風
に
つ
い
て
は
語
り
ま

す
。
吹
く
風
が
い
い
と
、
漁
も
快
適
で
す
。
風
が
荒
れ
る
と
、

と
ん
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。海
流
は
一
定
の
ペ
ー
ス
で
流

れ
ま
す
か
ら
、当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。た
だ
、海
も
荒
れ
る
、

時
化
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
も
風
に
よ
る
の

で
す
。
明
日
の
風
は
悪
い
と
か
、
荒
れ
る
と
か
、
彼
ら
は
年

間
を
通
じ
て
読
ん
で
い
ま
す
。

海
洋
交
易
の
時
代

　

私
に
は
、風
を
読
む
海
人
が
不
思
議
で
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
、彼
ら
が
い
つ
頃
か
ら
風
を
読
む
こ
と
を
身
に
付
け

た
か
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
日
本
の
歴
史
で
「
中
世
」
と
い

う
と
、室
町
時
代
を
中
心
に
し
て
約
三
〇
〇
年
を
指
し
ま
す
。

第三章　久高島に伝わる海の民のワザとこころ
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室
町
時
代
は
一
三
三
六
年
か
ら
一
五
七
三
年
で
す
か
ら
、二

四
〇
年
ぐ
ら
い
続
い
た
の
で
す
。こ
の
室
町
時
代
と
い
う
の

は
、非
常
に
重
要
で
す
。

　

こ
の
時
期
、
中
国
は
明
の
時
代
で
す
。
明
は
一
三
六
八
年

か
ら
始
ま
り
、
江
戸
初
期
ま
で
あ
り
ま
し
た
。
明
の
時
代
、

日
本
は
非
常
に
活
発
に
対
外
貿
易
を
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

ポ
ル
ト
ガ
ル
や
ス
ペ
イ
ン
の
よ
う
な
南
蛮
が
来
て
、全
世
界

的
な
動
き
に
な
る
わ
け
で
す
。で
も
、そ
の
前
に
東
洋
で
は
、

明
が
海
上
交
易
で
全
盛
期
を
築
き
上
げ
て
い
ま
す
。世
界
史

は
西
洋
史
を
中
心
に
語
ら
れ
ま
す
が
、海
洋
ア
ジ
ア
で
は
す

で
に
「
大
航
海
時
代
」
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

明
の
前
に
元
の
時
代
が
あ
り
ま
す
。元
は
一
二
七
一
年
か

ら
だ
か
ら
、
わ
ず
か
一
〇
〇
年
も
な
い
王
朝
で
す
。
そ
の
前

の
宋
の
時
代
は
、
中
国
史
に
お
い
て
、
造
船
技
術
や
航
海
技

術
な
ど
の
海
の
ワ
ザ
が
一
番
発
達
し
た
時
期
で
す
。こ
の
時
、

日
本
は
鎌
倉
時
代
に
該
当
し
ま
す
。
鎌
倉
の
海
岸
、
由
比
ケ

浜
の
端
っ
こ
に
材
木
座
が
あ
り
、石
積
み
が
残
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
日
本
最
初
の
人
工
的
な
港
、築
港
の
跡
で
す
。

　

す
で
に
鎌
倉
時
代
か
ら
海
上
交
易
の
ル
ー
ト
が
確
立
さ

れ
、
伊
勢
・
熊
野
か
ら
材
木
が
運
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
宋
の

海
上
交
易
の
刺
激
を
受
け
て
、日
本
は
海
洋
国
家
に
な
り
ま

す
が
、交
易
が
一
番
活
発
化
し
た
の
は
明
の
時
代
で
す
。

　

明
の
時
代
に
関
し
て
申
し
上
げ
ま
す
と
、
室
町
時
代
に

入
っ
て
か
ら
、
明
の
洪
武
帝
が
即
位
し
ま
し
た
。
か
な
り
活

躍
し
た
皇
帝
で
す
が
、
こ
の
人
の
英
断
で
、
中
国
人
が
琉
球

の
久
米
村
に
移
住
し
て
き
ま
し
た
。い
ま
の
那
覇
市
の
国
際

通
り
の
近
く
に
、中
国
人
の
村
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。当
時
、

そ
こ
は
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、小
さ
い
小
島
の

よ
う
な
地
区
で
し
た
。

　

そ
こ
に
「
久
米
三
十
六
姓
」、つ
ま
り
三
六
の
姓
を
持
っ
た

中
国
系
の
人
々
が
住
み
始
め
ま
し
た
。船
を
操
船
で
き
る
人
、

交
易
に
た
け
た
商
人
、
造
船
技
術
を
持
っ
た
人
な
ど
、
海
上

交
易
の
役
割
を
持
っ
た
人
た
ち
が
、皇
帝
の
命
令
に
よ
っ
て

移
民
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
こ
か
ら
琉
球
は
、
大
規
模
な
海

洋
交
易
の
時
代
に
入
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
一
三
九

二
年
に
初
め
て
、琉
球
王
府
か
ら
交
易
船
の
建
造
許
可
や
通

商
の
許
可
な
ど
を
全
部
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、一
四
三
二
年
に
初
め
て
、そ
の
交
易
船
で
、シ
ャ

ム
（
タ
イ
）
や
安
南
（
ベ
ト
ナ
ム
）
な
ど
、東
南
ア
ジ
ア
地
域
と

交
易
を
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
の
動
き
は
、
さ
ら
に

交
易
圏
を
広
げ
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
ジ
ャ
ワ
ま
で
至
り
ま
し

た
。
後
で
少
し
大
事
な
話
を
展
開
し
ま
す
の
で
、
こ
の
流
れ

を
頭
に
置
い
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
、久
高
以
外
に
、海
人
が
盛
ん
に
活
動
し
て
い
る

場
所
が
も
う
一
つ
あ
り
ま
し
た
。那
覇
の
隣
の
糸い

と

満ま
ん

で
す
。そ

こ
は
有
数
の
港
町
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。糸
満
は
漁
業

の
中
心
地
と
し
て
機
能
し
、昔
か
ら
首
都
で
あ
っ
た
那
覇
に

魚
を
供
給
し
て
い
た
の
で
す
。久
高
の
連
中
は
、卓
越
し
た
航

海
と
漁
の
ワ
ザ
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
だ
け
で
な
く
、中

国
と
琉
球
王
府
の
交
易
に
関
わ
っ
た
り
、東
南
ア
ジ
ア
一
帯
と

の
交
易
に
盛
ん
に
関
わ
っ
た
り
し
て
し
ま
す
。ま
さ
に
航
海
民

で
す
。ジ
ャ
ワ
に
は
一
四
三
〇
年
か
ら
四
二
年
に
か
け
て
数
回

行
っ
て
い
ま
す
。そ
し
て
、マ
ラ
ッ
カ
に
は
一
四
六
三
年
か
ら

一
五
一
一
年
に
か
け
て
行
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
り
ま
す
。マ

ラ
ッ
カ
と
関
わ
っ
た
の
は
、マ
ラ
ッ
カ
や
モ
ル
ジ
ブ
は
海
の
交

易
の
心
臓
部
で
あ
り
、中
継
点
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

　

マ
ラ
ッ
カ
は
一
四
世
紀
ぐ
ら
い
に
イ
ス
ラ
ム
圏
に
な
り
ま

す
が
、琉
球
は
イ
ス
ラ
ム
教
が
浸
透
す
る
前
か
ら
密
な
関
わ

り
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。モ
ル
ジ
ブ
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
ま
で

の
距
離
と
、
マ
ラ
ッ
カ
か
ら
琉
球
ま
で
の
距
離
は
、
ほ
ぼ
同

じ
な
の
で
す
。

琉
球
は
大
航
海
時
代
の
中
心
的
存
在

　

そ
の
頃
、
日
本
国
内
で
「
花
カ
ツ
オ
」、
あ
る
い
は
「
カ
ツ

オ
節
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。「
花
カ
ツ
オ
」
と
い
う

文
字
が
初
め
て
出
て
き
た
の
は
、一
五
一
三
年
、京
都
の
『
四

条
流
包
丁
書
』
と
い
う
文
献
で
す
。
そ
の
後
す
ぐ
に
「
カ
ツ

オ
節
」
と
い
う
言
葉
が
種
子
島
家
の
『
種
子
島
家
譜
』
に
書

か
れ
、
歴
史
書
に
こ
の
言
葉
が
残
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
は
両
方
と
も
、京
都
へ
の
献
上
品
と
し
て
生
産
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
と
予
測
で
き
ま
す
。

　

世
界
で
一
番
カ
ツ
オ
が
有
名
な
の
は
モ
ル
ジ
ブ
で
す
。あ

そ
こ
の
カ
レ
ー
は
カ
ツ
オ
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
ま
す
。カ

ツ
オ
は
、
モ
ル
ジ
ブ
か
ら
来
て
、
マ
ラ
ッ
カ
、
セ
レ
ベ
ス
を

辿
り
、は
る
か
遠
く
の
日
本
列
島
へ
と
や
っ
て
来
る
の
で
す
。

交
易
民
と
漁
民
の
活
動
は
、密
に
関
わ
り
あ
っ
て
い
ま
す
。

　

一
四
〇
〇
年
代
か
ら
盛
ん
に
海
上
交
流
が
始
ま
り
ま
す
。

そ
の
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
南
蛮
船
が
や
っ
て
来
ま
す
。
で

も
そ
の
前
に
、東
洋
で
大
航
海
時
代
が
あ
っ
た
。そ
の
時
代
、

東
南
ア
ジ
ア
を
含
め
て
、琉
球
は
中
心
的
な
存
在
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。日
本
、朝
鮮
、中
国
、東
南
ア
ジ
ア
ま
で
入
れ

る
と
、
琉
球
は
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
で
す
。
だ
か
ら
、
琉
球
は

海
洋
ア
ジ
ア
で
様
々
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　

久
高
の
人
た
ち
は
、
モ
ル
ジ
ブ
、
マ
ラ
ッ
カ
、
沖
縄
を
つ

な
ぎ
、
ち
ょ
う
ど
真
ん
中
の
マ
ラ
ッ
カ
で
、
モ
ル
ジ
ブ
の
人

た
ち
と
接
点
を
持
っ
て
い
ま
す
。マ
ラ
ッ
カ
に
来
た
モ
ル
ジ

ブ
の
人
々
と
、カ
ツ
オ
に
関
す
る
漁
法
や
技
術
の
交
流
を
し

た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
主
に
燻く

ん

製せ
い

技
術
で
す
。こ
の
技
術
が
一
番
難
し
い
。
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そ
れ
を
モ
ル
ジ
ブ
の
漁
民
が
も
っ
て
い
た
。久
高
の
連
中
も

そ
の
ワ
ザ
を
知
り
た
か
っ
た
の
で
す
。そ
れ
で
技
術
交
流
を

持
っ
た
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

カ
ツ
オ
は
黒
潮
本
流
に
乗
っ
て
き
ま
す
。
黒
潮
本
流
は
、

沖
縄
に
お
い
て
は
、
石
垣
、
宮
古
は
か
す
っ
て
い
ま
す
が
、

沖
縄
本
島
は
全
然
か
す
っ
て
い
な
い
の
で
す
。沖
縄
本
島
の

西
側
を
行
っ
て
、
沖
永
良
部
、
徳
之
島
の
西
側
を
行
っ
て
、

奄
美
大
島
を
か
す
っ
て
い
る
。そ
の
少
し
北
に
あ
る
ト
カ
ラ

列
島
の
海
域
に
黒
潮
の
本
流
が
ず
ば
り
来
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
が
カ
ツ
オ
の
す
ご
い
漁
場
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

久
高
の
連
中
は
、そ
の
ト
カ
ラ
列
島
に
た
び
た
び
行
っ
て

い
た
の
で
す
。
ト
カ
ラ
列
島
や
奄
美
の
人
た
ち
は
、
沖
縄
の

漁
師
の
こ
と
を
総
称
し
て
「
ク
ダ
カ
ー
」
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。刳
舟
の
こ
と
も
「
ク
ダ
カ
ー
」
と
言
い
ま
す
。か
つ
て
沖

縄
の
オ
バ
ァ
た
ち
が
、
外
人
の
こ
と
を
ま
と
め
て
「
オ
ラ
ン

ダ
ー
」
と
言
っ
て
い
た
の
と
同
じ
で
す
。
今
の
オ
バ
ァ
た
ち

は
、外
人
で
あ
れ
ば
「
ア
メ
リ
カ
ー
」
と
言
い
ま
す
が
。

　

ト
カ
ラ
列
島
は
、鹿
児
島
県
で
は
「
十
島
村
」
と
呼
ば
れ
、

そ
の
海
域
は「
七
島
灘
」と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。そ
の
付
近
に
、

縄
文
時
代
に
大
爆
発
し
て
ア
カ
ホ
ヤ
層
を
つ
く
っ
た
火
山
も

あ
る
。
そ
の
ち
ょ
っ
と
南
に
、
皆
既
日
食
で
有
名
に
な
っ
た

ト
カ
ラ
列
島
が
あ
り
、そ
の
南
に
奄
美
群
島
が
続
く
わ
け
で

す
。ト
カ
ラ
に
は
、い
ま
も
島
々
に
「
久
高
泊
」
と
い
う
地
名

が
あ
り
ま
す
。

　

久
高
の
連
中
が
、な
ぜ
ト
カ
ラ
列
島
と
よ
く
行
き
来
し
た

か
と
い
う
と
、
実
は
も
う
一
つ
の
産
物
が
あ
っ
た
の
で
す
。

ハ
ブ
の
何
十
倍
と
い
う
猛
毒
を
持
っ
た
海
蛇
「
イ
ラ
ブ
ー
」

で
す
。
た
だ
し
、
イ
ラ
ブ
ー
は
か
わ
い
い
の
で
す
。
口
も
歯

も
小
さ
く
て
、
人
間
が
咬
ま
れ
て
死
ん
だ
と
い
う
事
例
は
、

久
高
で
は
い
ま
ま
で
あ
り
ま
せ
ん
。

　

な
ぜ
イ
ラ
ブ
ー
を
欲
し
が
っ
た
か
と
い
う
と
、航
海
す
る

連
中
に
と
っ
て
大
事
な
の
は
ビ
タ
ミ
ン
で
す
。脚
気
が
一
番

怖
い
わ
け
で
す
。
イ
ラ
ブ
ー
は
生
命
力
が
あ
り
ま
す
。
何
も

食
べ
さ
せ
ず
に
ほ
っ
た
ら
か
し
て
い
て
も
、一
カ
月
以
上
も

生
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
イ
ラ
ブ
ー
の
栄
養
分
を
保
存
食
と
し

て
持
っ
て
い
れ
ば
、
長
い
航
海
で
も
大
丈
夫
な
の
で
す
。
そ

の
血
を
吸
っ
て
肉
を
食
え
ば
高
い
栄
養
が
と
れ
る
の
で
す
。

　

琉
球
王
国
で
は
、イ
ラ
ブ
ー
は
最
高
の
も
て
な
し
の
品
と

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、中
国
の
国
賓
を
迎
え
る
と
き
食
膳
に

出
し
ま
し
た
。
今
の
沖
縄
料
理
で
も
、
一
番
高
価
な
食
べ
物

と
し
て
イ
ラ
ブ
ー
が
出
て
き
ま
す
。老
舗
の
料
理
屋
で
は
イ

ラ
ブ
ー
汁
と
し
て
出
し
て
い
ま
す
。

　

久
高
の
連
中
は
、
イ
ラ
ブ
ー
を
大
切
に
し
、
東
南
ア
ジ
ア

を
航
海
す
る
時
に
重
宝
し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。そ
れ
が
、

モ
ル
ジ
ブ
の
人
々
と
マ
ラ
ッ
カ
で
出
会
い
、カ
ツ
オ
の
燻
製

技
術
を
聞
い
て
、
イ
ラ
ブ
ー
の
燻
製
を
や
っ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
は

自
分
た
ち
の
命
を
つ
な
ぐ
食
べ
物
だ
っ
た
の
が
、琉
球
王
朝

へ
の
献
上
品
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
後
、
久
高
の
人
々
は
、
カ
ツ
オ
の
燻
製
に
関
わ
っ
て

い
き
ま
す
。
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
ト
カ
ラ
列
島
は

十
島
村
と
言
っ
て
、
島
が
一
〇
あ
り
ま
す
。
鹿
児
島
寄
り
の

方
を
「
上
三
島
村
」、奄
美
寄
り
は
「
下
七
島
村
」
と
い
っ
て
、

か
つ
て
は
行
政
区
を
二
つ
に
分
け
て
い
ま
し
た
。そ
こ
は
黒

潮
の
ま
っ
た
だ
中
で
瀬
が
多
い
も
の
で
す
か
ら
、た
く
さ
ん

の
カ
ツ
オ
が
来
ま
す
。

　

カ
ツ
オ
を
ト
カ
ラ
沖
で
ど
ん
ど
ん
獲
っ
て
、そ
れ
を
燻
製

に
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
ど
ん
な
に
い
い
か
。と
い
う
こ
と

で
、遠
洋
漁
業
に
参
加
す
る
久
高
人
も
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

一
五
〇
〇
年
頃
の
中
国
の
歴
史
書
に
、久
高
産
の
カ
ツ
オ
が

一
番
よ
く
献
上
さ
れ
た
と
あ
り
ま
す
。

　

久
高
近
海
で
は
カ
ツ
オ
は
獲
れ
な
い
の
で
す
が
、久
高
の

海
人
は
、遠
洋
漁
業
で
カ
ツ
オ
を
ど
ん
ど
ん
獲
っ
て
き
ま
し

た
。
さ
ら
に
、
マ
ラ
ッ
カ
で
モ
ル
ジ
ブ
と
接
点
を
持
っ
た
久

高
の
海
人
が
燻
製
の
技
術
を
持
ち
帰
り
、ト
カ
ラ
列
島
で
カ

ツ
オ
節
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
。久
高
の
連
中
の
技
術
が
高

く
な
り
、彼
ら
が
つ
く
っ
た
カ
ツ
オ
節
を
琉
球
王
国
に
持
っ

て
き
て
中
国
に
献
上
し
た
、と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

　

海
で
つ
な
が
る
久
高
の
海
人
が
、マ
ラ
ッ
カ
で
得
た
技
術

を
、
ト
カ
ラ
に
行
っ
て
い
る
連
中
に
も
移
す
。
こ
う
し
て
、

カ
ツ
オ
節
も
中
国
に
献
上
す
る
ま
で
ワ
ザ
が
高
ま
り
、「
久

高
産
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
海
で
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
で
、
い
ろ
い

ろ
な
技
術
や
ワ
ザ
を
伝
播
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

元
々
は
生
の
イ
ラ
ブ
ー
を
食
べ
な
が
ら
カ
ツ
オ
を
獲
っ
て
い

た
。
そ
れ
が
、
燻
製
方
法
が
発
達
し
て
カ
ツ
オ
節
に
な
り
、

中
国
で
有
名
に
な
っ
て
久
高
産
と
呼
ば
れ
る
。
一
方
で
は
、

イ
ラ
ブ
ー
料
理
が
、中
国
か
ら
来
る
冊
封
使
に
振
る
舞
わ
れ
、

ご
馳
走
と
な
っ
た
の
で
す
。
冊
封
使
は
、
中
国
か
ら
数
年
に

一
回
、
琉
球
に
団
体
で
謁
見
に
来
ま
す
。
そ
の
時
の
一
番
の
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ご
馳
走
は
イ
ラ
ブ
ー
料
理
で
し
た
。
今
で
は
、
イ
ラ
ブ
ー
の

燻
製
は
久
高
島
の
特
産
品
と
し
て
製
品
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

一
六
〇
九
年
に
、大ヤ

マ
ト和

の
先
兵
と
し
て
、薩
摩
藩
が
琉
球
に

侵
入
し
ま
し
た
。そ
れ
か
ら
、琉
球
王
朝
は
屈
辱
的
な
首
里
王

府
時
代
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。そ
ん
な
こ
と
で
、そ
の
後
は
琉

球
の
人
々
は
、中
国
に
仕
え
、薩
摩
に
も
仕
え
る
と
い
う
、二

重
の
不
自
由
な
生
き
方
を
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

そ
の
中
で
も
、中
国
と
は
「
進
貢
船
」、薩
摩
と
は
「
飛ひ

船せ
ん

」

と
い
う
速
い
船
や
「
楷か

い

船せ
ん

」
な
ど
で
交
易
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
港
跡
は
現
在
も
あ
り
ま
す
。
私
は
こ
の
前
、

鹿
児
島
港
の
端
っ
こ
で
発
見
し
ま
し
た
。海
洋
国
家
で
あ
っ

た
琉
球
か
ら
、
進
貢
船
、
飛
船
、
楷
船
が
出
て
い
き
ま
し
た
。

そ
れ
ら
の
船
の
操
舵
は
、久
高
の
連
中
が
任
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
す
。

久
高
の
男
た
ち
、
女
た
ち

　

久
高
島
は
小
さ
い
島
で
あ
ま
り
資
源
も
な
い
し
、外
へ
出

る
し
か
な
か
っ
た
。海
で
生
き
る
連
中
が
、生
き
た
イ
ラ
ブ
ー

を
か
じ
り
、そ
の
血
を
す
す
り
な
が
ら
生
活
し
て
き
た
の
で

す
。
今
日
、
そ
の
男
た
ち
が
、
初
め
て
陸
に
上
が
っ
て
い
る
。

カ
ッ
パ
の
よ
う
な
存
在
に
な
っ
て
、「
初
め
て
魂
で
悩
ん
で

い
る
」
と
い
う
状
態
で
す
。「
さ
て
、今
後
は
ど
う
生
き
て
い

く
か
」
と
い
う
悩
み
も
あ
る
わ
け
で
す
。

　

で
も
昨
日
、
久
高
島
の
あ
る
男
か
ら
、
素
晴
ら
し
い
知
ら

せ
が
届
き
ま
し
た
。「
初
め
て
魂
で
悩
ん
で
い
る
」
と
言
っ
た

男
で
す
。
島
の
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
、
か
つ
て
は
村
頭

代
行
と
し
て
、
祭
り
の
手
伝
い
を
や
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
は

若
い
こ
ろ
離
婚
を
し
て
い
て
、村
頭
も
代
行
に
し
か
な
れ
な

い
。
久
高
で
は
、
離
婚
し
た
男
は
肩
身
が
狭
く
、
公
的
に
は

何
も
で
き
な
い
の
で
す
。村
頭
は
「
ハ
ッ
シ
ャ
」
と
言
い
、シ

マ
の
行
事
で
祭
り
ご
と
を
支
え
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
海
人
か
ら
、「
い
い
刀と

自じ

が
や
っ
と
来
た
」
と
電
話
が

あ
っ
た
の
で
す
。
私
は
「
え
、
ト
ジ
？
」
と
聞
き
返
し
、
最
初

は
何
の
こ
と
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。「
刀
自
」
と
い
う
の
は
、

自
分
に
と
っ
て
深
い
意
味
を
も
つ
女
性
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

そ
う
い
う
こ
と
を
、久
高
の
男
が
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
。

　

久
高
の
女
た
ち
に
つ
い
て
で
す
が
、
最
近
は
、
オ
バ
ァ
た

ち
が
亡
く
な
り
、祭
り
も
途
絶
え
つ
つ
あ
り
ま
す
。し
か
し
、

若
い
女
性
で
、と
ん
で
も
な
い
「
セ
ジ
」（
霊
威
）
を
持
っ
た
人

が
出
て
き
ま
し
た
。こ
れ
だ
け
は
本
気
で
驚
い
た
の
で
す
が
、

久
高
の
「
イ
ザ
イ
ホ
ー
」
で
歌
わ
れ
る
「
テ
ィ
ル
ル
」（
神
歌
）

を
突
然
歌
い
出
す
の
で
す
。
彼
女
は
、
歌
の
文
句
も
教
わ
っ

て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
知
ら
な
い
の
で
す
。
ど
う
い
う
ふ
う

に
歌
う
の
か
も
知
ら
な
い
。
祭
り
の
中
で
、
ぶ
っ
つ
け
本
番

で
や
っ
て
し
ま
う
。
そ
ん
な
バ
カ
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

そ
れ
は
聞
い
た
だ
け
で
は
疑
い
ま
す
よ
ね
。
周
り
の
人
も
、

ど
こ
か
で
歌
詞
を
見
た
の
だ
ろ
う
と
か
い
ろ
い
ろ
言
う
ん
で

す
。で
も
、二
三
、二
四
歳
の
若
い
女
の
子
が
ト
ラ
ン
ス
状
態
、

サ
ー
ダ
カ
マ
リ
（
霊
威
が
高
い
）
の
状
態
に
な
る
ん
で
す
よ
。

彼
女
に
は
、久
高
の
神
々
の
中
で
も
一
番
偉
い
神
が
宿
っ
て

い
る
ら
し
く
、突
然
、神
歌
を
歌
い
出
さ
せ
る
の
で
す
。

　

そ
の
現
場
を
見
た
ら
、
本
当
に
お
そ
ろ
し
い
。
突
然
、
う

わ
っ
と
言
霊
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。昔
の
オ
モ
ロ
や
テ
ィ

ル
ル
を
、
だ
あ
っ
と
張
り
叫
ぶ
の
で
す
。
こ
れ
は
一
体
何
だ

ろ
う
と
思
い
ま
し
た
ね
。

　

久
高
の
男
た
ち
は
、「
自
分
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
死
ぬ
か
」

を
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
る
。見
通
し
て
い
る
の
で
す
。島
に

根
づ
い
た
生
活
を
し
て
い
る
。そ
の
代
わ
り
、社
会
の
こ
と
や

国
家
の
こ
と
な
ど
、他
の
こ
と
に
は
全
然
関
心
を
示
さ
な
い
。

　

生
粋
の
海
人
は
、沖
縄
本
島
に
行
っ
て
勤
め
人
を
や
っ
て

島
に
帰
っ
て
き
た
人
と
は
一
線
を
引
い
て
し
ま
う
。海
の
連

中
は
、陸
の
空
気
を
吸
っ
て
き
た
男
た
ち
と
は
全
然
違
う
の

で
す
。
腹
を
割
っ
た
話
を
し
な
い
し
、
ま
ず
一
緒
に
酒
を
飲

ま
な
い
ん
で
す
。そ
れ
ぐ
ら
い
断
絶
し
て
い
ま
す
。

　

原
初
的
な
関
係
性
を
つ
か
む
と
、海
の
人
間
と
い
う
の
は

す
ご
い
生
き
方
を
し
て
い
る
な
と
い
う
、も
う
一
つ
の
人
間

の
脈
絡
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。

琉
球
と
ジ
ャ
ワ
と
の
交
流

　

海
の
男
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
言
う
と
、
東
南
ア
ジ
ア
と

関
係
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。

　

元
の
時
代
に
、
元
軍
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
を
攻
め
た
て
て
、

領
土
を
奪
お
う
と
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
東
南
ア

ジ
ア
は
元
が
ほ
と
ん
ど
を
征
服
し
て
い
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
だ
け
、
元
を
追
い
返
し
て
い
る
。
外
交
で
協

調
す
る
と
見
せ
か
け
な
が
ら
、最
後
は
跳
ね
返
し
た
の
で
す
。

　

元
を
追
い
返
し
た
の
は
ヴ
ィ
ジ
ャ
ヤ
と
い
う
男
で
す
が
、

初
代
国
王
と
な
り
、マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
朝
を
打
ち
立
て
ま
し

た
。マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
朝
が
で
き
た
の
が
一
二
九
〇
年
頃
で
、

実
際
に
統
治
し
た
の
は
一
四
〜
一
六
世
紀
に
な
り
ま
す
。一

番
の
繁
栄
期
は
一
五
〜
一
六
世
紀
で
す
。琉
球
王
府
が
で
き

た
の
は
、こ
の
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
の
最
盛
期
の
少
し
前
で
す
。

　

琉
球
王
朝
は
、
第
一
尚
氏
、
第
二
尚
氏
と
言
い
ま
す
。
第

一
尚
氏
は
ま
だ
揺
籃
期
で
、何
と
か
国
の
か
た
ち
が
あ
っ
た
。

第
二
尚
氏
に
な
っ
て
盤
石
な
王
朝
に
な
っ
た
の
で
す
が
、第

一
尚
氏
の
こ
ろ
、「
ジ
ャ
ワ
」
と
呼
ば
れ
た
マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王

国
に
使
節
団
を
送
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
歴
史
的
な
出
来
事
が
あ
っ
た
の
は
、中
国
で
は
明
の
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時
代
で
す
。
一
四
三
〇
年
か
ら
四
二
年
の
間
に
、
使
節
団
を

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
四
回
ほ
ど
送
っ
て
い
る
の
で
す
。そ
の
時

の
琉
球
王
朝
で
あ
っ
た
第
一
尚
氏
は
、
そ
の
こ
と
を
「
歴
代

法
案
」
に
記
し
、琉
球
史
に
残
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
が
琉
球
王
朝
が
ジ
ャ
ワ
と
付
き
合
っ
た
最
初
の
事
例

で
す
が
、
今
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
政
府
が
そ
の
ジ
ャ
ワ
か
ら
の

流
れ
を
継
い
で
、
古
代
舟
を
復
元
し
、
返
礼
の
た
め
に
沖
縄

に
航
海
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
は
イ
ス
ラ
ム
国
家
で
す
が
、イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
古
層
は
、
み
な
さ
ん
が
ご
存
じ
の
染
め
布
「
バ

テ
ィ
ッ
ク
」の
よ
う
に
、ジ
ャ
ワ
時
代
に
ル
ー
ツ
が
あ
り
ま
す
。

ガ
ム
ラ
ン
も
影
絵
芝
居「
ワ
ヤ
ン
」も
、伝
統
的
な
も
の
は
ジ
ャ

ワ
時
代
に
誕
生
し
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
「
ジ
ャ
ワ
文
化
」
と

総
称
さ
れ
、イ
ス
ラ
ム
の
宗
教
世
界
に
溶
け
込
ん
で
い
ま
す
。

　

そ
の
ジ
ャ
ワ
文
化
を
一
番
熟
成
さ
せ
た
の
が
、マ
ジ
ャ
パ

ヒ
ト
王
朝
な
の
で
す
。二
〇
〇
年
ち
ょ
っ
と
続
い
た
国
家
で
、

東
南
ア
ジ
ア
最
大
の
王
国
で
し
た
。
一
時
は
マ
ラ
ッ
カ
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
、ボ
ル
ネ
オ
ま
で
を
領
土
と
し
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
ジ
ャ
ワ
文
化
の
流
れ
を
継
ぐ
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
王

国
が
付
き
合
っ
た
国
々
の
中
で
は
、琉
球
が
北
限
な
の
で
す
。

日
本
本
土
ま
で
は
交
流
で
き
な
か
っ
た
。

　

時
空
を
越
え
て
、琉
球
に
返
礼
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
こ
と
で
、一
三
世
紀
の
古
代
舟
を
沖
縄
に
向
か
わ
せ

る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
り
ま
す
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、マ

ジ
ャ
パ
ヒ
ト
時
代
の
遺
跡
か
ら
、
八
世
紀
以
降
の
ボ
ロ
ブ

ド
ゥ
ー
ル
時
代
の
遺
跡
ま
で
、す
べ
て
重
要
な
文
化
遺
産
に

な
っ
て
い
ま
す
。そ
の
遺
跡
の
発
掘
と
保
存
の
た
め
に
、デ
モ

ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
始
め
よ
う
と
い
う
計
画
な
の
で
す
。

イ
ン
ド
文
化
の
影
響
を
受
け
た
ジ
ャ
ワ
文
化
を
発
掘
す
る
こ

と
は
、「
海
洋
ア
ジ
ア
」
を
知
る
う
え
で
重
要
な
こ
と
で
す
。

　

そ
の
古
代
復
元
舟
が
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
フ
ィ
リ
ピ
ン

を
経
由
し
て
、
沖
縄
ま
で
来
て
、
そ
し
て
日
本
本
土
に
も
来

る
予
定
で
し
た
。
本
当
は
今
年
（
二
〇
一
〇
年
）
の
夏
に
、
久

高
島
で
迎
え
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

し
か
し
、建
造
の
準
備
が
少
し
遅
れ
た
も
の
で
す
か
ら
、七

月
に
ず
れ
こ
み
、天
候
が
悪
い
時
期
に
重
な
っ
て
し
ま
い
、台

風
が
発
生
す
る
時
に
出
航
し
た
の
で
す
。も
と
も
と
の
出
航

予
定
で
あ
っ
た
五
月
初
頭
は
、季
節
風
が
東
南
ア
ジ
ア
か
ら

琉
球
に
向
け
て
吹
く
時
期
で
し
た
。沖
縄
で
は
「
夏カ

ー
チ
ベ
ー

至
風
」
と

呼
ば
れ
、久
高
島
で
は
季
節
風
に
ま
つ
わ
る
祭
り
「
ハ
ン
ジ
ャ

ナ
シ
ー
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
そ
う
い
う
時
期
に
来
な
い

と
困
難
だ
と
い
う
こ
と
で
、い
ま
仕
切
り
直
し
て
い
ま
す
。今

年
の
航
海
は
、マ
ニ
ラ
か
ら
ベ
ト
ナ
ム
へ
と
迂
回
し
、マ
レ
ー

シ
ア
を
経
由
し
て
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
へ
戻
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

次
回
の
航
海
は
、
風
が
い
ち
ば
ん
い
い
時
に
来
ま
す
。
太

平
洋
は
、
季
節
風
が
実
に
見
事
に
機
能
し
て
い
る
の
で
す
。

北
風
が
一
年
の
半
分
吹
き
、
南
風
が
一
年
の
半
分
吹
く
。
そ

う
い
う
非
常
に
安
定
し
た
大
き
な
流
れ
が
あ
る
の
で
す
。こ

れ
は
、大
西
洋
の
風
の
流
れ
と
は
全
然
違
い
ま
す
。た
だ
し
、

気
圧
が
少
し
不
安
定
に
な
る
と
、台
風
が
た
く
さ
ん
出
て
く

る
季
節
に
な
る
。四
、五
月
は
、東
シ
ナ
海
近
海
で
「
台
湾
坊

主
」
が
終
わ
っ
た
後
、
非
常
に
天
候
が
安
定
し
て
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
季
節
風
に
乗
れ
ば
、
交
易
船
が
ス
イ
ス
イ
と
行

き
来
で
き
る
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
風
を
身
体
で
知
っ
て
い
る
連
中
が
、こ
の
久
高

島
で
生
き
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。偶
然
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
久
高
島
の
「
ハ
テ
ィ
ガ
テ
ィ
マ
テ
ィ
」
と
い
う
何
百
年

も
続
く
重
要
な
祭
り
の
時
に
、イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
文
化
の
影

響
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
祭
具
が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

旗
頭
に
つ
け
る
赤
白
の
旗
と
、そ
の
竿
の
突
端
に
つ
け
る
短

剣
で
す
。
そ
の
旗
の
中
に
「
日
の
丸
」
を
付
け
た
り
す
る
場

合
も
あ
り
ま
す
。
実
を
言
う
と
、
赤
白
と
い
う
の
は
、
イ
ン

ド
ネ
シ
ア
の
国
旗
と
同
じ
な
ん
で
す
。こ
れ
は
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
が
独
立
し
た
時
、ス
カ
ル
ノ
大
統
領
が
国
旗
に
制
定
し
た

の
で
す
が
、
太
陽
信
仰
を
シ
ン
ボ
ル
と
し
た
、
マ
ジ
ャ
パ
ヒ

ト
王
国
の
頃
か
ら
の
国
旗
な
の
で
す
。ず
っ
と
大
切
に
さ
れ

て
き
た
旗
の
模
様
を
、ス
カ
ル
ノ
大
統
領
が
ま
た
改
め
て
国

旗
に
し
た
の
で
す
。

　

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、久
高
の
海
人
が
航
海
士
と
し
て

マ
ジ
ャ
パ
ヒ
ト
王
国
に
行
っ
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
ま
す

し
、「
歴
代
法
案
」
で
は
「
ジ
ャ
ワ
」
と
し
か
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
が
、王
朝
の
使
節
団
の
一
員
に
混
じ
っ
て
、久
高
と
ジ
ャ

ワ
と
の
交
流
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。遠
洋
航
海
の

技
術
で
は
、
久
高
の
人
間
が
卓
越
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ

う
い
う
交
流
も
あ
り
う
る
わ
け
で
す
。

　

あ
る
日
本
人
の
関
係
者
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
大
使
と
話
し
た

時
、「
ハ
テ
ィ
ガ
テ
ィ
マ
テ
ィ
」
の
祭
り
の
旗
は
、イ
ン
ド
ネ

シ
ア
の
国
旗
と
同
じ
だ
と
い
う
話
に
な
っ
て
、イ
ン
ド
ネ
シ

ア
大
使
は
非
常
に
感
動
し
た
そ
う
で
す
。「
は
る
か
昔
の
も

の
が
、
久
高
島
と
い
う
離
島
に
残
っ
て
い
る
奇
跡
。
久
高
島

第三章　久高島に伝わる海の民のワザとこころ

ハティガティマティの紅白の旗
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だ
か
ら
こ
そ
残
り
え
た
。
だ
か
ら
、
ま
ず
久
高
島
へ
古
代
復

元
舟
を
寄
港
さ
せ
た
い
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

こ
う
し
て
、
僕
ら
は
、
復
元
舟
が
久
高
島
に
入
港
す
る
時

か
ら
、「
久
高
オ
デ
ッ
セ
イ
」
の
第
三
部
に
入
り
、久
高
島
の

海
人
た
ち
の
歴
史
を
記
録
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、来
年
四

月
末
か
ら
ク
ラ
ン
ク
イ
ン
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

生
き
続
け
る
「
ヲ
ナ
リ
信
仰
」

　

海
人
た
ち
の
技
は
、
は
る
か
遠
く
ま
で
海
流
に
乗
っ
て

行
っ
た
り
、
風
に
乗
っ
て
帰
っ
て
き
た
り
と
、
季
節
風
と
海

流
が
す
べ
て
で
す
。ほ
と
ん
ど
季
節
風
に
依
存
し
て
い
ま
す

が
、あ
ち
こ
ち
広
範
囲
に
暮
ら
す
技
を
心
得
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、そ
の
よ
う
な
生
活
が
い
ま
や
成
り
立
た
な
く
な
り
、

海
人
た
ち
は
「
さ
て
、
ど
う
生
き
よ
う
か
」
と
悩
ん
で
い
る

わ
け
で
す
。

　

だ
け
ど
、絶
対
揺
る
が
な
い
と
思
え
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

久
高
の
女
た
ち
が
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
り
つ
つ
、
男
た
ち

を
守
っ
て
い
る
と
い
う
関
係
性
で
す
。沖
縄
本
島
で
は「
サ
ー

ダ
カ
マ
リ
」
と
い
う
の
で
す
が
、
神
に
仕
え
る
女
性
が
、
本

当
に
何
も
知
ら
な
い
こ
と
を
突
然
語
り
出
す
の
で
す
。海
に

出
て
い
る
海
人
た
ち
を
守
る
こ
と
を
「
ヲ
ナ
リ
信
仰
」
と
言

い
ま
す
が
、女
た
ち
は
祈
り
を
も
っ
て
男
た
ち
を
守
護
し
て

い
る
の
で
す
。

　

久
高
の
創
世
神
話
の
中
で
は
、「
フ
ァ
ー
ガ
ナ
シ
ー
」（
子
孫

繁
栄
の
神
様
）
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。若
い
女
性
が
神
人
の
仲
間
入
り
を
し
て
、「
フ
ァ
ー
ガ
ナ

シ
ー
」
を
顕
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、島
人
た
ち
は
認
め

て
い
ま
す
。誰
も
言
葉
で
言
わ
な
い
け
ど
、み
ん
な
そ
う
思
い

定
め
、男
た
ち
の
守
護
役
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
関
係
性
が
当
然
で
あ
る
の
が
、
ま
た
、
久
高
島

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。「
そ
ん
な
馬
鹿
な
」
と
言
う
方
が

お
ら
れ
て
も
、
揺
ら
ぎ
は
し
ま
せ
ん
。
あ
の
空
間
、
あ
の
時

間
の
な
か
で
は
、そ
れ
が
現
実
と
な
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
私
が
期
待
を
持
っ
て
い
る
の
が
、
島
で
一
番
重

要
な
こ
と
を
や
っ
て
い
る
男
が
、「
刀
自
」、
つ
ま
り
嫁
さ
ん

を
も
ら
う
と
い
う
こ
と
で
す
。日
本
で
尊
い
女
性
の
こ
と
を

「
刀
自
」
と
い
い
ま
す
。そ
う
い
う
日
本
の
古
い
言
葉
を
い
ま

だ
に
使
う
人
間
で
、久
高
の
日
常
生
活
を
語
っ
て
い
る
男
に
、

何
か
し
ら
の
希
望
が
持
て
る
の
で
す
。

　

で
も
彼
も
「
生
活
の
糧
を
ど
う
し
よ
う
か
…
…
」
と
悩
ん

で
い
ま
す
。だ
か
ら
僕
は
、旅
先
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
物
を
送
っ

て
、
こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
儲
け
て
い
る

よ
、
と
教
え
る
ん
で
す
。
羽
田
空
港
の
お
土
産
と
か
、
い
ろ

い
ろ
な
所
で
い
ろ
い
ろ
な
物
を
買
っ
て
久
高
島
に
持
っ
て
い

き
、こ
れ
を
参
考
に
し
た
ら
い
い
と
提
案
を
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
私
は
手
が
動
か
な
い
身
障
者
で
す
が
、
こ
の

一
カ
月
、鳥
取
県
の
あ
る
病
院
に
行
っ
て
手
を
動
か
す
訓
練

を
し
て
き
ま
し
た
。
だ
け
ど
、
や
は
り
動
か
な
い
の
で
す
。

動
か
な
い
手
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
思
っ
た
こ
と
は
、「
手

は
脳
が
露
出
し
た
部
品
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

手
と
い
う
の
は
す
ご
い
で
す
。手
が
動
か
な
く
な
っ
て
、手

が
動
く
と
い
う
こ
と
は
、脳
の
手
先
で
し
か
な
い
と
い
う
こ

と
を
認
識
さ
せ
ま
す
。こ
の
動
き
は
非
常
に
微
妙
で
す
。こ
れ

は
機
械
的
な
も
の
で
は
な
く
、完
全
に
脳
の
露
出
し
た
器
官

だ
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
動
き
を
し
ま
す
。私
の
よ
う
に
、手
を

動
か
す
訓
練
を
す
る
人
間
は
痛
烈
に
そ
う
思
う
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
の
工
芸
品
と
い
わ
れ
る
、
茶
道
で
使
う

「
棗な

つ
め

」（
お
茶
葉
を
入
れ
る
木
製
の
筒
）
は
、
何
分
の
一
ミ
ク
ロ

ン
に
至
る
ま
で
、
勘
で
作
っ
て
い
る
。
手
で
モ
ノ
作
り
を
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
手
と
言
い
、
ワ
ザ
と
言
う
け
ど
、
結
局
、

ワ
ザ
は
脳
の
出
先
機
関
な
の
で
す
。

質
疑
応
答

鎌
田　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。こ
れ
か
ら
二

〇
分
間
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
し
ま
す
。ど
な
た
か
ら
で
も
質

問
な
り
、コ
メ
ン
ト
な
り
を
ど
う
ぞ
。

秋
丸
知
貴　

感
想
で
す
。昨
日
の
志
村
ふ
く
み
さ
ん
の
お
話

（
四
二
〜
四
六
頁
）
で
す
が
、
ど
う
し
て
も
自
分
の
い
ま
ま
で

の
生
き
方
を
変
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
タ
ー

ニ
ン
グ
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
、人
間
国
宝
ま
で
行
か
れ
た
と

い
う
。民
芸
で
は
生
活
が
立
ち
行
か
な
い
と
い
う
話
を
聞
い

て
い
て
、
生
活
と
い
う
の
が
、
や
は
り
良
き
に
し
ろ
悪
し
き

に
し
ろ
、変
化
の
き
っ
か
け
で
し
ょ
う
か
。大
重
監
督
か
ら
、

初
め
て
久
高
島
の
海
の
男
が
魂
で
悩
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と

を
聞
い
て
、ピ
ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
な
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

が
、そ
れ
で
も
や
は
り
ぐ
っ
と
く
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

　

監
督
に
一
つ
お
聞
き
し
た
い
の
は
、海
の
男
は
陸
の
男
と

は
違
う
ん
で
す
と
言
わ
れ
て
、そ
こ
か
ら
も
う
少
し
お
話
を

お
う
か
が
い
で
き
る
か
な
と
思
っ
た
ら
別
の
話
に
な
っ
た
の

で
、そ
の
海
の
男
は
違
う
と
い
う
あ
た
り
を
も
う
少
し
補
足

し
て
い
た
だ
け
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。

大
重　

僕
は
、
行
政
と
か
公
共
機
関
に
頼
ま
れ
て
、
三
重
県

な
ど
で
も
漁
民
を
撮
影
し
て
き
ま
し
た
。
す
る
と
、
海
の
男

は
行
政
の
い
う
こ
と
を
ま
ず
聞
か
な
い
で
す
ね
。い
つ
集
ま

れ
と
か
と
い
っ
て
も
、
完
全
に
無
視
す
る
。
た
だ
、
集
ま
る

場
合
も
あ
る
、
食
事
が
出
る
時
と
か
。
結
局
、
漁
に
出
る
時

は
自
然
が
す
べ
て
で
す
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
天
気
、
気
象

が
す
べ
て
で
す
。
陸
の
上
で
は
、
た
と
え
ば
田
ん
ぼ
や
畑
づ
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く
り
は
自
然
次
第
と
い
っ
て
も
そ
こ
ま
で
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。俗
に
「
板
子
一
枚
下
は
地
獄
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、本
当

に
そ
う
な
の
で
す
。

　

だ
か
ら
、
財
産
よ
り
も
、
命
を
守
る
ほ
う
が
大
事
。
な
ぜ

海
と
陸
と
連
動
で
き
な
い
か
。
命
が
け
で
す
か
ら
。
命
を
守

る
の
は
自
分
し
か
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
食
べ
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、風
が
い
い
時
は
海
に
出
る
わ
け
で

す
。そ
れ
が
ま
ず
第
一
。

　

そ
れ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
、
お
月
さ
ま
中
心
の
暦
で

動
い
て
い
る
。
そ
こ
は
、
同
じ
島
の
人
間
で
も
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
を
や
っ
た
人
と
は
全
然
話
が
合
わ
な
い
。太
陽
暦
と
太
陰

暦
の
違
い
で
す
。こ
れ
は
本
当
に
根
深
い
で
す
。

　

魚
介
類
や
ノ
リ
な
ど
の
養
殖
を
や
っ
て
い
て
も
、や
は
り

海
の
上
で
す
か
ら
、危
険
と
隣
り
合
わ
せ
の
生
活
な
の
で
す
。

　

船
の
上
で
、「
も
う
、
命
、
だ
め
だ
な
」
と
思
う
ぐ
ら
い
荒

い
海
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
、
何
千
万
円
も
す
る

大
切
な
撮
影
機
材
を
汽
船
に
積
ん
で
出
て
、嵐
に
遭
っ
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
時
は
そ
れ
を
ほ
っ
と
い
て
逃
げ
る
こ

と
を
考
え
ま
し
た
。
ど
ん
な
高
価
な
機
材
で
も
、
沈
没
し
た

ら
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。ど
れ
だ
け
大
事
な
役
割
を
担
っ
て

い
て
も
、人
間
は
生
き
よ
う
と
し
ま
す
。

　

話
は
飛
び
ま
す
が
、日
本
の
平
城
京
を
つ
く
っ
た
人
た
ち

は
、な
ぜ
危
険
を
お
か
し
て
海
を
渡
っ
て
唐
ま
で
行
っ
た
の

か
。
遣
唐
使
時
代
、
半
分
近
く
が
死
ん
で
い
ま
す
か
ら
。
死

ん
で
い
な
い
人
た
ち
も
、生
き
死
に
の
ぎ
り
ぎ
り
を
覚
え
て

い
る
わ
け
で
す
。そ
う
い
う
人
た
ち
は
、陸
に
上
が
っ
た
ら
、

も
う
港
や
海
は
見
た
く
な
い
、安
心
し
た
生
活
を
し
た
い
と

思
う
の
で
す
。
や
は
り
人
間
は
、
嫌
な
も
の
を
遠
ざ
け
た
い

の
で
す
。
中
途
半
端
な
こ
と
な
ら
そ
う
は
な
ら
な
い
。
本
当

に
命
か
ら
が
ら
と
い
う
場
合
は
、そ
う
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、サ
ン
ゴ
礁
の
リ
ー
フ
の
な
か
に
池
の
よ
う
な
イ

ノ
ウ
と
い
う
漁
場
が
あ
り
ま
す
。
久
高
の
海
人
は
、
最
後
は

そ
こ
で
漁
を
し
て
、そ
の
波
打
ち
際
で
だ
い
た
い
死
ん
で
い

ま
す
。
や
は
り
海
か
ら
離
れ
た
く
な
い
し
、
死
ぬ
時
期
も
分

か
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
ど
う
す
れ
ば
生
き
延
び
る
か
と

い
う
こ
と
が
第
一
で
す
。
そ
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
死
ぬ
こ
ろ
だ

な
と
い
う
こ
と
が
、非
常
に
よ
く
分
か
っ
て
い
る
。

　

だ
か
ら
生
活
の
仕
方
が
非
常
に
シ
ン
プ
ル
な
の
で
す
。そ

う
い
う
こ
と
で
成
り
立
つ
社
会
が
、海
の
人
た
ち
の
社
会
で

す
。
こ
れ
は
、
い
ま
で
も
そ
こ
の
出
身
の
人
た
ち
は
、
や
は

り
海
に
出
掛
け
て
マ
グ
ロ
を
太
平
洋
で
獲
っ
た
り
、あ
る
い

は
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
へ
行
っ
て
船
員
を
や
っ
た
り
し
て
、

不
思
議
と
海
で
生
き
て
い
ま
す
。	

秋
丸　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鎌
田　

ほ
か
に
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

大
石
高
典　

京
大
に
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
地
域
研
究
研
究
科

と
い
う
大
学
院
が
あ
っ
て
、そ
こ
で
東
南
ア
ジ
ア
の
魚
類
の

専
門
を
し
て
い
る
先
生
が
い
ま
す
。僕
が
ア
フ
リ
カ
の
魚
を

調
べ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
昨
日
、
熱
帯
の
魚
と
漁
撈
者

の
現
状
に
つ
い
て
一
緒
に
研
究
会
を
企
画
さ
せ
て
く
だ
さ
い

と
い
う
話
を
し
に
行
っ
て
、Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
お
借
り
し
て
観
ま
し

た
。
す
る
と
、
東
南
ア
ジ
ア
の
海
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の

は
、
一
つ
は
爆
弾
漁
な
の
で
す
（
バ
ハ
リ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、

二
〇
〇
四
『
ア
ジ
ア
の
海
か
ら
① 

毒
と
バ
ク
ダ
ン
』
Ｄ
Ｖ
Ｄ
一
〇

六
分
、海
工
房
）。

　

ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、尿
素
の
肥
料
に
灯
油
を
混
ぜ
て
、

パ
ッ
ク
に
し
て
手
製
の
爆
弾
を
つ
く
り
、火
を
つ
け
て
サ
ン

ゴ
礁
に
投
げ
て
、そ
の
衝
撃
で
死
ん
だ
魚
を
集
め
る
と
い
う

漁
法
で
す
。終
戦
直
後
の
こ
ろ
は
不
発
弾
を
使
っ
て
や
っ
て

い
た
け
れ
ど
も
、あ
る
段
階
か
ら
爆
弾
を
自
分
た
ち
で
つ
く

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
ん
で
す
ね
。

　

も
う
一
つ
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、シ
ア
ン
化
合
物
を

使
っ
て
、
サ
ン
ゴ
礁
の
ポ
イ
ン
ト
に
入
れ
て
い
く
。
た
い
て

い
の
魚
は
死
ん
で
し
ま
う
の
で
す
け
ど
、そ
れ
で
も
ま
だ
生

き
て
逃
げ
て
く
る
や
つ
が
い
る
ん
で
す
。そ
れ
を
玉
網
で
す

く
い
と
っ
て
、熱
帯
魚
屋
さ
ん
に
売
る
。

　

そ
の
二
つ
の
問
題
が
映
像
の
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
実
は
ア
フ
リ
カ
の
熱
帯
雨
林
で
も
、
食
べ
る
た
め
で
は

な
く
て
、き
れ
い
な
熱
帯
魚
を
観
賞
魚
と
し
て
獲
っ
て
売
る

と
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
が
最
近
出
て
き
て
い
る
。

　

た
だ
、
貧
困
削
減
、
つ
ま
り
漁
民
の
現
金
収
入
を
確
保
す

る
と
い
う
意
味
で
は
、
毒
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
そ
う
い
う
観

賞
魚
の
採
捕
を
薦
め
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
、国
際
機

関
の
研
究
者
の
中
に
は
言
っ
て
い
る
人
も
あ
る
の
で
す
。

　

こ
う
い
っ
た
自
然
と
経
済
的
に
周
縁
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
人

間
生
活
の
相
剋
の
問
題
は
、ま
さ
し
く
沖
縄
の
海
の
問
題
と

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。た
と
え
ば
、『
沖
縄
の
海
人
』

と
い
う
本
が
、
一
九
九
〇
年
に
出
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
久
高

島
よ
り
も
っ
と
南
の
先
島
の
方
の
漁
師
さ
ん
の
聞
き
書
き
を

中
心
に
し
た
モ
ノ
グ
ラ
フ
で
す
が
、や
は
り
爆
弾
漁
の
話
が

出
て
い
ま
し
た（
酒
井
敦
、一
九
九
〇『
沖
縄
の
海
人
』晶
文
社
）。

　

そ
う
い
う
爆
弾
漁
の
話
を
、
久
高
の
歳
を
と
っ
た
海
人
、

漁
師
さ
ん
か
ら
聞
か
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。

大
重　

そ
れ
は
海
人
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
聞
か
な
か
っ
た
。そ

ん
な
話
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、で
も
海
人
専
門
で

や
っ
て
い
る
連
中
は
ま
ず
し
ま
せ
ん
ね
。爆
弾
を
使
っ
て
い

る
人
は
全
然
海
人
じ
ゃ
な
い
ね
。
半
身
、
海
人
み
た
い
な
人

た
ち
が
多
い
よ
う
な
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
か
ら
、
戦
争
の
後

と
か
、
何
か
大
き
な
こ
と
が
あ
っ
た
後
、
そ
う
い
う
こ
と
が

あ
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

第三章　久高島に伝わる海の民のワザとこころ
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大
石　

久
高
の
人
が
ジ
ャ
ワ
と
か
、そ
う
い
う
遠
く
の
海
に

行
っ
て
い
た
の
は
、す
ご
く
昔
の
話
な
ん
で
す
か
。

大
重　

い
や
、
最
近
ま
で
行
っ
て
い
ま
し
た
。
明
治
、
大
正
、

昭
和
ま
で
。
沖
縄
の
非
常
に
有
名
な
知
事
で
、
沖
縄
の
政
治

に
権
勢
を
振
る
っ
た
西
銘
順
治
は
、
親
は
久
高
島
で
す
が
、

親
が
一
番
先
の
島
、
与
那
国
島
へ
行
っ
て
、
八
重
山
の
小
浜

島
で
生
ん
だ
子
で
す
。

　

だ
か
ら
久
高
の
連
中
は
、
あ
ち
こ
ち
に
行
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
漁
協
を
つ
く
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
し
て
い
ま
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
昔
の
、
東
南
ア
ジ
ア
近
く
ま
で
行
っ
て

い
た
よ
う
な
暮
ら
し
か
ら
、
八
重
山
と
か
、
だ
い
た
い
そ
の

群
島
内
で
暮
ら
す
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。そ
れ
が
戦

後
ま
で
あ
り
ま
す
。

　

戦
後
も
、
焼
津
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
マ
グ
ロ
船
と

か
カ
ツ
オ
船
の
乗
組
員
と
な
っ
て
働
い
て
い
ま
し
た
が
、歳

を
と
っ
て
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
帰
っ
て
き
て
、
い
よ

い
よ
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
っ
た
。

　

さ
っ
き
言
っ
た
久
高
島
の
男
は
、だ
い
た
い
海
上
土
木
の

仕
事
を
し
て
い
て
、
那
覇
港
と
か
を
つ
く
っ
た
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
た
と
え
ば
、
い
ま
の
沖
縄
本
島
の
東
海

岸
の
埋
め
立
て
は
大
き
な
環
境
破
壊
に
な
っ
て
い
る
。そ
う

い
う
時
代
に
な
っ
て
き
た
か
ら
、お
れ
は
海
上
土
木
の
仕
事

を
辞
め
る
、
そ
し
て
島
に
帰
っ
て
生
活
を
す
る
と
い
っ
て
、

ほ
そ
ぼ
そ
と
生
活
を
し
て
い
る
の
で
す
。ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

や
っ
た
り
、い
ろ
い
ろ
活
躍
し
て
い
ま
す
。

　

生
き
延
び
る
漁
と
い
う
の
が
昭
和
五
〇
〜
六
〇
年
ま
で

あ
っ
て
、二
〇
〇
〇
年
代
に
な
っ
て
、い
よ
い
よ
陸
に
上
が
っ

て
、
い
ろ
ん
な
こ
と
を
し
始
め
る
。
そ
れ
は
完
全
に
最
近
の

話
で
す
。
戦
時
中
は
、
女
た
ち
も
含
め
て
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア

の
方
に
出
稼
ぎ
に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
か
ら
、南
洋
に

日
本
人
は
よ
く
出
か
け
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
海
に
出
ら
れ
る
限
り
は
出
て
き
た
。
世
の
中

紆
余
曲
折
が
あ
っ
て
、い
よ
い
よ
そ
う
は
い
か
な
く
な
っ
た

と
い
う
の
が
、現
在
の
状
況
で
す
。

近
藤
髙
弘　

男
の
人
と
女
の
人
が
一
緒
に
船
に
乗
っ
て
行
く

こ
と
も
あ
っ
た
の
で
す
か
。

大
重　

瀬
戸
内
海
の
家え

船ぶ
ね

と
か
、そ
う
い
う
の
は
男
女
一
緒

に
出
ま
す
け
ど
、沖
縄
で
は
ま
ず
一
緒
に
は
乗
ら
な
い
で
す
。

近
藤　

女
の
人
と
行
く
場
合
に
は
、
船
が
何
艘
も
あ
っ
て
、

移
動
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

大
重　

そ
れ
は
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
と
か
南
洋
に
出
稼
ぎ
に
行
く

場
合
で
す
。

近
藤　

し
ば
ら
く
向
こ
う
で
暮
ら
す
み
た
い
な
？

大
重　

そ
う
で
す
。漁
を
一
緒
に
す
る
た
め
に
乗
る
こ
と
は

な
い
で
す
。
安
定
し
た
湖
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
夫

婦
で
出
ま
す
け
れ
ど
も
、あ
の
荒
海
に
夫
婦
で
出
る
こ
と
は

あ
り
得
ま
せ
ん
。

鎌
田　

海あ

女ま

漁
み
た
い
な
も
の
と
は
ず
い
ぶ
ん
違
い
ま
す

ね
。
女
の
人
が
海
女
と
し
て
潜
っ
て
貝
を
採
り
、
男
が
船
を

操
る
み
た
い
な
。

大
重　

安
全
な
沿
岸
の
も
の
は
、そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、大
洋
で
の
話
は
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
い
ま
す
。

鎌
田　

最
後
に
、前
半
の
柳
宗
悦
と
民
芸
の
話
と
関
連
づ
け

て
ま
と
め
な
が
ら
質
問
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

民
芸
運
動
の
指
導
者
で
あ
る
柳
宗
悦
の
場
合
、キ
ー
ワ
ー

ド
は
「
自
然
」
だ
っ
た
。い
ま
お
話
を
聞
い
て
、柳
宗
悦
は
や

は
り
詩
人
だ
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。

洗
練
さ
れ
た
言
葉
の
な
か
で
、伝
統
的
な
思
想
の
言
葉
を
、「
自

然
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
通
し
て
組
み
立
て
よ
う
と
し
た
。

　

と
こ
ろ
で
、今
日
、大
重
監
督
に
注
文
し
た
テ
ー
マ
は
、「
久

高
の
海
の
民
の
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ
」
で
し
た
。そ
こ
に
お
け
る
こ

こ
ろ
や
ワ
ザ
は
、僕
が
話
を
聞
い
た
限
り
で
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な

る
の
は
、「
自
然
」
と
い
う
よ
う
な
抽
象
的
な
一
般
語
で
は
な

く
て
、「
風
」
と
か
「
イ
ラ
ブ
ー
」
と
か
「
カ
ツ
オ
」
と
か
、非
常

に
具
体
的
で
個
別
の
も
の
で
あ
る
。で
も
、実
際
に
そ
の「
風
」

を
ど
う
読
む
か
が
、生
活
、も
っ
と
い
え
ば
、生
き
死
に
に
一

番
か
か
わ
っ
て
い
る
。そ
し
て
、「
イ
ラ
ブ
ー
」と
い
う
海
蛇
が
、

生
き
延
び
て
い
く
た
め
の
生
存
食
と
し
て
も
っ
と
も
重
要
で

あ
る
と
同
時
に
、高
貴
な
人
に
対
す
る
献
上
物
に
な
る
。

　

具
体
的
な
「
風
」
を
読
む
ワ
ザ
、そ
し
て
「
イ
ラ
ブ
ー
」
を

つ
く
っ
て
い
く
燻
製
技
術
の
ワ
ザ
と
こ
こ
ろ
が
、そ
の
あ
た

り
に
集
約
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
一
つ
質
問
で
す
が
、
沖
縄
に
は
、
そ
う
い
う
海

の
民
の
ワ
ザ
文
化
を
基
盤
に
、「
風
の
神
話
」が
あ
り
ま
す
ね
。

風
に
よ
っ
て
子
ど
も
を
は
ら
ん
だ
と
い
う
神
話
。こ
れ
は
久

高
だ
け
で
な
く
、
沖
縄
全
体
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
久

高
島
に
残
っ
て
い
る
風
に
か
か
わ
る
神
話
伝
承
に
は
ど
う
い

う
も
の
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

大
重　

私
は
、
い
ま
そ
ん
な
話
を
集
め
て
、
ス
ト
ッ
ク
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
資
料
が
ま
と

ま
っ
て
か
ら
お
答
え
し
ま
す
。

鎌
田　

分
か
り
ま
し
た
。
で
は
い
ず
れ
、
そ
の
資
料
を
集
め

て
い
る
須
藤
義
人
さ
ん
に
聞
く
こ
と
に
し
ま
す
。須
藤
さ
ん

は
、
ワ
ザ
学
研
究
会
の
共
同
研
究
員
で
も
あ
り
、『
久
高
オ

デ
ッ
セ
イ
』
の
助
監
督
を
し
な
が
ら
、
沖
縄
大
学
の
映
像
民

俗
学
の
専
任
講
師
を
し
て
い
る
若
手
研
究
者
で
す
。

　

本
日
は
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
一
日
、
京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館
三
階
大

会
議
室
で
開
か
れ
た
「
こ
こ
ろ
観
・
ワ
ザ
学
合
同
研
究
会
」
よ
り
）
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今
年
度
の
ア
ー
ト
分
科
会
は
、
コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
『
物

気
色
』
の
出
版
と
、二
件
の
展
覧
会
『
物
気
色
』
お
よ
び
『
モ

ノ
ケ
イ
ロ
ケ
モ
ノ
』
を
実
施
し
た
。
こ
れ
ら
は
、
二
○
○
八

年
度
、
二
○
○
九
年
度
に
行
っ
た
研
究
会
、
お
よ
び
二
○
一

○
年
一
月
に
実
施
し
た
展
覧
会
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
、
そ

し
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
も
の
派
と
モ
ノ
学
」
の
成
果
を

発
展
さ
せ
、広
く
社
会
に
向
か
っ
て
発
信
す
る
具
体
的
な
実

践
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
実
践
を
進
め
る
う
え
で
重
要

な
も
の
と
な
っ
た
の
が
物も

の

気け

色い
ろ

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
ア
ー
ト
分
科
会
が
二
○
一
○
年
度
に
行
っ

た
活
動
の
報
告
と
、物
気
色
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
解
説
を

行
う1

。

　

展
覧
展
と
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
終
え
た
直
後
、こ
れ
ら

は
じ
め
に

1
カ
タ
ロ
グ
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
始
動

2

の
記
録
を
形
に
し
て
お
こ
う
と
い
う
気
運
が
生
ま
れ
た
。出

品
作
家
の
一
人
で
あ
る
坪
文
子
が
、展
覧
会
の
記
録
を
残
し

て
お
く
こ
と
を
い
ち
早
く
提
案
し
、写
真
家
の
高
嶋
清
俊
に

依
頼
し
て
作
品
の
写
真
を
残
し
て
お
い
て
く
れ
て
い
た
こ
と

も
後
押
し
と
な
り
、「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
の
カ
タ
ロ
グ
（
コ

ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と

に
な
っ
た
。

　

二
月
七
日
に
は
、祇
園
の
辰
巳
神
社
の
近
く
に
あ
る
中
華

レ
ス
ト
ラ
ン
で
最
初
の
ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン
グ
が
行
わ

れ
、オ
ブ
ジ
ェ
性
の
強
い
装
丁
で
カ
タ
ロ
グ
自
体
が
ア
ー
ト

作
品
に
な
る
よ
う
な
も
の
に
し
よ
う
と
の
案
が
出
さ
れ
た2

。

具
体
的
に
は
、
表
紙
に
は
錆
び
た
鉄
板
、
本
文
に
は
あ
え
て

わ
ら
半
紙
風
の
チ
ー
プ
な
紙
、流
通
も
一
般
の
書
店
で
は
な

く
美
術
館
の
シ
ョ
ッ
プ
な
ど
に
個
別
に
働
き
か
け
て
置
い
て

も
ら
お
う
と
の
ア
イ
デ
ア
だ
っ
た
。

　

ま
た
、制
作
費
の
試
算
と
そ
れ
を
ま
か
な
う
方
法
も
検
討

さ
れ
た
。
こ
の
時
点
で
は
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
の
特
別
研

究
費
を
あ
て
に
し
て
予
算
計
画
を
立
て
て
い
た
が
、そ
の
後
、

残
念
な
が
ら
申
請
は
不
採
択
と
な
り
、そ
こ
で
考
え
ら
れ
た

の
が
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
化
で
あ
っ
た
。つ
ま
り
、「
物
か
ら
モ
ノ

へ
」
展
に
出
品
し
た
作
家
を
対
象
に
カ
タ
ロ
グ
制
作
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
、賛
同
者
か
ら
出
資
を
得

て
、そ
れ
ら
を
制
作
費
の
一
部
に
充
て
る
と
い
う
方
法
で
あ

る
。こ
の
呼
び
か
け
に
一
六
名
の
作
家
と
研
究
者
が
応
え
て

く
れ
た
。
加
え
て
、
格
安
の
印
刷
業
者
を
探
し
た
り
、
紙
質

の
再
検
討
、鉄
板
の
表
紙
を
使
っ
た
高
品
位
版
と
紙
の
表
紙

の
普
及
版
の
二
段
構
え
で
コ
ス
ト
を
押
さ
え
る
方
法
、作
業

を
で
き
る
だ
け
内
製
化
す
る
方
法
な
ど
が
検
討
さ
れ
た
。

　

ま
た
こ
の
頃
か
ら
、作
品
写
真
以
外
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
検

討
も
始
ま
っ
た
。
以
下
は
、
こ
の
時
期
に
近
藤
と
大
西
が
交

わ
し
た
メ
ー
ル
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

カ
タ
ロ
グ
で
す
が
、「
地
球
美
術
」「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
」

と
い
っ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
、美
術
批
評
の
文
脈
に
乗
せ
て

言
説
化
し
た
ら
面
白
く
な
る
な
ぁ
と
思
い
始
め
ま
し
た
。

作
品
の
写
真
に
加
え
て
、批
評
文
も
し
っ
か
り
載
せ
て
頑

張
っ
て
英
文
の
批
評
文
も
掲
載
で
き
る
と
良
い
な
ぁ
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。（2010.2.28 

大
西
宏
志
）

第
四
章

ア
ー
ト
分
科
会
活
動
報
告
二
〇
一
〇

・
物モ

ノ

気ケ

色イ
ロ

大
西
宏
志 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
准
教
授

モ
ノ
と
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ

第
１
部	

第四章　アート分科会活動報告二〇一〇 ・物気色
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モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
の
価
値
は
、我
々
の
現
代
社
会
の
合

理
性
の
理
解
の
範
疇
を
超
え
た
時
の
、人
間
の
諒
解
を
い

わ
ば
認
識
す
る
重
要
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。そ

れ
は
、
精
神
を
開
放
し
、
そ
こ
で
納
得
す
る
感
覚
に
も
他

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
我
々
の
作
品
は
、
そ
の
カ
タ
チ

（
モ
ノ
）
で
あ
る
か
ど
う
か
。
そ
れ
が
、
整
合
性
の
あ
る
論

理
言
説
と
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
か
。作
品
写
真
と
言

説
（
批
評
）
が
対
峙
す
る
カ
タ
ロ
グ
に
し
た
い
と
思
い
ま

す
。（2010.3.10 

近
藤
髙
弘
）

　

そ
し
て
、
四
月
二
三
日
に
は
、
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン

タ
ー
に
稲
賀
繁
美
を
訪
ね
て
、論
文
系
の
コ
ン
テ
ン
ツ
と
バ

イ
リ
ン
ガ
ル
化
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た3

。
以
下
は
、
こ
の

と
き
の
議
論
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

■
企
画
意
図
：
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
で
得
た
知
見
を
、

美
術
の
文
脈
に
接
続
す
る
た
め
の
コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク

を
制
作
す
る
。
巷
に
流
布
す
る
言
説
「
日
本
の
現
代
美
術

＝
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
」
を
覆
す
た
め
の
き
っ
か
け
と
し

た
い
。
つ
ま
り
、
日
本
美
術
の
特
徴
は
平
面
性
だ
け
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
奥
に
は
、
気
配
や
気
色
や
モ
ノ
が

あ
る
こ
と
を
伝
え
た
い
。言
語
は
日
英
両
文
で
作
成
し
国

内
外
で
の
発
信
を
行
う
。

■
タ
イ
ト
ル
：「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」（
仮
）

１
、
ア
イ
キ
ャ
ッ
チ
写
真
／
２
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
と

は
（
鎌
田
東
二
）
／
３
、
モ
ノ
学
的
現
代
美
術
論
・
ス
ー

パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
か
ら
モ
ノ
へ
（
稲
賀
繁
美
）
／
４
、
作
品

写
真
（
全
作
家
）
／
５
、展
覧
会
評
（
稲
賀
繁
美
）
／
６
、

地
球
美
術
的
価
値
（
原
田
憲
一
）
／
７
、
作
品
リ
ス
ト
と

作
家
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
（
各
作
家
）
／
８
、
ア
ー
ト
分
科
会

一
〜
六
回
記
録
（
近
藤
＋
大
西
）
／
９
、
モ
ノ
学
を
理
解

す
る
た
め
の
参
考
文
献
（
鎌
田
＋
稲
賀
＋
近
藤
＋
大
西
）

／
10
、編
集
後
記
（
近
藤
＋
大
西
＋
武
田
）

■
翻
訳
ス
タ
ッ
フ
（
案
）：
富
井
玲
子
、Ｊ
・
ブ
リ
ー
ン
、
テ

モ
テ
・
カ
ー
ン
他

■
出
版
（
流
通
）
に
つ
い
て
：
書
籍
Ｊ
Ａ
Ｎ
コ
ー
ド
（
Ｉ
Ｓ
Ｂ
Ｎ
）

を
取
得
し
て
書
籍
の
流
通
網
に
載
せ
る
こ
と
を
検
討
す

る
。
版
下
の
製
作
と
印
刷
ま
で
は
自
分
た
ち
で
行
い
、
流

通
の
み
を
出
版
社
に
協
力
し
て
も
ら
う
案
を
検
討4

。

　

こ
の
と
き
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
企
画
意
図
が
再
定
義

さ
れ
、「
カ
タ
ロ
グ
」
か
ら
「
コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
」
と
い
う

位
置
付
け
に
改
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
化
へ
の

道
筋
が
つ
き
、
流
通
方
法
も
再
検
討
さ
れ
る
な
ど
、
多
く
の

読
者
を
獲
得
す
る
た
め
の
要
件
が
固
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
こ
と
と
予
算
の
制
限
か
ら
、
オ
ブ
ジ
ェ
性
の
強
い

装
丁
で
カ
タ
ロ
グ
自
体
を
ア
ー
ト
作
品
に
し
よ
う
と
い
う
プ

ラ
ン
は
消
え
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、一
般
的
な
書
籍
の
体
裁

に
し
た
こ
と
で
、頒
布
の
幅
が
広
が
っ
た
こ
と
を
評
価
し
た

い
と
思
う
。

　

こ
の
四
月
二
三
日
と
い
う
日
は
、ア
ー
ト
分
科
会
に
と
っ

て
特
別
な
日
で
あ
っ
た
。稲
賀
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
企
画
全
体

が
引
き
締
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、物
気
色
の
コ
ン
セ
プ
ト
に

物モ
ノ

気ケ

色イ
ロ

の
誕
生

3

繋
が
る
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
は
、稲
賀
が
代
表
を
務
め
る
研
究
会「『
東
洋
美
学
・

東
洋
的
思
惟
』
を
問
う
：
自
己
認
識
の
危
機
と
将
来
へ
の
課

題
」
が
開
催
さ
れ
た
日
で
も
あ
っ
た5

。
そ
こ
で
、
日
本
大
学

文
理
学
部
教
授
の
佐
々
木
健
一
が
「
遠
近
法
の
東
西
」
と
い

う
発
表
を
行
っ
た
。そ
の
中
の
風
景
論
（
空
間
認
識
論
）
に
モ

ノ
学
と
美
術
を
繋
ぐ
キ
ー
ワ
ー
ド
を
見
出
す
こ
と
に
な
っ
た

の
だ
。

　

佐
々
木
は
、東
洋
と
西
洋
で
は
空
間
の
認
識
の
仕
方
が
異

な
り
、
そ
れ
が
風
景
を
描
く
と
き
の
遠
近
感
の
表
し
方
（
遠

近
法
）
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
。西
洋
で
は
、空
間
は
均
質
な

も
の
と
認
識
さ
れ
、
風
景
（
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
）
は
線
遠
近
法

の
下
で
一
元
的
に
描
き
表
さ
れ
る
。
一
方
、
東
洋
の
空
間
認

識
は
遠
景
と
近
景
の
二
つ
か
ら
な
っ
て
お
り
、「
景
色
（
風
景

で
は
な
い
）」
は
、
遠
景
と
近
景
の
組
み
合
わ
せ
で
構
成
さ
れ

る
。
こ
の
遠
景
と
近
景
は
彼
岸
と
此
岸
で
も
あ
り
、
遠
景
は

時
空
を
超
え
て
遥
か
遠
く
、逆
に
近
景
は
視
覚
を
超
え
て
触

覚
さ
え
感
じ
さ
せ
る
生
々
し
さ
を
持
っ
て
い
る6

。

　

こ
の
説
明
は
、
私
た
ち
が
創
作
を
行
う
と
き
の
感
覚
に

マ
ッ
チ
し
て
い
た
。特
に
、東
洋
の
「
景
色
」
の
特
徴
と
さ
れ

た
「
視
覚
的
な
も
の
の
中
に
触
覚
的
な
も
の
を
感
じ
る
」
と

い
う
感
覚
は
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
が
扱
っ
て
き
た

「
気
配
」の
表
現
と
同
じ
で
あ
る
。さ
ら
に
佐
々
木
が
、「
景
色
」

の
古
い
表
記
で
あ
る
「
気
色
」
を
使
っ
た
こ
と
も
我
々
の
琴

線
に
触
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
東
洋
に
お

け
る
空
間
表
現
は
「
気
配
の
あ
り
様
を
描
く
こ
と
」
に
他
な

ら
な
い
。
こ
こ
に
、
ス
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
を
補
完
す
る
日
本
美

術
の
特
質
を
表
す
言
葉
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
し
て
五
月
三
日
、六
角
高
倉
の
居
酒
屋
で
、武
田
、近
藤
、

大
西
が
集
会
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
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踏
ま
え
て
実
務
的
な
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
た
め
で
あ
る
。「
物

気
色
」
と
い
う
言
葉
は
、
ま
さ
に
こ
の
場
で
誕
生
し
た
。
打

ち
合
わ
せ
が
済
み
、お
酒
と
食
事
が
す
す
み
は
じ
め
た
こ
ろ
、

我
々
が
練
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
コ
ン
セ
プ
ト
の
名
称
に

話
題
が
及
ん
だ
。
我
々
の
気
分
や
感
覚
を
一
言
で
表
す
「
こ

れ
っ
！
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
も
の
か
と
、
三
人
で
ワ
イ
ワ

イ
ガ
ヤ
ガ
ヤ
や
り
始
め
た
の
で
あ
る
。

　

ず
い
ぶ
ん
と
脱
線
も
あ
っ
た
が
、し
ば
ら
く
し
て
誰
か
が

「
も
の
」
と
「
気
色
」
を
く
っ
つ
け
て
「
モ
ノ
ケ
シ
キ
」
は
ど

う
だ
と
言
っ
た
。
す
る
と
、
そ
れ
を
聞
い
た
近
藤
が
、
訓
読

み
の
方
が
面
白
い
と
言
っ
て
「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」
と
い
う
言
葉

を
出
し
て
き
た
。こ
の
言
葉
の
響
き
が
お
か
し
く
か
つ
印
象

的
で
、
一
同
は
ゲ
ラ
ゲ
ラ
笑
い
な
が
ら
、
ま
た
真
面
目
に
意

味
合
い
を
吟
味
し
な
が
ら
、
ず
い
ぶ
ん
長
い
時
間
盛
り
上

が
っ
た
。
か
く
し
て
、
ア
ー
ト
分
科
会
が
掲
げ
る
コ
ン
セ
プ

ト
は
「
物モ

ノ

気ケ

色イ
ロ

」
に
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。以
下
は
、こ
の

と
き
の
集
ま
り
の
備
忘
録
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

　

コ
ン
セ
プ
ト
を
表
す
言
葉
は「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」と
決
定
。

「
モ
ノ
」
と
「
ケ
シ
キ
」
を
接
続
し
て
「
モ
ノ
ケ
シ
キ
」。更

に
、
も
と
も
と
の
和
語
の
単
位
に
分
解
し
て
訓
読
み
に

し
、「
モ
ノ
ケ
イ
ロ（M

O
N
O
K
EIRO

）」と
す
る
。「
モ
ノ
」

「
ケ
」「
イ
ロ
」、こ
れ
ら
の
言
葉
は
、古
代
か
ら
近
代
を
経

て
現
代
に
至
っ
て
も
な
お
我
々
の
感
覚
や
思
考
の
中
に

生
き
続
け
て
お
り
、日
本
文
化
を
把
握
す
る
際
に
無
く
て

は
な
ら
な
い
概
念
。こ
れ
ら
の
言
葉
が
持
つ
意
味
や
宿
し

て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ど
も
取
り
込
み
、「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」

と
い
う
新
た
な
価
値
の
物
差
し
を
創
り
出
す
。（
略
）
ス
ー

パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
が
問
題
に
し
た
平
面
性
・
表
層
性
で
は

語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
日
本
美
術
の
本
質
を
「
モ
ノ

ケ
イ
ロ
」
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
語
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
。更
に
、「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」
に
は
、西
洋
／
東
洋
、

古
代
／
近
代
、物
質
／
観
念
と
い
う
従
来
の
図
式
を
も
無

効
に
す
る
可
能
性
を
持
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」
は
、ア
ー
ト
や
文
化
の
領
域
だ

け
で
使
う
コ
ン
セ
プ
ト
で
は
な
く
、日
常
の
暮
ら
し
か
ら

グ
ロ
ー
バ
ル
な
経
済
ま
で
を
貫
通
す
る
物
差
し
と
な
る

だ
ろ
う
。

　

ポ
ッ
プ
な
省
略
形
と
し
て
「
モ
ノ
ケ
」
と
い
う
言
葉
を

流
通
さ
せ
る
の
も
面
白
い
。「
モ
ノ
ケ
が
有
る
／
無
い
」

「
モ
ノ
ケ
作
家
」「
モ
ノ
ケ
女
優
」
な
ど
、「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」

を
尺
度
に
し
た
新
し
い
言
葉
も
生
み
出
さ
れ
る
。国
際
語

「M
O
N
O
K
EIRO

」
と
し
て
も
流
通
さ
せ
た
い
。

　

こ
の
と
き
の
三
人
の
熱
気
を
感
じ
て
い
た
だ
け
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
か
く
し
て
、
コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
と
展
覧
会

の
名
称
は
「
物
気
色
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
と
展
覧
会
は
、当
初
か
ら
連
動
す
る

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
展
覧

会
の
方
は
い
ま
だ
具
体
的
に
は
話
が
進
ん
で
い
な
か
っ
た
。

こ
ち
ら
が
始
動
す
る
き
っ
か
け
も
ま
た
、五
月
三
日
の
打
ち

合
わ
せ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
と
き
、武
田
か
ら
展
覧
会
会
場
に
関
す
る
重
要
な
提

案
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
武
田
の
知
人
で
あ
る
武
本
俊
氏
の

邸
宅
を
使
っ
て
展
覧
会
を
や
ら
な
い
か
と
い
う
も
の
で
あ
っ

た
。
武
本
氏
の
邸
宅
は
、
御
霊
神
社
と
相
国
寺
の
間
に
位
置

す
る
築
一
二
○
年
の
旧
邸
で
あ
る
。
京
都
家
庭
女
学
院
・
虚

展
覧
会
の
始
動

4

白
院
と
も
呼
ば
れ
る
そ
の
邸
宅
は
、か
つ
て
は
朝
鮮
通
信
使

ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、
大
正
期
に
は
日
本
南
画
院
の
本
部
、

戦
後
は
女
子
教
育
の
拠
点
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。初
代
主

人
の
南
画
家
河
野
秋
邨
を
慕
っ
て
、田
畑
忍
同
志
社
大
学
元

学
長
を
は
じ
め
と
す
る
京
都
の
文
化
人
が
集
っ
た
サ
ロ
ン
で

も
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

後
に
見
学
に
訪
れ
た
際
、三
十
名
ほ
ど
が
一
度
に
授
業
を

受
け
ら
れ
る
教
室
や
本
格
的
な
能
舞
台
、庭
に
は
巨
大
な
孟

宗
竹
の
林
が
あ
る
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
度
肝
を
抜
か
れ

た
。京
都
市
内
に
ま
だ
こ
ん
な
場
所
が
残
っ
て
い
た
の
か
!?

ま
さ
に
「
モ
ノ
ケ
イ
ロ
」
な
場
所
で
あ
る
。
五
月
三
日
の
段

階
で
は
ま
だ
実
際
に
見
て
は
い
な
か
っ
た
が
、抜
群
の
目
利

き
で
あ
る
武
田
の
目
を
信
頼
し
、そ
の
場
で
武
本
邸
で
の
実

施
を
決
め
た7

。

　

ま
た
、
近
藤
か
ら
は
、
招
待
作
家
と
し
て
志
村
ふ
く
み
と

黒
田
ア
キ
を
招
聘
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
た
。志
村
は
民
藝

運
動
に
参
加
し
た
後
、そ
こ
か
ら
離
れ
て
独
自
の
道
を
歩
み

人
間
国
宝
に
ま
で
な
っ
た
染
織
家
で
あ
る
が
、そ
こ
に
安
住

す
る
こ
と
な
く
、現
代
に
お
け
る
工
芸
の
あ
り
方
を
厳
し
く

問
い
続
け
て
い
る
。
ま
た
、
黒
田
は
、
若
く
し
て
フ
ラ
ン
ス

に
渡
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
に
溶
け
込
み
な
が
ら
独
自
の

ス
タ
ン
ス
を
作
り
上
げ
て
き
た
作
家
で
あ
る
。二
人
の
仕
事

は
、ア
ー
ト
分
科
会
の
活
動
を
外
か
ら
見
直
す
た
め
の
重
要

な
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。近
藤
も
ま
た
抜

群
の
目
利
き
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
日
、
武
田
か
ら
、
展
覧
会
の
事
務
局
を
株
式

会
社
情
報
工
房
に
担
っ
て
も
ら
っ
て
は
ど
う
か
と
の
提
案
が

あ
っ
た
。情
報
工
房
は
京
都
賞
な
ど
の
運
営
を
行
っ
て
い
る

企
画
会
社
で
、代
表
を
務
め
る
浅
井
俊
子
氏
も
武
田
の
知
人

で
あ
る
。
先
回
の
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
の
と
き
に
は
事
務

第四章　アート分科会活動報告二〇一〇 ・物気色
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局
を
作
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、会
場
と
の
折
衝
や
広
報
な
ど

が
充
分
に
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
が
あ
る
。同
じ
轍
を

踏
ま
な
い
た
め
に
、こ
の
提
案
も
ぜ
ひ
実
現
し
た
い
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
実
際
に
事
務
局
を
担
っ
て
い
た
だ
く
こ

と
に
な
っ
た8

。

　

五
月
三
日
ま
で
の
動
き
で
、コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
と
展
覧

会
の
ス
キ
ー
ム
が
ほ
ぼ
出
来
上
が
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
以

降
は
実
施
段
階
へ
と
入
っ
て
ゆ
く
。プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
こ
こ

か
ら
が
本
番
で
あ
り
、今
回
も
ま
た
山
あ
り
谷
あ
り
の
悪
戦

苦
闘
の
連
続
と
な
っ
た
。
面
白
い
話
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、

紙
数
の
都
合
も
あ
る
の
で
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
、最
後
に
資

料
と
し
て
デ
ー
タ
類
を
掲
載
す
る
。

　

加
え
て
、
こ
の
原
稿
を
執
筆
し
て
い
る
現
在
、
東
京
画
廊

に
て
実
施
中
の
展
覧
会
『
モ
ノ
ケ
イ
ロ
ケ
モ
ノ
』
の
概
要
も

掲
載
し
て
お
く
。
こ
の
展
覧
会
は
、
ア
ー
ト
分
科
会
の
共
催

者
で
あ
る
東
京
画
廊
が
企
画
し
た
モ
ノ
学
展
覧
会
の
第
三
弾

で
あ
る
。

■
コ
ン
セ
プ
ト
ブ
ッ
ク
『
物
気
色
』（
図
１
）

目
次　

contents

・
は
じ
め
に	

・Introduction	to	M
onokeiro

・
モ
ノ
学
か
ら
見
た
「
モ
ノ
・
ケ
・
イ
ロ
（
物
気
色
）」

M
ono	ke	iro	as	seen	from

	a	 ‘m
ono-sophical ’ 

perspective

	

鎌
田
東
二		T

ōji	K
A
M

A
T
A

・A
rtists	and	T

he	Exhibition

お
わ
り
に

5

・
近
藤
髙
弘　

T
akahiro	K

O
N
D
Ō

・
坪	

文
子　

Fum
iko	T

SU
BO

・
狩
野
智
宏　

T
om

ohiro	K
A
N
Ō

・
上
林
壮
一
郎　

Sōichirō	K
A
N
BA

Y
A
SH

I

・
大
舩
真
言　

M
akoto	Ō

FU
N
E

・
大
西
宏
志　

H
iroshi	Ō

N
ISH

I

・
佐
藤
ミ
チ
ヒ
ロ　

M
ichihiro	SA

T
Ō

・
山
田	

晶　

A
kira	Y

A
M

A
D
A

・
山
本
健
史　

T
akeshi	Y

A
M

A
M

O
T
O

・
髙
山	

大　

D
ai	T

A
K
A
Y
A
M

A

・
松
生	

歩　

A
yum

i	M
A
T
SU

IK
E

・
岡
田
修
二　

Shūji	O
K
A
D
A

・
渡
邊
淳
司　

Junji	W
A
T
A
N
A
BE

・
蘇
生
す
る
化
石
・
跳
梁
す
る
魂		

大
学
博
物
館
で
現
代
美
術

展
？

	

京
都
大
学
総
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憲
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A
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・
モ
ノ
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・
感
覚
価
値
研
究
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ー
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開
催
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ono-logy/Sense-V
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・
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際
シ
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ポ
ジ
ウ
ム
芸
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会
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rt	Section	of	M
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・
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	Further	Readings
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著
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モ
ノ
学
・
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図１　コンセプトブック『物気色』（美学出
版）の表紙（デザイン：大西宏志＋河野綾）
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編
集
ア
ド
バ
イ
ザ
ー　

武
田
好
史
、稲
賀
繁
美
、瀧
本
雅
志

監
修　

鎌
田
東
二

ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン　

近
藤
髙
弘

デ
ザ
イ
ン　

大
西
宏
志
、河
野	

綾

写
真　

高
嶋
清
俊
、他

翻
訳　

富
井
玲
子
、
ジ
ョ
ン
・
ブ
リ
ー
ン
、
テ
ィ
ム
・
カ
ー
、

ト
ゥ
ー
ラ
・
モ
イ
ラ
ネ
ン
、ク
レ
ア
・
ク
ッ
チ
オ

発
行　

美
学
出
版

印
刷
・
製
本　

ス
イ
ッ
チ
・
テ
ィ
フ

■
展
覧
会
『
物
気
色
─
物
か
ら
モ
ノ
へ
─
』（
図
２
）

ご
あ
い
さ
つ
：
現
代
人
が
忘
れ
か
け
て
い
る
感
覚
価
値
を
呼
び

覚
ま
す
た
め
に
、日
本
の
古
都
京
都
か
ら
ア
ー
ト
の
提
案
を
行

い
ま
す
。

　

二
〇
一
〇
年
一
月
、『
物
か
ら
モ
ノ
へ
』
と
名
付
け
ら
れ
た
展

覧
会
が
、
京
都
大
学
総
合
博
物
館
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
、
鎌

田
東
二
が
代
表
を
務
め
る
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
成
果

発
表
の
場
で
あ
っ
た
。こ
の
研
究
会
で
は
、「
も
の
」
と
い
う
日

本
語
が
宿
し
て
い
る
意
味
の
広
が
り
や
感
覚
価
値
を
、研
究
者

と
芸
術
家
が
協
同
し
て
探
求
し
て
い
る
。「
も
の
」
に
は
、物
質

的
側
面
と
し
て
の
「
物
」、人
格
的
側
面
と
し
て
の
「
者
」、そ
し

て
モ
ノ
ノ
ケ
や
モ
ノ
ノ
ア
ハ
レ
な
ど
に
み
ら
れ
る
霊
的
な
側

面
と
し
て
の
「
モ
ノ
」
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
中
で
も
私

た
ち
は
、「
モ
ノ
」の
側
面
に
着
目
す
る
。作
品
は
、た
だ
の「
物
」

で
は
な
く
、そ
こ
に
は
「
モ
ノ
」
が
宿
っ
て
い
る
。作
家
も
「
物
」

を
ク
リ
エ
イ
ト
す
る
「
者
」
で
は
な
く
、「
モ
ノ
」
に
憑
か
れ
て

作
品
を
生
み
出
す
依
代
（
う
つ
わ
）
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の

コ
ン
セ
プ
ト
の
表
現
実
践
が『
物
か
ら
モ
ノ
へ
』展
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
続
編
が
、
こ
の
度
の
展
覧
会
『
物モ

ノ

気ケ

色イ
ロ

─
物
か
ら
モ
ノ

へ
─
』で
あ
る
。舞
台
と
な
る
の
は
、相
国
寺（
京
都
市
上
京
区
）

の
隣
に
位
置
す
る
築
一
二
〇
年
の
旧
邸
、
虚き

ょ

白は
く

院い
ん

。
か
つ
て
は

朝
鮮
通
信
使
ゆ
か
り
の
地
で
あ
り
、大
正
期
に
は
日
本
南
画
院

の
本
部
、
戦
後
は
女
子
教
育
の
拠
点
と
な
っ
た
場
所
で
あ
る
。

初
代
主
人
の
南
画
家
河
野
秋
邨
を
慕
っ
て
、
田
畑
忍
（
同
志
社

大
学
元
学
長
、
故
人
）
を
は
じ
め
と
す
る
京
都
を
代
表
す
る
文

化
人
が
集
っ
た
サ
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
こ
こ
か
ら

「
物
気
色
」
の
ア
ー
ト
を
発
信
す
る
。「
物
気
色
」
に
よ
っ
て
西

洋
と
東
洋
、
美
術
と
工
芸
、
経
済
と
芸
術
と
科
学
な
ど
の
既
成

の
枠
組
み
を
乗
り
越
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。そ
し
て
近
い
将

来
、「M

O
N
O
K
EIRO

」
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
も
と
に
世
界
中
の

ア
ー
チ
ス
ト
が
京
都
に
集
結
し
、新
た
な
文
化
を
発
信
す
る
日

が
来
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
。
そ
の
と
き
、
私
た
ち
は
新
た
な

文
化
の
発
信
拠
点
と
な
っ
た
京
都
を
《
京
都
藝
苑	M

ouseion

》

と
呼
ぼ
う
と
思
う
。こ
の
展
覧
会
は
、《
京
都
藝
苑	M

ouseion

》

の
実
現
に
向
け
た
活
動
の
第
一
歩
な
の
で
あ
る
。

会
期
：
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
一
日（
日
）〜
一
一
月
二
八
日（
日
）

	

午
前
一
〇
時
〜
午
後
五
時
（
最
終
入
館
は
午
後
四
時
一
五

分
ま
で
）

会
場
：
社
団
法
人
京
都
家
庭
女
学
院
・
虚
白
院

主
催
：
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会

協
力
：
社
団
法
人
京
都
家
庭
女
学
院

後
援
：
京
都
府
、京
都
市
、Ｋ
Ｂ
Ｓ
京
都
、京
都
新
聞
社
、朝
日

新
聞
社
、毎
日
新
聞
社
、読
売
新
聞
社
、産
経
新
聞
社
、日

本
経
済
新
聞
社

入
館
料
：
一
般
一
、〇
〇
〇
円
（
八
〇
〇
円
）　

中
・
高
・
大
学

生
八
〇
〇
円
（
六
〇
〇
円
）

事
務
局
：
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
ア
ー
ト
分
科
会
事
務
局

	

〒
六
〇
〇
─

八
四
一
一　

京
都
市
下
京
区
烏
丸
通
四
条

下
ル
水
銀
屋
町
六
二
〇　

CO
CO

N

烏
丸
４
Ｆ　

株
式
会

社
情
報
工
房
内

出
品
作
家
と
作
品
目
録
（
図
３
）

イ
ベ
ン
ト

能
舞
「
虹
鬼
伝
説
」

日
時
：
一
一
月
二
四
日
（
水
）
午
後
四
時
〜
四
時
三
〇
分

出
演
：
鎌
田
東
二
（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー

教
授
・
宗
教
哲
学
）、河
村
博
重
（
観
世
流
能
楽
師
）

こ
こ
ろ
観
＋
ワ
ザ
学
合
同
研
究
会

日
時
：
一
一
月
二
五
日
（
木
）
午
後
二
時
〜
四
時
三
〇
分

テ
ー
マ
：「
民
藝
と
物
気
色
ア
ー
ト
」

基
調
講
演
：
志
村
ふ
く
み
（
重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
・
染
織
）

パ
ネ
リ
ス
ト
：

鞍
田
崇
（
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
特
任
准
教
授
）

武
田
好
史
（
ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
）

近
藤
髙
弘
（
造
形
美
術
）

大
西
宏
志
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授
・
映
像
）

第四章　アート分科会活動報告二〇一〇 ・物気色

図２　展覧会『物気色』のフライヤー
（デザイン：大西宏志＋上原英司）
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■
連
携
企
画

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン

タ
ー　

一
般
公
募
型
連
携
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト

日
時
：
一
一
月
二
六
日
（
金
）
午
後
一
時

〜
六
時

場
所
：
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー

テ
ー
マ
：「
モ
ノ
と
感
覚
・
価
値
に
関
す

る
基
盤
研
究
」

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
：
渡
邊
淳
司
、大
西

宏
志

比
較
文
明
学
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

日
時
：
一
一
月
二
八
日
（
日
）
午
後
三
時

〜
五
時

場
所
：
池
坊
短
期
大
学
（
京
都
市
）

テ
ー
マ
：「
モ
ノ
学
と
芸
術
─
─
二
一
世

紀
の
文
明
に
向
け
て
」

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
・
司
会
：
鎌
田
東
二

パ
ネ
リ
ス
ト
：

稲
賀
繁
美
（
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー

教
授
・
比
較
文
学
・
比
較
文
化
・
文
化

交
流
史
）

阿
部
珠
理
（
立
教
大
学
教
授
・
ア
メ
リ

カ
文
学
・
ア
メ
リ
カ
先
住
民
研
究
）

日
置
弘
一
郎
（
京
都
大
学
教
授
・
経
営

学
）

柿
沼
敏
江
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
・

音
楽
学
・
音
楽
史
）

図３　展覧会『物気色』出品作品リスト（制作：情報工房・栗原文枝）



● 041

■
展
覧
会
『
モ
ノ
ケ
イ
ロ
ケ
モ
ノ
』
三
人
展

出
品
作
家
：
大
西
宏
志
、近
藤
髙
弘
、ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ギ
ル

会
期
：
二
〇
一
一
年
一
月
一
五
日
（
土
）
〜
二
月
一
二
日
（
土
）

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー
ク
：
二
〇
一
一
年
一
月
一
五
日
（
土
）
一

五
：
〇
〇
〜

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
：
二
〇
一
一
年
一
月
一
五
日

（
土
）
一
七
：
〇
〇
〜
一
九
：
〇
〇	

東
京
画
廊
＋
Ｂ
Ｔ
Ａ
Ｐ
に
て

　

こ
の
度
、
東
京
画
廊
＋
Ｂ
Ｔ
Ａ
Ｐ
で
は
、
大
西
宏
志
、
近
藤

髙
弘
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ギ
ル
に
よ
る
三
人
展
『
モ
ノ
ケ
イ
ロ

ケ
モ
ノ
』
を
開
催
い
た
し
ま
す
。
本
展
は
二
〇
〇
六
年
に
発
足

し
た
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て

企
画
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究

セ
ン
タ
ー
教
授
、
鎌
田
東
二
が
代
表
を
務
め
る
同
研
究
会
は
、

日
本
の
風
土
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
「
も
の
」
の
感
覚
価
値
を
、

あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
検
証
し
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。
本
展
に
参
加
す
る
近
藤
と
大
西
は
、
ア
ー
チ
ス
ト
の

立
場
か
ら
こ
の
研
究
会
に
参
加
し
、二
〇
〇
八
年
に
は
モ
ノ
学

と
表
現
実
践
を
結
び
つ
け
る
場
と
し
て
ア
ー
ト
分
科
会
を
立

ち
上
げ
ま
し
た
。東
京
画
廊
＋
Ｂ
Ｔ
Ａ
Ｐ
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
山

本
豊
津
は
、
二
〇
〇
九
年
二
月
に
京
都
で
行
わ
れ
た
第
一
回

ア
ー
ト
分
科
会
の
研
究
会
で
、「
モ
ノ
派
と
モ
ノ
感
覚
価
値
」
と

題
し
た
講
演
を
行
い
ま
し
た
。ア
ー
ト
分
科
会
は
そ
の
後
も
継

続
し
て
行
わ
れ
、二
〇
一
〇
年
一
月
に
は
京
都
大
学
総
合
博
物

館
で
実
験
展『
物
か
ら
モ
ノ
へ
』が
行
わ
れ
ま
し
た
。ス
テ
ィ
ー

ヴ
ン
・
ギ
ル
は
、
こ
の
時
の
招
待
作
家
で
す
。
そ
し
て
一
一
月

に
は
続
編
と
し
て
、社
団
法
人
京
都
家
庭
女
学
院
・
虚き

ょ

白は
く

院い
ん

で

『
物モ

ノ

気ケ

色イ
ロ

─
物
か
ら
モ
ノ
へ
─
』展
が
実
施
さ
れ
ま
し
た
。ア
ー

ト
分
科
会
か
ら
生
ま
れ
た
物
気
色
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、二
つ
の

実
験
展
を
貫
く
心
棒
と
な
っ
て
い
ま
す
。ポ
ス
ト
近
代
に
お
い

て
、
新
し
い
表
現
を
探
る
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
た
ち
に
勇
気
を
与
え
る
も
の
で
し
た
。情
報
が
氾
濫
し
、国
、

社
会
、
個
人
の
輪
郭
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
現
在
、
プ
レ

近
代
、
近
代
そ
し
て
ポ
ス
ト
近
代
が
、
三
人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

を
通
し
て
表
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、
第
三
回
目
の
「
モ
ノ
ケ

イ
ロ
ケ
モ
ノ
」
展
を
こ
の
度
企
画
い
た
し
ま
す
。	

作
品
リ
ス
ト

近
藤
髙
弘

ミ
ゾ
レ	

手-

２
、	

ミ
ゾ
レ	

手-

１
、	

ミ
ゾ
レ	

頭-

１

9

×22

×10cm
,	27.5

×7

×7cm
,	15.5

×20

×15cm

ガ
ラ
ス	2011

打
切
碗	

ハ
ツ
ケ
シ
キ
ー	

1

11

×11

×11cm

銀
滴	2011

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ギ
ル

生
ヶ
石

石
、添
え
物	2011

生
ヶ
石	
ヤ
ク
シ
マ
（
鹿
児
島
）

石
、添
え
物	2011

大
西
宏
志
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二
○
一
○
年
度
以
前
の
活
動
に
つ
い
て
は
、『
モ
ノ
学
・
感
覚
価

値
研
究
』四
号
「
ア
ー
ト
分
科
お
よ
び
展
覧
会
の
活
動
報
告
」
を
参
照
。

２　

参
加
者
は
、
坪
文
子
、
武
田
好
史
、
コ
ン
ド
ウ
ヒ
ト
ミ
、
近
藤

髙
弘
、
大
西
宏
志
。

３　

参
加
者
は
、
稲
賀
繁
美
、
近
藤
髙
弘
、
大
西
宏
志
。

４　

出
版
社
は
美
学
出
版
が
候
補
に
あ
が
っ
た
。
稲
賀
か
ら
右
澤
康

之
氏
に
打
診
を
し
、
お
力
を
お
借
り
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。

５　

近
藤
も
そ
の
日
の
ス
ピ
ー
カ
ー
の
一
人
で
、「
イ
ラ
ン
古
陶
の
村

ラ
レ
ー
ジ
ン
を
訪
ね
る
：
染
付
の
源
流
─
ペ
ル
シ
ャ
か
ら
日
本
へ
、
近

藤
髙
弘
の
作
品
と
の
関
連
で
」
と
い
う
講
演
を
行
っ
て
い
る
。

６　

こ
の
説
明
は
、
当
日
の
発
表
を
聞
い
た
大
西
の
記
憶
と
メ
モ
に

基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
正
確
さ
に
欠
け
る
点
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

佐
々
木
の
発
表
は
文
章
化
さ
れ
『
國
華
一
三
八
〇
号
』（
朝
日
新
聞
出

版
社
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
そ
ち
ら
も
確
認

し
て
ほ
し
い
。

７　

武
本
氏
も
快
く
ご
自
宅
を
提
供
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

今
回
の
展
覧
会
は
武
本
邸
と
個
々
の
作
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で

も
あ
る
。

８　

浅
井
氏
を
は
じ
め
、
現
場
担
当
者
と
し
て
走
り
回
っ
て
く
れ
た

栗
原
文
枝
さ
ん
と
小
原
万
由
子
さ
ん
に
は
、
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼

申
し
上
げ
た
い
。

９　
『
物
気
色
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
は
、
稲
賀
と
瀧
本
氏

に
よ
る
力
作
で
あ
る
。
学
術
的
に
も
重
要
な
リ
ス
ト
と
な
っ
て
い
る
の

で
、
ぜ
ひ
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

第四章　アート分科会活動報告二〇一〇 ・物気色

「物気色」展示風景　（写真：高嶋清俊）



042 ●第 1 部　モノとこころとワザ

志
村
ふ
く
み

は
じ
め
に

　

み
な
さ
ま
、
こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

　

お
若
い
方
は
、柳
宗
悦
の
こ
と
を
ご
存
じ
な
い
方
も
多
い

と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
方
の
思
想
と
か
、実
際
の
民
芸

運
動
と
い
う
も
の
を
本
当
に
実
感
と
し
て
お
感
じ
に
な
っ
て

い
る
方
は
、も
う
ほ
と
ん
ど
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
か
と
思
う
の

基
調
講
演　

現
代
の
「
工
芸
」
の
道

Ⅰ

で
す
。何
し
ろ
、い
ま
か
ら
五
十
、六
十
年
昔
の
話
な
の
で
す
。

　

当
時
、
京
都
に
上
賀
茂
民
芸
協
団
と
い
う
、
柳
先
生
が
初

め
て
お
つ
く
り
に
な
っ
た
協
団
が
あ
り
ま
し
た
。私
の
母
が

た
ま
た
ま
織
物
を
習
い
に
行
っ
て
い
た
の
で
す
が
、そ
こ
に

青
田
五
良
さ
ん
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、今
日
の
染

織
を
意
識
的
に
は
じ
め
て
な
さ
っ
た
方
だ
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
は
西
陣
織
と
か
、
結
城
と
か
、
企
業
的
な
も
の
は

あ
っ
た
の
で
す
が
、自
分
の
表
現
し
た
い
も
の
を
自
分
で
染

め
て
自
分
で
織
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
も
し
な
い
よ
う
な
時

代
だ
っ
た
の
で
す
。

　

青
田
さ
ん
は
同
志
社
中
学
で
美
術
を
教
え
て
い
ら
し
た
方

で
す
が
、も
と
も
と
織
物
が
好
き
で
、古
着
な
ど
を
集
め
た
り

し
て
昔
の
も
の
を
と
て
も
面
白
い
と
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
そ
う
で
す
。そ
れ
が
あ
る
と
き
、寺
町
か
ど
こ
か
の
シ
ョ
ー

ウ
イ
ン
ド
ー
で
河
井
寛
次
郎
先
生
の
陶
器
を
見
て
び
っ
く
り

し
て
、こ
ん
な
も
の
が
い
ま
の
世
の
中
に
あ
る
の
か
と
思
わ

れ
た
。陶
器
と
い
う
も
の
は
、日
本
の
古
い
陶
器
と
か
中
国
や

李
朝
は
あ
る
け
れ
ど
も
、個
人
で
自
由
に
つ
く
っ
て
、こ
ん
な

に
生
き
生
き
し
た
美
し
い
も
の
が
あ
る
の
か
と
思
わ
れ
た
そ

う
で
す
。そ
し
て
、河
井
先
生
の
と
こ
ろ
へ
、弟
子
に
し
て
く

だ
さ
い
と
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

で
も
、
そ
の
と
き
河
井
先
生
は
、
青
田
さ
ん
は
織
物
が
好

き
だ
か
ら
染
織
を
や
っ
た
ら
ど
う
か
と
言
わ
れ
た
。ち
ょ
う

ど
柳
先
生
が
協
団
を
お
つ
く
り
に
な
っ
た
時
だ
っ
た
の
で
、

そ
こ
に
入
っ
て
染
織
を
始
め
ら
れ
た
の
で
す
。同
じ
よ
う
に
、

黒
田
辰
秋
さ
ん
と
い
う
木
工
作
家
、そ
の
他
に
も
漆
の
方
と

か
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、一
つ
の
道
場
が
で
き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
こ
で
柳
先
生
が
提
唱
さ
れ
た
の
が
「
民
芸
」
で
す
。
先

第
五
章

こ
こ
ろ
観
＋
ワ
ザ
学
合
同
研
究
会

「
民
藝
と
物
気
色
ア
ー
ト
」

志
村
ふ
く
み 

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者
・
染
織

　
　

＊
鞍
田　

崇

総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
特
任
准
教
授

武
田
好
史

ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス

近
藤
髙
弘

造
形
美
術

大
西
宏
志

京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授
・
映
像

モ
ノ
と
こ
こ
ろ
と
ワ
ザ

第
１
部	
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生
は
、
も
と
も
と
民
芸
と
い
う
の
は
民
の
芸
で
、
無
心
で
欲

が
な
く
、自
然
そ
の
も
の
を
取
り
入
れ
た
最
高
の
美
し
さ
の

あ
る
用
の
器
で
あ
る
、
と
説
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
し

か
し
、
個
人
が
仕
事
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て
も

個
性
が
出
る
し
、い
ま
の
人
間
は
無
心
な
ん
て
い
う
こ
と
は
、

と
て
も
で
き
な
い
こ
と
な
の
で
す
ね
。
ま
ず
、
意
識
を
し
て

し
ま
う
。
柳
先
生
は
そ
う
い
う
も
の
を
よ
し
と
な
さ
ら
な

か
っ
た
わ
け
で
す
。
民
芸
が
本
道
で
あ
る
と
。
個
人
作
家
の

も
の
は
、は
っ
き
り
言
っ
て
邪
道
で
あ
る
と
い
う
ぐ
ら
い
に

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

柳
先
生
の
思
想

　

柳
先
生
は
昭
和
二
年
に
『
神
に
つ
い
て
』（
柳
宗
悦
宗
教
選

集
）
ほ
か
二
、
三
冊
の
宗
教
に
関
す
る
本
を
出
さ
れ
て
い
ま

す
。先
生
は
、ま
だ
民
芸
と
い
う
こ
と
を
全
然
考
え
て
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
白
樺
派
に
い
ら
し
た
こ
ろ
、非
常
に
宗
教
的
な

一
種
の
神
秘
的
な
信
仰
を
研
究
さ
れ
、こ
の
本
を
お
書
き
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。こ
の
本
は
み
な
さ
ん
に
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
よ
う
な
深
い
思
想
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

そ
う
し
た
思
想
家
で
も
あ
り
哲
学
者
で
も
あ
る
柳
先
生

が
、
あ
る
と
き
突
然
、
も
の

0

0

に
目
覚
め
た
の
で
す
ね
。『
神
に

つ
い
て
』
か
ら
ず
っ
と
宗
教
的
な
勉
強
を
な
さ
っ
て
、
た
ど

り
着
い
た
民
衆
の
姿
。民
衆
は
ど
う
し
た
ら
救
わ
れ
る
か
と

考
え
た
と
き
に
、親
鸞
さ
ん
の
お
言
葉
と
か
法
然
さ
ん
の
南

無
阿
弥
陀
仏
と
か
、そ
れ
を
本
当
に
こ
の
世
に
実
践
し
て
い

る
の
は
民
芸
だ
と
お
考
え
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

民
芸
と
い
う
も
の
は
、貧
し
く
学
問
も
修
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
人
々
が
、
そ
の
日
の
糧
の
た
め
に
、
一
日
に
何

百
個
と
な
く
お
皿
の
絵
を
描
く
。そ
れ
が
些
細
な
お
金
に
な

る
の
で
す
が
、一
心
に
仕
事
を
し
て
い
た
人
た
ち
の
器
が
そ

の
ま
ま
救
わ
れ
て
い
る
。も
う
成
仏
し
て
い
る
と
柳
先
生
は

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。
善
人
が
救
わ
れ
る
の
な
ら
、

な
お
さ
ら
悪
人
が
救
わ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
い
う
親
鸞
さ
ん

の
お
言
葉
の
と
お
り
に
、学
問
が
あ
っ
た
り
芸
術
の
こ
と
が

分
か
っ
た
り
し
て
い
る
人
の
器
よ
り
も
、何
も
知
ら
な
い
無

心
の
も
の
が
最
高
に
救
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
、そ
の
思

想
が
民
芸
の
根
本
な
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
ま
で
は
、こ
ん
な
こ
と
は
誰
も
考
え
て
い
な
い
。台
所

の
隅
に
置
い
て
あ
る
雑
器
を
、こ
れ
は
美
し
い
な
ん
て
、誰
も

思
わ
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。デ
パ
ー
ト
な
ど
で
売
っ
て
い
る

高
価
な
器
を
、こ
れ
は
お
客
さ
ま
の
と
き
に
使
お
う
と
思
っ

て
と
っ
て
お
く
。そ
れ
ぐ
ら
い
の
意
識
し
か
な
い
時
代
で
す

か
ら
、た
だ
の
雑
器
を
最
高
の
も
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

で
、み
ん
な
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。そ
し
て
、あ
ら
た
め
て
見

直
す
と
、そ
ば
猪
口
と
か
、く
ら
わ
ん
か
碗
と
か
、い
ろ
い
ろ

な
雑
器
が
そ
の
地
方
に
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
最
高
だ
と
言
わ
れ
た
た
め
に
、
雑
器

で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。特
殊
な
も
の
に
な
っ

て
き
た
の
で
す
。民
芸
の
人
た
ち
が
買
い
あ
さ
っ
た
り
家
に

飾
っ
た
り
、非
常
に
大
事
に
し
て
一
種
の
ブ
ー
ム
み
た
い
に

な
っ
て
、
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
が
、
あ
る
意
味
で
逆

に
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
だ
か
ら
、
パ
ン
ド
ラ
の
箱
の
蓋
を

開
け
た
途
端
に
、も
う
そ
こ
に
は
民
芸
は
な
い
の
で
す
。

　

で
も
、
先
生
は
そ
れ
を
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か

ず
か
ず
の
立
派
な
ご
本
も
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
し
、当
時

の
私
た
ち
は
、そ
れ
こ
そ
が
本
当
に
素
晴
ら
し
い
民
芸
の
道

だ
、工
芸
だ
と
信
じ
て
一
生
懸
命
先
生
の
後
を
お
慕
い
し
て

き
た
わ
け
で
す
。

私
の
仕
事

　

話
は
少
し
戻
り
ま
す
が
、
当
時
、
私
は
結
婚
し
て
子
供
も

い
た
の
に
、
一
人
に
な
っ
て
仕
事
を
す
る
こ
と
に
な
り
、
ど

う
し
た
ら
い
い
の
か
、ど
う
し
て
生
き
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う

と
ど
ん
底
に
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
柳
先
生
に

織
物
を
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い

て
、こ
れ
が
出
発
点
で
し
た
。

　

柳
先
生
の
『
芭
蕉
布
物
語
』
の
中
に
出
て
く
る
芭
蕉
布
と

い
う
布
が
あ
る
の
で
す
が
、沖
縄
の
方
が
バ
シ
ョ
ウ
を
育
て

て
、
そ
れ
を
あ
る
時
期
に
切
っ
て
、
糸
に
績
ん
で
丁
寧
に
丁

寧
に
糸
を
つ
く
っ
て
織
る
。本
当
に
素
晴
ら
し
い
か
す
り
を

つ
く
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。芭
蕉
布
と
い
う
最
高
の
織
物
で
す

ね
。
い
ま
だ
に
私
は
最
高
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
ど
も
は

『
芭
蕉
布
物
語
』
を
織
物
の
バ
イ
ブ
ル
だ
と
思
っ
て
い
た
の

で
す
。
こ
れ
を
実
行
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
そ
れ
が
織
物

の
本
道
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
れ
で
仕
事
を

始
め
た
の
で
す
。
紡
い
だ
糸
で
、
植
物
染
料
で
、
手
織
り
で

と
い
う
の
は
、ま
さ
に
『
芭
蕉
布
物
語
』
な
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、
次
に
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
に
は
、
安
く
な
け

れ
ば
い
け
な
い
。
た
く
さ
ん
で
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
ぜ

い
た
く
な
も
の
で
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。そ
う
い
う
こ
と
を

書
か
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

し
か
し
、
絶
対
に
た
く
さ
ん
は
で
き
な
い
の
で
す
。
一
カ

月
間
、
一
生
懸
命
織
っ
て
も
一
反
し
か
織
れ
な
い
。
生
活
す

る
た
め
に
は
、そ
れ
を
安
く
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で

す
ね
。そ
う
い
う
矛
盾
を
ど
ん
ど
ん
は
ら
ん
で
き
た
の
で
す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
は
、無
心
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、

個
性
を
出
し
て
は
い
け
な
い
、名
を
出
し
て
は
い
け
な
い
と

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」
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お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
が
、
ま
っ
た
く
そ
の
反
対
な
の
で
す
。

も
う
無
心
ど
こ
ろ
の
騒
ぎ
で
は
な
い
。本
当
に
自
分
が
出
て

し
ま
う
わ
け
で
す
。そ
れ
で
意
識
の
塊
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。
い
ま
の
人
間
は
そ
う
な
の
で
す
ね
。
い
ろ
い
ろ
な
情

報
が
入
っ
て
く
る
。
本
は
読
む
、
絵
は
見
る
。
そ
ん
な
中
で

無
意
識
で
や
れ
と
言
わ
れ
て
も
で
き
ま
せ
ん
ね
。

「
襤
褸
織
り
」
と
無
心

　

そ
れ
で
私
も
意
識
し
て
や
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
、そ
の

と
き
は
必
然
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
、あ
る
作
品
を
つ
く
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
は
、「
襤ぼ

褸ろ

織
り
」
と
か
、「
屑く

ず

織
り
」
と
か

言
う
の
で
す
が
、農
家
の
主
婦
た
ち
が
無
心
に
機
を
織
っ
て
、

残
っ
た
糸
を
も
っ
た
い
な
い
か
ら
つ
な
い
で
織
っ
た
も
の
で

す
。い
ろ
い
ろ
な
糸
が
本
当
に
無
心
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
が
最
高
に
美
し
い
。抽
象
画
よ
り
も
美
し
い
。私
は
そ
の

襤
褸
織
り
を
見
た
と
き
、
び
っ
く
り
す
る
ほ
ど
美
し
い
と

思
っ
て
、こ
れ
が
私
の
や
り
た
い
仕
事
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、自
分
で
や
ろ
う
と
思
う
と
、ま
ず
意
識
が
先
に

立
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。ど
ん
な
ふ
う
に
糸
を
使
お
う
、ど
ん

な
間
隔
で
や
ろ
う
。そ
う
い
う
こ
と
を
次
々
に
意
識
し
て
し

ま
う
も
の
で
す
か
ら
、農
家
の
主
婦
の
よ
う
に
は
絶
対
に
織

れ
な
い
。無
心
の
も
の
は
絶
対
自
分
に
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

ど
う
し
た
ら
い
い
か
悩
み
抜
い
た
と
き
に
、木
工
作
家
の

黒
田
辰
秋
さ
ん
が
う
ち
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、言
わ
れ
ま
し

た
。
そ
ん
な
に
悩
ん
で
も
し
よ
う
が
な
い
。
あ
な
た
は
現
代

に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
、ジ
ャ
ズ
も
聞
く
だ
ろ
う
し
西
洋

料
理
も
食
べ
る
だ
ろ
う
し
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
っ
て
き

て
い
る
。そ
ん
な
人
間
に
無
心
の
も
の
を
織
れ
と
い
う
の
は

無
理
だ
。
む
し
ろ
、
意
識
し
て
織
り
な
さ
い
。
意
識
を
越
え

た
も
の
を
織
り
な
さ
い
。民
謡
は
素
晴
ら
し
い
け
れ
ど
民
謡

だ
け
で
は
な
い
。こ
こ
に
は
ジ
ャ
ズ
の
要
素
も
入
っ
て
い
る

し
、い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
入
っ
て
い
る
。あ
な
た
の
リ
ズ
ム
、

現
代
の
リ
ズ
ム
で
織
り
な
さ
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。私
も
、

「
あ
あ
、
そ
う
だ
」
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
自
分
で
糸
を

切
っ
て
、自
分
の
好
き
な
よ
う
に
や
り
だ
し
た
の
で
す
。

　

農
家
の
主
婦
の
織
っ
た
も
の
は
、
本
当
に
質
素
な
、
も
の

を
大
事
に
す
る
世
界
で
す
。私
の
世
界
は
、新
し
い
糸
を
切
っ

て
い
る
の
で
す
。
い
ま
の
人
間
は
、
む
し
ろ
罪
の
あ
る
よ
う

な
仕
事
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
一
生
懸
命

に
織
っ
て
い
る
う
ち
に
、
私
な
り
の
、
里
謡
で
も
な
い
、
民

謡
で
も
な
い
、バ
イ
オ
リ
ン
コ
ン
ツ
ェ
ル
ト
の
よ
う
な
音
が

聞
こ
え
て
き
た
の
で
す
。私
の
リ
ズ
ム
は
こ
れ
だ
な
と
初
め

て
思
っ
た
の
で
す
ね
。

　

そ
れ
で
、
こ
れ
も
運
命
な
の
で
す
が
、
た
ま
た
ま
伝
統
工

芸
と
い
う
会
が
発
足
し
て
、ま
だ
四
年
目
だ
っ
た
の
で
す
け

れ
ど
も
、
黒
田
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
て
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
自

分
で
や
っ
た
の
だ
か
ら
出
し
て
み
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
出
し

ま
し
た
ら
、
ど
う
い
う
わ
け
か
賞
に
入
っ
た
の
で
す
。
そ
う

し
ま
し
た
ら
、
柳
先
生
か
ら
呼
び
出
さ
れ
て
、
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
出
し
て
賞
を
も
ら
っ
た
り
訪
問
着
の
よ
う
な
も
の
を

つ
く
る
の
は
民
芸
の
思
想
に
反
し
て
い
る
、あ
な
た
は
破
門

だ
、と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
ね
。

　

私
は
本
当
に
び
っ
く
り
し
て
、そ
れ
ま
で
柳
先
生
を
唯
一

の
師
と
し
て
仰
い
で
い
た
わ
け
で
す
か
ら
、そ
の
先
生
に
破

門
だ
と
言
わ
れ
て
途
方
に
暮
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。そ
し
て
、

こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
思
い
あ
ぐ
ね
て
、上
野

の
博
物
館
に
行
っ
た
の
で
す
。そ
こ
に
染
織
の
山
辺
知
行
先

生
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、そ
の
先
生
が
伝
統
工
芸

の
会
場
で
、「
い
い
織
物
を
し
ま
し
た
ね
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て

く
だ
さ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、そ
の
先
生
に
聞
い
て
み
よ
う

と
思
っ
た
の
で
す
。

　

そ
う
し
た
ら
、
あ
な
た
は
何
も
迷
う
こ
と
は
な
い
。
好
き

な
こ
と
を
し
た
ら
い
い
の
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
今

は
お
寿
司
で
も
て
ん
ぷ
ら
で
も
何
で
も
あ
る
世
の
中
だ
か

ら
、好
き
な
も
の
を
食
べ
れ
ば
い
い
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た

の
で
す
。私
は
目
の
前
が
ぱ
っ
と
開
け
た
よ
う
で
し
た
。

　

そ
う
だ
、私
は
自
分
の
好
き
な
こ
と
を
や
る
し
か
な
い
の

だ
と
分
か
っ
た
ら
、一
匹
狼
で
も
い
い
わ
と
思
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
民
芸
を
離
れ
ま
し
ょ
う
と
思
っ
て
、

離
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。今
朝
も
そ
の
こ
と
を
考
え
て

い
ま
し
た
ら
、
や
は
り
、
こ
れ
が
一
つ
の
転
機
と
い
う
か
、

私
だ
け
で
は
な
く
て
、民
芸
と
い
う
も
の
の
一
つ
の
転
機
で

は
な
か
っ
た
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
、
私
は
そ
の

後
、自
分
の
思
う
よ
う
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
。

　

私
は
民
芸
か
ら
は
離
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、柳
先
生
の

思
想
と
か
民
芸
品
の
美
し
さ
を
大
切
に
思
う
気
持
ち
は
変
わ

り
ま
せ
ん
。
心
か
ら
先
生
の
思
想
を
尊
敬
し
て
い
ま
す
。
い

ま
で
も
先
生
の
ご
本
は
読
ん
で
い
ま
す
し
、『
法
と
美
』
と
か

『
無
有
好
醜
の
願
』
な
ど
は
素
晴
ら
し
い
本
で
す
。亡
く
な
る

二
年
ほ
ど
前
に
伺
っ
た
と
き
に
枕
元
で
こ
れ
を
く
だ
さ
っ
た

の
で
す
。
サ
イ
ン
も
し
て
く
だ
さ
っ
て
、
宝
物
の
よ
う
に
大

事
に
し
て
い
ま
す
。民
芸
と
は
た
も
と
を
分
か
ち
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
や
は
り
民
芸
と
い
う
こ
と
を
提
唱
な
さ
っ
た
、
そ

し
て
、暗
闇
の
中
に
民
芸
と
い
う
雑
器
を
拾
い
上
げ
て
推
奨

さ
れ
た
先
生
の
目
は
素
晴
ら
し
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

茶
人
が
「
井
戸
」
と
い
う
朝
鮮
の
雑
器
を
、
お
茶
の
中
の

最
高
の
器
と
し
て
見
い
だ
し
た
。誰
も
知
ら
な
か
っ
た
朝
鮮

の
ご
飯
茶
わ
ん
で
す
ね
。
そ
れ
を
利
休
た
ち
が
「
大
井
戸
」

と
言
っ
て
、
い
ま
国
宝
に
な
っ
て
い
ま
す
。
民
芸
の
美
し
さ
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と
い
う
も
の
は
、こ
れ
と
同
じ
く
尊
い
も
の
で
す
。

　

だ
け
ど
、
い
ま
の
人
間
に
は
悲
し
い
か
な
、
そ
れ
を
つ
く

れ
ま
せ
ん
。も
う
そ
の
世
界
は
時
代
と
と
も
に
終
わ
っ
て
い

る
の
で
す
。し
か
し
、や
は
り
民
芸
的
な
も
の
は
人
間
に
と
っ

て
懐
か
し
い
郷
愁
が
あ
り
ま
す
か
ら
、そ
れ
は
ず
っ
と
続
い

て
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す

が
、
個
人
作
家
に
そ
れ
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

う
い
う
時
代
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
ね
。私
が
や
り
だ

し
た
こ
ろ
か
ら
、き
っ
と
そ
う
だ
と
思
う
の
で
す
。

現
代
の
民
芸

　

み
な
さ
ん
は
お
仕
事
を
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、無
心
と
か
純
真
な
気
持
ち
で
は
仕
事
が
で
き
な
い

と
思
い
ま
す
。は
っ
き
り
言
え
ば
罪
を
負
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
だ
か
ら
、
こ
の
前
も
本
に
書
き
ま
し
た
が
、「
白
い
布
を

汚
す
」「
白
い
糸
を
汚
す
」、
人
間
の
仕
事
と
い
う
の
は
、
そ

う
い
う
こ
と
な
の
で
す
ね
。私
は
真
っ
白
な
き
れ
い
な
糸
を

汚
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。
で
も
、
自
分
と
し

て
は
美
し
い
も
の
を
つ
く
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

で
は
、
ど
う
し
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
が
、

い
つ
も
心
の
中
に
あ
る
の
で
す
が
、今
回
こ
の
お
話
を
す
る

こ
と
に
な
り
ま
し
て
、
も
う
一
度
『
工
藝
の
道
』
を
読
み
返

し
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
は
ご
存
じ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
素

晴
ら
し
い
本
で
す
。私
は
こ
れ
を
バ
イ
ブ
ル
の
よ
う
に
し
て

ず
っ
と
読
ん
で
き
ま
し
た
が
、び
っ
く
り
す
る
よ
う
な
こ
と

が
い
っ
ぱ
い
書
い
て
あ
り
ま
す
。
も
の
を
つ
く
る
人
間
、
工

芸
を
す
る
人
間
は
、
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。
個

人
作
家
で
立
っ
て
い
く
の
か
、名
も
な
く
立
っ
て
い
く
の
か
。

現
代
に
お
け
る
民
芸
と
は
何
だ
ろ
う
、と
い
う
こ
と
が
諄
々

と
書
か
れ
て
い
ま
す
。

　

極
端
な
話
を
す
れ
ば
、
ユ
ニ
ク
ロ
の
衣
料
な
ど
は
、
安
い

し
暖
か
い
し
丈
夫
だ
し
、
み
ん
な
楽
し
ん
で
着
ら
れ
る
。
だ

け
ど
、
私
た
ち
の
つ
く
っ
て
い
る
も
の
は
、
自
分
で
言
う
の

も
お
か
し
い
で
す
が
、
特
別
で
高
く
て
、
な
か
な
か
着
ら
れ

ま
せ
ん
ね
。
そ
れ
な
ら
、
も
っ
と
安
く
て
着
や
す
く
て
美
し

く
て
丈
夫
な
も
の
は
な
い
の
か
と
言
え
ば
、機
械
生
産
に
頼

る
し
か
な
い
で
す
ね
。手
織
り
で
は
で
き
ま
せ
ん
。お
皿
だ
っ

て
そ
う
だ
と
思
う
し
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
機
械
、
機
械
、

科
学
、
科
学
で
、
ど
ん
ど
ん
世
の
中
に
出
て
き
て
い
て
、
そ

れ
を
私
た
ち
は
享
受
し
て
い
る
。そ
れ
は
非
常
に
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
ね
。
本
当
に
自
由
に
、
い
ろ
い
ろ
な
服
装
を
楽

し
み
、食
べ
物
を
楽
し
み
、生
活
を
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
い
ま
の
時
代
の
素
晴
ら
し
い
恩
恵
だ
と
思
う
の
で

す
。決
し
て
悪
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。

　

で
は
、手
作
り
の
工
芸
の
道
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
『
工
藝
の
道
』
を
読
み
返
し
な
が
ら
今
朝
か
ら
考
え

て
い
た
の
で
す
が
、柳
先
生
が
た
く
さ
ん
自
分
で
質
問
を
出

し
て
、
自
分
で
答
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
。
正
し
い
工

芸
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。誤
れ
る
工
芸
と
は
何
だ
ろ

う
か
。
未
来
の
工
芸
は
何
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
工
芸
の
先
駆

者
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
仕
事
を
残
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
い
う
こ
と
が
全
部
『
工
藝
の
道
』
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

個
人
作
家
が
民
芸
の
民
に
負
け
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
の

も
出
て
く
る
の
で
す
ね
。工
芸
に
個
人
の
価
値
は
認
め
ら
れ

る
か
。無
学
な
職
人
た
ち
か
ら
生
ま
れ
る
民
芸
は
な
ぜ
美
し

い
の
か
。
個
人
作
家
に
美
し
い
作
は
で
き
な
い
の
か
。
た
く

さ
ん
の
質
問
が
出
て
く
る
の
で
す
が
、そ
れ
に
全
部
答
え
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。個
人
作
家
は
い
か
な
る
価
値
が
あ
る
か
。

個
人
作
家
の
社
会
的
欠
陥
。
民
芸
の
強
み
。
個
人
作
家
は
駄

目
だ
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
…
…
。
私
が
読
ん
で
い
て
も
、
思

わ
ず
反
感
も
出
る
ほ
ど
に
、そ
う
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ

て
い
る
の
で
す
。
安
く
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
た
く
さ
ん
つ

く
り
な
さ
い
。
そ
れ
は
無
理
で
す
ね
。
個
人
作
家
は
絶
望
的

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ
。そ
れ
は
矛
盾
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
個
人
作
家
と
特
別
に
言
わ
な
く
て
も
い
い
と
思
う

の
で
す
。も
の
を
つ
く
り
た
い
人
間
で
い
い
の
で
す
。も
の
を

つ
く
り
た
い
人
間
が
や
る
こ
と
が
、昔
の
そ
う
い
う
も
の
に

か
な
わ
な
い
。そ
れ
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、人
間
で
す

か
ら
一
生
懸
命
つ
く
り
た
い
。
ち
ょ
っ
と
で
も
美
し
い
も
の

を
つ
く
り
た
い
。自
分
の
思
い
を
表
現
し
た
い
。こ
れ
は
消
す

こ
と
が
で
き
な
い
で
す
ね
。で
は
、ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
。

『
工
藝
の
道
』
の
最
後
の
ほ
う
で
、い
か
な
る
組
織
が
こ
れ
か

ら
の
民
芸
に
必
要
か
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
き
っ
と

新
し
い
民
芸
で
す
。協
団
で
あ
る
、ギ
ル
ド
で
あ
る
、と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。そ
れ
は
共
通
の
目
的
を
持
っ
た
相

互
扶
助
の
秩
序
と
道
徳
性
の
あ
る
ギ
ル
ド
を
つ
く
る
こ
と
だ

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

　

実
際
に
柳
先
生
は
、最
初
に
私
が
申
し
上
げ
た
上
賀
茂
民

芸
協
団
と
い
う
ギ
ル
ド
を
お
つ
く
り
に
な
り
ま
し
た
。そ
こ

で
四
、五
人
の
作
家
が
共
同
で
い
ろ
い
ろ
な
作
業
を
し
た
の

で
す
け
れ
ど
も
、
何
年
か
は
よ
く
知
り
ま
せ
ん
が
、
短
い
期

間
で
崩
壊
し
た
の
で
す
。
そ
の
崩
壊
し
た
方
の
一
人
が
、
黒

田
辰
秋
さ
ん
で
あ
り
、
青
田
五
良
さ
ん
で
あ
り
、
そ
う
い
う

方
た
ち
な
の
で
す
。
自
分
た
ち
は
、
あ
の
協
団
の
中
で
は
生

き
て
い
け
な
い
と
い
う
の
で
出
ら
れ
た
の
で
す
。そ
れ
ほ
ど

ギ
ル
ド
と
い
う
の
は
難
し
い
も
の
な
の
で
す
。ち
ょ
っ
と
や

そ
っ
と
の
こ
と
で
協
団
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
。ま
し
て
や
、

こ
の
時
代
に
意
識
の
確
立
し
て
い
る
人
間
が
、自
己
を
捨
て

て
共
同
作
業
を
し
よ
う
、
し
か
も
経
済
的
に
も
共
同
で
、
集
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ま
っ
た
お
金
は
分
け
て
使
う
。そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
は
で

き
る
わ
け
が
な
い
で
す
ね
。

　

で
も
、
柳
先
生
は
、
そ
こ
に
し
か
、
こ
れ
か
ら
の
工
芸
の

道
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
の
で
す
。と
い
う
こ
と
は
、

非
常
に
優
れ
た
指
導
者
が
出
な
い
限
り
は
で
き
な
い
の
で

す
。例
え
ば
仏
教
の
世
界
で
言
え
ば
、優
れ
た
僧
侶
が
い
て
、

そ
こ
に
集
ま
っ
て
く
る
信
徒
、そ
う
い
う
感
じ
の
も
の
だ
と

思
う
の
で
す
。
そ
う
し
た
指
導
者
は
、
何
百
年
に
一
人
ぐ
ら

い
し
か
出
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。本
当
に
そ
の
よ

う
な
協
団
が
で
き
た
ら
、ど
ん
な
に
素
晴
ら
し
い
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
。し
か
し
、時
代
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

中
世
の
時
代
な
ら
あ
り
得
た
こ
と
で
す
が
、現
代
で
は
こ
の

形
の
ま
ま
で
は
不
可
能
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

「
場
」
こ
そ
本
当
の
教
育

　

私
の
工
房
は
本
当
に
さ
さ
や
か
で
、た
っ
た
四
人
し
か
お

弟
子
さ
ん
が
い
ま
せ
ん
が
、思
い
を
と
も
に
し
て
根
本
的
な

理
念
を
し
っ
か
り
持
っ
て
仕
事
を
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

正
し
い
材
料
を
使
っ
て
、正
し
い
方
法
で
仕
事
を
し
て
い
け

ば
、
間
違
っ
た
も
の
は
で
き
な
い
。
そ
の
理
念
だ
け
は
し
っ

か
り
と
持
っ
て
、後
は
個
性
を
十
分
に
発
揮
し
て
も
ら
い
た

い
。そ
れ
ぞ
れ
が
個
性
を
持
っ
た
芸
術
家
な
の
で
す
。

　

で
も
、
そ
れ
を
一
個
人
で
は
ど
う
表
し
た
ら
い
い
の
か
。

こ
こ
だ
と
い
う
場
所
が
な
い
の
で
す
ね
。
そ
う
い
う
素
地
、

器
を
つ
く
っ
て
い
る
場
所
が
な
い
わ
け
で
す
。本
当
の
教
育

と
い
う
の
は
そ
の
「
場
」
の
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
ね
。
学

校
と
い
う
と
こ
ろ
は
、そ
う
い
う
場
で
あ
る
べ
き
だ
と
思
う

の
で
す
け
れ
ど
も
、
ま
ず
知
識
を
得
て
、
い
い
大
学
を
出
て

い
い
就
職
を
す
る
、そ
れ
が
学
校
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
ま
す
。私
は
全
然
違
う
と
思
う
の
で
す
。

　

私
は
学
校
が
出
世
す
る
た
め
の
ル
ー
ト
で
は
な
く
て
、大

企
業
な
ん
か
に
行
け
な
く
て
も
い
い
。土
を
こ
ね
て
も
い
い
、

糸
で
何
か
を
つ
く
っ
て
も
い
い
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
、自
分

の
思
う
も
の
を
つ
く
れ
る
よ
う
な
、さ
さ
や
か
な
学
校
が
で

き
た
ら
い
い
だ
ろ
う
な
と
思
う
の
で
す
。つ
く
り
た
い
な
と

思
う
も
の
を
つ
く
ら
せ
て
あ
げ
る
土
台
、器
と
い
う
か
、例
え

ば
、い
い
材
料
を
与
え
て
あ
げ
る
。い
い
環
境
を
つ
く
っ
て
あ

げ
る
。そ
し
て
、で
き
た
も
の
を
本
当
に
心
か
ら
喜
ん
で
使
い

合
う
こ
と
で
、そ
の
人
の
能
力
を
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
。そ
う

い
う
と
こ
ろ
が
一
つ
で
も
二
つ
で
も
あ
れ
ば
、と
て
も
い
い
と

思
う
の
で
す
。木
工
で
も
陶
器
で
も
染
織
で
も
、何
で
も
い
い

の
で
す
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
場
に
、一
〇
人
に
満
た
な
い
、本
当

に
小
さ
な
協
団
で
す
け
ど
、そ
う
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、そ
こ

で
自
由
に
仕
事
が
で
き
れ
ば
、希
望
が
湧
く
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。私
は
、柳
先
生
の
思
想
を
生
か
せ
る
な
ら
ば
、

そ
う
い
う
こ
と
か
し
ら
と
い
う
感
じ
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

柳
先
生
が
、本
当
に
そ
う
い
う
協
団
を
つ
く
ろ
う
と
懸
命

に
や
ら
れ
た
ら
、
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
非
常
に
残

念
な
の
で
す
。理
想
は
お
持
ち
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た

し
、
非
常
に
深
い
宗
教
的
思
想
も
お
持
ち
だ
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
つ
く
る
者
は
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
頭
脳
と
か

知
識
で
は
な
く
、現
実
に
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
創
造
者
の

手
が
、
も
の
を
つ
く
る
と
い
う
本
当
に
原
初
的
な
、
土
を
ひ

ね
っ
た
り
織
っ
た
り
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
喜
び
と
か
生

命
感
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。そ
れ
を
大
事

に
し
な
が
ら
指
導
し
て
何
か
の
形
に
つ
く
り
、社
会
に
還
元

で
き
れ
ば
一
番
い
い
か
な
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

現
実
に
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
問
題
も
あ
り
ま
す
。物
を

創
る
こ
と
は
で
き
て
も
、そ
れ
を
今
の
時
代
に
経
済
的
に
持

続
し
て
い
く
こ
と
は
困
難
で
す
。
し
か
し
、
日
々
目
標
に
む

か
っ
て
仕
事
を
し
て
い
け
ば
、決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

鞍
田　

崇
／
武
田
好
史

近
藤
髙
弘
／
大
西
宏
志

近
藤
髙
弘　

こ
れ
か
ら
第
二
部
の
討
議
に
入
り
た
い
と
思
い

ま
す
。こ
こ
か
ら
は
司
会
進
行
を
大
西
宏
志
さ
ん
に
お
願
い

し
ま
す
。

大
西
宏
志　

こ
こ
で
は
、い
ま
お
話
し
い
た
だ
き
ま
し
た
志

村
ふ
く
み
先
生
の
お
仕
事
と
、私
た
ち
の
研
究
会
や
展
覧
会

を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
て
、何
か
新
し
い
発
見
が
で
き
な
い
か

を
試
み
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
簡
単
に
討
議
の
メ
ン
バ
ー
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
ず
、
鞍
田
崇
先
生
。
京
都
の
北
の
岩
倉
に
近
い

あ
た
り
に
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
と
い
う
と
こ
ろ
が
ご
ざ

い
ま
し
て
、そ
こ
で
人
間
が
環
境
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て

研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。近
藤
さ
ん
と
も
何
度
か
お
仕
事
を
さ

れ
て
い
て
、一
〇
月
二
四
日
に
は
伊
丹
市
立
工
芸
セ
ン
タ
ー

で
行
わ
れ
て
い
る
近
藤
さ
ん
の
展
覧
会
の
企
画
と
し
て
、「
ポ

ス
ト
民
藝
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
近
藤
さ
ん
と
対
談
さ
れ
た
ば

か
り
で
す
。
哲
学
者
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ー
ト
に
も
造

詣
が
深
く
、こ
れ
ら
を
切
り
口
に
し
て
人
間
が
地
球
や
環
境

に
与
え
る
作
用
に
つ
い
て
研
究
さ
れ
て
い
る
方
で
す
。

　

お
隣
の
武
田
好
史
さ
ん
は
、こ
の
展
覧
会
の
仕
掛
け
人
の

一
人
で
す
。実
は
こ
の
「
物
気
色
」
と
い
う
言
葉
は
、あ
る
飲

討
議
─
─
「
物
気
色
」
を
め
ぐ
っ
て

Ⅱ
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み
会
の
席
で
生
ま
れ
た
言
葉
な
の
で
す
が
、そ
の
現
場
に
居

合
わ
せ
て
、「
あ
、
そ
れ
は
い
い
ね
。『
物
気
色
』
で
い
こ
う
」

と
近
藤
さ
ん
と
私
の
背
中
を
押
し
て
く
だ
さ
っ
た
張
本
人
で

す
。
さ
ら
に
、
こ
ち
ら
の
会
場
（
京
都
家
庭
女
学
院
・
虚
白
院
）

と
私
た
ち
を
結
び
つ
け
て
く
だ
さ
っ
た
今
回
の
展
覧
会
の

キ
ー
マ
ン
で
す
。
ご
専
門
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
て
、
雑
誌

の
編
集
や
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
等
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
の
個
人
的
な
印
象
で
は
、

人
を
つ
な
げ
る
プ
ロ
と
言
い
ま
す
か
、人
を
出
会
わ
せ
て
新

し
い
何
か
を
始
め
る
名
人
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
近
藤
髙
弘
さ
ん
は
、
こ
の
展
覧
会

の
も
と
に
な
る
ア
ー
ト
分
科
会
を
立
ち
上
げ
た
方
で
、こ
の

展
覧
会
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
り
ま
す
。機
関
車
の
よ
う

に
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
を
引
っ
張
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

陶
芸
の
絵
付
け
か
ら
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
世
界
に
入
ら
れ
ま

し
た
が
、
そ
の
伝
統
か
ら
飛
び
出
し
て
、
い
ま
は
現
代
ア
ー

ト
の
領
域
で
お
仕
事
を
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
私
は
、京
都
造
形
芸
術
大
学
で
映
像
や
ア
ニ
メ
ー

シ
ョ
ン
を
教
え
て
お
り
ま
す
。近
藤
さ
ん
と
一
緒
に
ア
ー
ト

分
科
会
の
幹
事
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
う
し
た
メ
ン
バ
ー
で
、先
ほ
ど
の
志
村
先
生
の
お
話
を

受
け
つ
つ
、い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

工
芸
と
美
術

大
西　

で
は
、最
初
に
志
村
先
生
か
ら
い
た
だ
い
た
宿
題
の

中
か
ら
、近
藤
さ
ん
や
私
な
ど
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
い

ち
ば
ん
重
く
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
、作
家
と

は
何
と
か
、
個
性
と
は
何
か
、
こ
の
あ
た
り
の
こ
と
に
つ
い

て
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
近
藤
さ
ん
に
口
火
を
切
っ
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。

近
藤　

私
は
も
と
も
と
伝
統
的
な
焼
き
物
か
ら
仕
事
に
入
っ

た
の
で
す
が
、
父
や
祖
父
か
ら
近
藤
家
の
磁
器
・
染
付
の
技

法
を
学
び
、
そ
の
後
、
今
の
時
代
背
景
や
生
活
ス
タ
イ
ル
の

中
で
何
を
造
る
の
か
、ど
ん
な
作
品
を
制
作
し
実
際
に
販
売

し
、
作
家
生
活
を
し
て
い
く
の
か
、
ど
の
よ
う
に
展
覧
会
活

動
を
す
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
を
考
え
て
き
ま
し
た
。そ
れ

ら
が
自
分
の
中
で
ど
ん
ど
ん
加
速
化
し
て
い
く
と
、作
家
の

表
現
や
思
想
と
は
何
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま

す
。
陶
器
で
つ
く
っ
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
、
陶
器
が
表
現
の

素
材
で
あ
り
表
現
手
段
の
一
部
み
た
い
に
な
っ
て
い
き
ま
し

た
。
自
分
の
強
い
個
性
的
な
も
の
を
作
る
こ
と
、
コ
ン
セ
プ

ト
を
作
品
に
す
る
こ
と
が
、現
代
の
作
家
と
し
て
重
要
だ
な

と
自
覚
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。こ
の
考
え
を
否
定
す
る

な
ら
展
覧
会
は
で
き
な
い
し
、世
の
中
に
自
分
の
サ
イ
ン
を

入
れ
て
出
す
こ
と
も
や
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。さ
ら
に
プ

ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
、土
以
外
の
素
材
も
含
め
自
己
の
表
現
が
も

う
一
歩
先
に
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
も
考
え
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
こ
れ
ま
で
の
伝
統
に
追
従
し
た
工
芸
で
も
駄
目
だ

し
、か
と
い
っ
て
西
洋
ナ
イ
ズ
さ
れ
た
よ
う
な
彫
刻
的
な
陶

芸
や
工
芸
で
も
な
い
と
こ
ろ
。工
芸
の
本
質
と
い
う
の
は
日

常
で
使
っ
た
り
、用
の
美
と
言
わ
れ
る
重
要
性
が
一
方
で
あ

る
の
だ
け
れ
ど
、
表
現
す
る
工
芸
を
考
え
て
い
く
と
、
そ
こ

に
は
工
芸
内
工
芸
で
は
収
ま
ら
な
い
、ア
ー
ト
の
可
能
性
や

方
向
性
と
い
う
の
が
見
え
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で

自
己
の
造
形
性
を
試
行
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。だ
か
ら
、

こ
の
一
〇
年
以
上
は
日
常
の
器
は
一
切
作
っ
て
き
て
い
ま
せ

ん
。
私
の
現
在
の
仕
事
は
、
陶
芸
と
い
う
の
か
、
造
形
美
術

と
い
う
の
か
、現
代
の
ア
ー
ト
と
い
う
の
か
は
分
か
ら
な
い

け
れ
ど
も
。

　

か
と
い
っ
て
、
繰
り
返
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
重
要
な
こ
と

は
、西
洋
の
彫
刻
や
絵
画
に
も
ち
ろ
ん
刺
激
や
影
響
は
受
け

る
け
れ
ど
、そ
こ
に
向
か
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。し
か
し
、従
来
の
工
芸
で
も
な
い
。い
わ
ば
、相

矛
盾
す
る
端
境
の
中
、
個
人
作
家
を
続
け
て
き
た
。
そ
う
い

う
ふ
う
に
自
分
の
中
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。

大
西　

武
田
さ
ん
は
、い
ろ
い
ろ
な
作
家
の
方
と
お
付
き
合

い
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、い
ま
の
近
藤
さ
ん
の

お
話
を
伺
っ
て
、
ほ
か
の
作
家
の
方
と
も
比
べ
つ
つ
、
印
象

な
ど
を
お
聞
か
せ
願
え
ま
す
か
。

武
田
好
史　

そ
う
で
す
ね
。
は
じ
め
に
外
郭
と
い
う
か
、
遠

回
り
の
話
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
ん
で
す
が
、説
明
的
な
こ

と
を
少
し
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
「
物
気
色
」
と
い
う
展
覧
会
自
体
の
母
体
に
な
っ
た

も
の
が
、ご
存
じ
の
よ
う
に
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」

と
い
う
研
究
会
で
す
。こ
れ
は
鎌
田
東
二
さ
ん
と
い
う
宗
教

哲
学
者
を
中
心
と
し
た
研
究
会
で
、
モ
ノ
と
い
う
意
味
が
、

物
質
の
「
物
」
以
前
に
あ
っ
た
古
代
の
日
本
か
ら
続
い
て
く

る
モ
ノ
。つ
ま
り
、わ
れ
わ
れ
が
旧
く
知
る
と
こ
ろ
で
は
、「
モ

ノ
ノ
ア
ハ
レ
」
と
呼
ん
だ
り
、あ
る
い
は
妖
怪
に
つ
い
て
「
モ

ノ
ノ
ケ
」
と
呼
ん
だ
り
、
ま
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
こ
と
を
物
語

（
モ
ノ
ガ
タ
リ
）
と
呼
ん
で
き
た
モ
ノ
と
い
う
も
の
の
、
非
常

に
奥
行
き
の
あ
る
、深
い
陰
影
の
あ
る
意
味
内
容
を
示
し
て

い
る
言
葉
が
主
役
の
研
究
会
で
す
。

　

そ
れ
は
つ
ま
り
、日
本
が
近
代
と
い
う
も
の
を
経
験
し
て
、

そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
大
急
ぎ
で
脱
ぎ
捨
て
て
き
た
も
の
な

の
で
す
が
、
近
代
以
前
の
近
世
ま
で
に
あ
っ
た
、
日
本
の
あ

ら
ゆ
る
モ
ノ
の
世
界
に
通
じ
て
い
た
感
覚
世
界
だ
っ
た
わ
け

で
す
ね
。

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」
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そ
し
て
近
代
主
義
的
な
価
値
観
が
今
日
ま
で
続
い
て
き
ま

し
た
が
、や
は
り
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
よ
う
な
反
省
を
含
め
て
、も
う
一
度
立
ち
返
っ

て
き
て
い
る
、あ
る
い
は
よ
み
が
え
っ
て
き
て
い
る
と
い
っ
た

こ
と
が
た
ぶ
ん
背
景
に
あ
っ
て
、モ
ノ
へ
の
目
覚
め
、あ
る
い

は
思
考
と
い
う
も
の
が
始
ま
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。

　

こ
の
ア
ー
ト
分
科
会
の
中
で
思
想
的
な
支
柱
と
な
っ
て
お

ら
れ
る
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
稲
賀
繁
美
先
生

が
、
昔
、
書
か
れ
た
も
の
の
中
で
は
っ
き
り
言
っ
て
い
る
の

は
、日
本
が
近
代
化
と
い
う
政
策
を
と
っ
て
き
た
と
き
に
美

術
と
い
う
も
の
の
優
位
性
を
ず
い
ぶ
ん
説
い
て
き
て
し
ま
っ

た
。
美
術
と
い
う
概
念
を
最
高
に
上
位
に
位
置
付
け
て
、
そ

れ
以
外
の
も
の
を
下
部
に
置
い
た
と
い
う
仕
組
み
が
ど
う
や

ら
あ
る
。こ
れ
は
近
代
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
支
え
て
い
る

問
題
な
わ
け
で
す
。
こ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
見
れ
ば
、
美

術
と
工
芸
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
位
置
付
け
が
違
っ
て
、美

術
は
大
先
生
で
あ
り
、工
芸
は
職
人
さ
ん
の
も
の
だ
と
い
う

よ
う
な
奇
妙
な
も
の
の
価
値
観
が
、ど
う
や
ら
こ
の
百
数
十

年
の
間
に
日
本
の
中
で
で
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
も
の
の
価
値
観
、
と
ら
え
方
に
対
し
て
、
稲
賀
さ
ん

は
、
北
澤
憲
昭
著
『
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
以
後
の
工
芸
』
の

書
評
の
中
で
、北
澤
氏
を
引
用
し
て
「
工
芸
」
が
「
美
術
」
の

零
落
し
た
生
み
の
親
、打
ち
捨
て
ら
れ
た
胞え

衣な

で
あ
っ
た
と

書
い
て
い
ま
す
。
胞
衣
と
は
、
女
性
が
子
ど
も
を
出
産
す
る

と
き
に
、
胎
盤
や
ら
何
や
ら
で
包
ん
で
生
み
だ
す
。
つ
ま
り

生
み
の
親
が
工
芸
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。工
芸

か
ら
美
術
と
い
う
立
派
な
子
ど
も
が
生
ま
れ
出
た
わ
け
で
す

が
、
美
術
と
い
う
子
ど
も
は
自
分
の
出
自
、
自
分
が
何
か
ら

生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
が
ら
な
い
。つ
ま
り
工

芸
と
い
う
母
か
ら
美
術
と
い
う
私
が
生
ま
れ
た
と
は
言
い
た

く
な
い
と
い
う
こ
と
が
、今
日
ま
で
続
い
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
押
さ
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問

題
で
あ
り
ま
し
て
、工
芸
と
い
う
も
の
と
美
術
と
い
う
領
域
、

あ
る
い
は
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
の
は
ど
の
よ
う
に
違
っ
て

い
る
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
含
め
た
問
題
意
識
を
、「
物

気
色
」
と
い
う
こ
の
展
覧
会
は
、
噴
出
さ
せ
る
べ
く
始
ま
っ

た
の
だ
と
言
え
ま
す
。

　

じ
つ
は
、も
う
少
し
だ
け
遠
回
り
な
話
に
な
る
の
で
す
が
、

い
ま
こ
の
空
間
の
気
配
が
素
晴
ら
し
い
で
す
ね
。前
段
の
基

調
講
演
を
志
村
ふ
く
み
先
生
に
や
っ
て
い
た
だ
い
て
、そ
の

気
配
が
ま
だ
十
分
に
残
っ
て
い
る
お
か
げ
で
、素
晴
ら
し
く

さ
わ
や
か
な
耳
を
持
て
る
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
ん
で
す
。

そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
お
借
り
し
て
、
志
村
先
生
の
こ
と
を
、
こ

の
「
物
気
色
」
と
の
関
連
付
け
の
中
で
、
私
な
り
に
説
明
を

加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

き
わ
め
て
個
人
的
な
こ
と
な
ん
で
す
が
、今
か
ら
三
〇
年

ほ
ど
前
の
私
自
身
は
、工
芸
の
中
で
も
染
織
と
い
う
も
の
に

は
興
味
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
と
き
、
詩
人
で

あ
り
文
芸
評
論
家
の
大
岡
信
さ
ん
の
編
纂
に
よ
る
『
叢
書
・

文
化
の
現
在
』（
岩
波
書
店
）
の
中
の
一
書
『
言
葉
と
世
界
』
が

刊
行
さ
れ
、そ
の
中
に
志
村
ふ
く
み
さ
ん
の
書
か
れ
た
文
章

が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。　

　

こ
の
文
章
を
私
が
読
み
ま
し
て
、
驚
い
た
わ
け
で
す
ね
。

つ
ま
り
染
織
の
作
家
が
、文
章
の
力
に
よ
り
自
然
の
中
に
隠

さ
れ
た
力
を
詩
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
。も
ち
ろ

ん
こ
れ
は
見
え
な
い
世
界
を
描
か
れ
て
い
ま
す
。特
に
そ
れ

は
色
の
問
題
で
あ
っ
た
り
、染
織
の
問
題
で
あ
っ
た
り
す
る
。

そ
れ
か
ら
、
自
然
界
と
人
間
の
世
界
と
い
う
、
幾
つ
か
の
橋

渡
し
。
な
お
か
つ
そ
れ
ら
は
不
可
視
的
な
、
と
言
っ
て
も
い

い
ん
で
す
が
、そ
う
い
っ
た
色
が
自
然
界
に
蓄
え
ら
れ
て
い

た
も
の
が
、
そ
こ
か
ら
こ
の
よ
う
に
取
り
出
さ
れ
て
き
て
、

こ
の
よ
う
に
定
着
す
る
ん
だ
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
書
か

れ
て
い
た
。
つ
ま
り
生
命
現
象
そ
の
も
の
が
、
美
術
、
工
芸

の
領
域
の
中
で
生
々
し
く
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も

の
に
触
れ
た
わ
け
で
す
。こ
ん
な
文
章
を
書
か
れ
る
方
は
ど

ん
な
人
な
の
だ
ろ
う
と
、長
い
間
思
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

志
村
さ
ん
の
言
葉
の
世
界
が
裏
付
け
る
よ
う
に
、つ
ま
り

実
際
に
言
葉
の
た
め
の
言
葉
で
は
な
く
て
、
染
織
と
い
う

…
…
、こ
れ
も
染
織
の
た
め
の
染
織
で
あ
る
か
ど
う
か
分
か

り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
手
触
り
、
あ
る
い
は
息
遣
い
と
い
っ

た
も
の
が
志
村
さ
ん
の
ラ
イ
フ
そ
の
も
の
と
分
か
ち
難
く
、

解
き
難
い
関
係
の
中
で
、言
葉
も
同
様
に
生
み
だ
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
た
こ
と
を
実
感
し
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
柳
宗
悦
の
文
章
の
中
で
、
僕
も
非
常
に
強
い

関
心
を
持
っ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
つ
い
先

日
、京
都
国
立
博
物
館
で
終
わ
っ
た
ば
か
り
で
す
が
、「
高
僧

と
袈け

裟さ

─
こ
ろ
も
を
伝
え　

こ
こ
ろ
を
繋つ

な

ぐ
─
」
と
い
う
展

覧
会
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
非
常
に
地
味
な
展
覧
会
で
、

私
が
見
に
行
っ
た
と
き
に
は
、大
き
い
一
部
屋
に
僕
と
友
人

を
含
め
て
、
五
、
六
人
し
か
い
な
か
っ
た
で
す
ね
。
実
に
ぜ

い
た
く
な
空
間
の
中
に
、空
海
が
唐
か
ら
持
ち
帰
っ
た
と
い

う
、糞ふ

ん

掃ぞ
う

衣え

と
呼
ば
れ
る
袈
裟
が
あ
っ
た
り
し
た
わ
け
で
す
。

こ
う
い
っ
た
染
織
の
持
つ
意
味
と
同
じ
こ
と
を
、柳
宗
悦
は

か
つ
て
『
民
藝
』
の
中
に
書
い
て
い
ま
す
。
僕
は
そ
の
本
を

持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
あ
ま
り
に
面
白
い
の
で
、

複
写
し
た
も
の
を
ホ
ッ
チ
キ
ス
で
閉
じ
て
、わ
が
部
屋
に
置

い
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
は
、西
洋
の
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
聖
者
た
ち
の
着

る
衣
が
じ
つ
に
美
し
い
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
が
、
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そ
の
説
か
れ
て
い
る
内
容
は
、襤ら

ん

褸る

と
錦
と
の
比
較
で
い
え

ば
、
豪
華
な
織
物
よ
り
も
襤
褸
、
ぼ
ろ
の
方
に
属
す
る
よ
う

な
も
の
で
す
。
先
ほ
ど
志
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
意
識
、

無
意
識
の
話
と
一
緒
な
の
で
す
が
、い
わ
ゆ
る
民
芸
と
い
う

も
の
が
持
つ
、
意
識
と
い
う
も
の
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
、
あ
る

い
は
知
識
を
持
た
な
い
、
創
作
の
姿
勢
と
い
う
も
の
が
、
も

の
に
表
れ
る
の
だ
と
い
う
話
で
す
。そ
の
よ
う
な
こ
と
を
柳

宗
悦
自
身
が
ず
い
ぶ
ん
書
か
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
僕
が
言

う
ま
で
も
な
く
、志
村
さ
ん
が
た
っ
ぷ
り
そ
れ
を
体
に
中
に

受
け
継
が
れ
て
い
る
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
が
。

　

柳
の
民
芸
運
動
の
「
民
芸
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
経

緯
で
す
が
、
そ
れ
は
京
都
か
ら
丹
波
へ
、
ま
だ
機
関
車
の
時

代
で
す
か
ら
煙
を
吹
き
出
し
て
走
っ
て
い
る
。そ
の
中
で
河

井
寛
次
郎
や
数
名
の
方
々
が
汽
車
に
乗
っ
て
、自
分
た
ち
の

運
動
に
ど
う
い
う
ふ
う
な
名
前
を
つ
け
よ
う
か
と
い
っ
た
こ

と
を
語
り
な
が
ら
行
っ
た
わ
け
で
す
。当
時
は
汽
車
が
ト
ン

ネ
ル
を
く
ぐ
る
と
き
に
は
窓
を
閉
め
る
の
が
習
わ
し
だ
っ

た
。な
ぜ
な
ら
煙
で
真
っ
黒
に
な
る
か
ら
で
す
。と
こ
ろ
が
、

あ
ま
り
に
も
議
論
が
白
熱
し
た
た
め
に
、彼
ら
は
窓
を
閉
め

る
こ
と
も
忘
れ
、ト
ン
ネ
ル
を
出
て
か
ら
、み
ん
な
顔
が
真
っ

黒
に
な
っ
て
、
大
笑
い
し
た
ら
し
い
の
で
す
。
実
は
柳
は
宗

教
学
者
、
特
に
仏
教
学
者
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に
英
文
学

者
で
も
あ
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
名
前
が
決
ま
ら
な
い
の
で
、

柳
は
、
大
衆
が
つ
く
る
工
芸
だ
、
民
衆
が
つ
く
る
工
芸
だ
、

そ
れ
を
い
っ
た
ん
英
語
で
決
め
よ
う
よ
、と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
て
、
民
衆
、
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
す
ね
。
フ
ォ
ー
ク
と

い
う
名
前
と
、
ク
ラ
フ
ト
と
い
う
言
葉
を
組
み
合
わ
せ
て
、

フ
ォ
ー
ク
・
ラ
フ
ト
と
い
う
言
葉
を
思
い
付
い
た
ら
し
い
。

そ
れ
を
直
訳
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
民
芸
」
と
い

う
言
葉
が
生
み
出
さ
れ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、柳
た
ち
の
同
時
代
に
は
い
ろ
い
ろ
な
方
が
お
ら
れ

ま
し
て
、
同
時
代
を
生
き
た
も
う
一
つ
の
柳
と
言
え
ば
、
民

俗
学
を
創
始
し
た
柳
田
國
男
が
い
ま
す
。当
時
あ
る
雑
誌
で
、

今
日
の
こ
う
い
う
討
議
に
近
い
も
の
が
企
画
さ
れ
ま
し
た
。

柳
宗
悦
を
初
め
と
す
る
民
芸
の
方
々
が
何
人
か
入
ら
れ
て
、

ゲ
ス
ト
に
柳
田
國
男
が
迎
え
ら
れ
ま
す
。こ
の
内
容
を
読
む

と
面
白
い
の
で
す
が
、
柳
宗
悦
さ
ん
た
ち
は
、
柳
田
國
男
の

こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
と
は
違
う
名
前
の
学
問
だ
け
ど
、
中
身

は
同
じ
で
は
な
い
の
か
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
ら
一

緒
に
や
ろ
う
よ
と
い
う
こ
と
を
呼
び
か
け
る
わ
け
で
す
。

　

私
は
、
こ
こ
か
ら
柳
宗
悦
の
あ
る
側
面
、
つ
ま
り
民
芸
運

動
の
あ
る
側
面
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
と
思
う
。民
芸
に

は
運
動
と
い
う
も
の
が
つ
い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

運
動
は
、
ス
ポ
ー
ツ
の
運
動
で
は
な
く
て
、
思
想
的
な
運
動

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
柳
田
國
男
は
こ
の
こ
と
に
と
て
も
敏
感

な
人
で
あ
り
ま
し
て
、自
分
が
や
っ
て
い
る
こ
と
は
運
動
で

は
な
い
ん
だ
。
こ
れ
は
ち
っ
ぽ
け
な
、
た
か
だ
か
自
分
が
生

き
て
い
る
間
に
聞
き
書
き
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、し
た
が
っ

て
昔
の
文
献
か
ら
何
か
を
書
く
と
い
う
こ
と
を
、私
は
し
な

い
ん
だ
と
。自
分
が
目
の
当
た
り
に
で
き
る
、直
接
耳
に
入
っ

て
く
る
言
葉
を
語
れ
る
人
た
ち
、つ
ま
り
柳
田
國
男
か
ら
言

え
ば
、
せ
い
ぜ
い
四
〇
、
五
〇
歳
年
上
の
語
り
部
の
持
つ
生

の
声
だ
け
を
採
集
す
る
ん
だ
と
い
う
ふ
う
に
、自
分
の
学
問

の
領
域
を
限
定
し
て
い
た
の
で
す
。そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

柳
宗
悦
さ
ん
た
ち
と
柳
田
國
男
は
、一
つ
に
は
な
ら
な
か
っ

た
と
い
う
ふ
う
に
思
う
わ
け
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、柳
宗
悦
を
は
じ
め
と
す
る
先
生
方
の

仕
事
が
、純
粋
に
学
問
あ
る
い
は
哲
学
と
い
う
も
の
に
支
え

ら
れ
な
が
ら
も
、そ
れ
ら
は
近
代
と
い
う
時
代
に
お
い
て
一

つ
の
運
動
体
を
成
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
う

わ
け
で
す
。

　

わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
、学
問
で
や
ろ
う
と
し
て
い
る
方
も

お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
し
、あ
る
い
は
現
実
に
生
き
る
糧
に
も

し
、
そ
し
て
、
生
き
る
こ
と
と
創
造
と
い
う
も
の
を
一
つ
に

し
な
が
ら
、成
り
立
た
せ
よ
う
と
考
え
て
お
ら
れ
る
方
も
た

く
さ
ん
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、こ
う
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る

問
題
を
孕
ん
で
、
こ
の
「
物
気
色
」
が
ス
タ
ー
ト
し
て
い
る

わ
け
で
す
。

大
西　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。全
体
を
俯
瞰
す
る
大
き

な
地
図
を
い
た
だ
け
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。志
村
先
生

の
お
話
と
「
物
気
色
」
が
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
中
で
、稲
賀
先
生
の
言
葉
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
た

「
美
術
は
工
芸
を
胞
衣
と
し
て
生
ま
れ
た
」
と
い
う
言
葉
が

印
象
的
で
し
た
。今
年
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
で
幕
末
を

舞
台
に
し
た
『
龍
馬
伝
』
を
や
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
は

ア
ー
ト
は
な
い
わ
け
で
す
ね
。明
治
に
な
っ
て
ア
ー
ト
と
い

う
も
の
が
入
っ
て
き
た
。
龍
馬
の
こ
ろ
ま
で
は
、
ア
ー
ト
な

ど
ま
っ
た
く
夢
に
も
思
わ
ず
、
絵
師
は
絵
を
描
き
、
陶
工
は

器
を
つ
く
り
と
い
う
こ
と
を
や
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
先

ほ
ど
志
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、個
性
や
自
我
と

い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
ま
っ
た
く
気
に
す
る
こ
と
な
く
普
通

に
つ
く
っ
て
い
て
、そ
れ
が
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
っ
た
。

　

し
か
し
、
明
治
に
な
っ
て
、
西
洋
の
文
化
と
触
れ
て
ア
ー

ト
が
入
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
自
我
と
か
個
性
と
か
い
う
よ

う
な
こ
と
が
、
だ
ん
だ
ん
わ
れ
わ
れ
の
中
に
入
っ
て
く
る
。

そ
う
す
る
と
、「
作
家
」
と
い
う
考
え
方
が
生
ま
れ
て
き
て
、

い
ま
ま
で
み
た
い
に
純
粋
に
土
に
向
か
う
こ
と
も
で
き
な

い
。か
と
い
っ
て
欧
米
の
よ
う
な
や
り
方
で
す
ぐ
に
や
れ
る

わ
け
で
も
な
く
、
ど
ち
ら
に
行
く
の
か
、
あ
る
い
は
第
三
の

道
は
あ
る
の
か
、
み
た
い
な
こ
と
を
、
た
ぶ
ん
こ
の
百
何
十

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」
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年
間
ず
っ
と
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。近
藤
さ
ん

は
、
ま
さ
に
そ
の
部
分
を
一
番
背
負
わ
れ
て
い
て
、
日
本
の

伝
統
プ
ラ
ス
欧
米
の
文
化
に
も
つ
な
げ
て
い
け
る
よ
う
な

ア
ー
ト
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
、作
家
の
立
場
で
探
し
て

こ
ら
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　

ち
ょ
っ
と
こ
こ
で
鞍
田
さ
ん
に
聞
い
て
み
た
い
の
は
、こ

う
し
た
作
家
観
と
言
い
ま
す
か
、自
我
に
関
わ
る
話
に
な
っ

て
く
る
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
も
の
が

入
っ
て
き
て
一
五
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ

れ
わ
れ
は
そ
れ
を
ち
ゃ
ん
と
消
化
で
き
て
い
る
の
か
と
か
、

学
問
の
分
野
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
ん
で
す
が
、そ
の
あ
た
り
を
少
し
哲
学
的
な
視
点
か
ら
整

理
し
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

表
現
さ
れ
る
自
己
と
は
何
か

鞍
田
崇　

哲
学
を
一
応
専
門
に
し
て
い
る
ん
で
す
が
、哲
学

と
い
う
の
は
言
葉
だ
け
が
商
売
道
具
の
世
界
な
の
で
す
ね
。

今
日
は
語
る
必
要
が
な
い
ぐ
ら
い
語
り
部
た
ち
が
い
る
の

で
、
控
え
て
お
こ
う
か
な
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
の

近
藤
さ
ん
の
話
と
も
関
連
付
け
つ
つ
、少
し
考
え
て
み
た
い

な
と
思
う
と
こ
ろ
が
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。

　

ま
ず
、
い
ま
大
西
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
問
題
で
す
が
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
自
我
み
た
い
な
も
の
が
も
と
も
と
あ
っ

て
、最
初
か
ら
ア
ー
ト
は
自
己
表
現
と
し
て
あ
っ
た
か
と
い

え
ば
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
そ
う

し
た
ア
ー
ト
の
位
置
づ
け
自
身
が
近
代
の
産
物
な
ん
で
す

ね
。
い
ま
の
話
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
日
本
の
伝
統
的

な
も
の
と
い
う
対
比
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

自
身
も
、こ
の
近
代
と
い
う
も
の
を
ど
う
や
っ
て
克
服
し
よ

う
か
と
い
う
こ
と
は
、散
々
苦
し
ん
で
き
て
い
る
と
い
う
の

が
、ま
ず
一
点
あ
り
ま
す
ね
。

　

そ
れ
は
単
純
に
日
本
と
い
う
、も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
歴

史
性
は
あ
る
け
れ
ど
も
、そ
う
い
っ
た
地
域
的
な
違
い
と
か
、

あ
る
い
は
そ
の
歴
史
的
な
違
い
と
か
と
い
う
だ
け
で
は
な
く

て
、
も
っ
と
大
き
い
く
く
り
の
中
で
、
つ
ま
り
僕
ら
は
遅
れ

て
近
代
化
し
た
か
ら
、ち
ょ
っ
と
違
っ
た
見
方
を
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
界
と
い
う
か
、
広
い
レ
ベ
ル

で
見
る
と
、近
代
と
い
う
も
の
を
ど
う
考
え
て
い
く
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、洋
の
東
西
を
問
わ
ず
直
面
し
て
い

る
課
題
で
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

も
う
一
つ
、
表
現
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
近
の
傾

向
に
つ
い
て
気
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、
近
藤

さ
ん
の
場
合
は
、
展
覧
会
を
す
る
ん
だ
っ
た
ら
、
そ
れ
は
表

現
で
あ
る
べ
き
と
い
う
ク
リ
ア
な
ス
タ
ン
ス
で
、文
字
ど
お

り
そ
れ
で
邁
進
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
よ
ね
。そ
の
明
快
さ
に

僕
は
本
当
に
敬
服
し
て
い
る
の
で
す
。今
日
の
志
村
先
生
の

お
話
に
も
あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
志
村
先
生
も
、
も
の
を

つ
く
る
以
上
は
、
自
己
の
表
現
と
い
う
こ
と
を
、
現
代
人
の

僕
ら
は
出
し
て
し
ま
う
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た

わ
け
で
す
。
一
方
で
、
こ
れ
は
別
に
思
想
的
に
ど
う
の
こ
う

の
で
は
な
く
て
、
僕
の
一
つ
の
実
感
な
ん
で
す
が
、
最
近
の

傾
向
と
い
う
か
、
さ
ら
に
ま
た
現
代
、
も
う
一
歩
進
ん
で
き

た
中
で
は
、
自
己
を
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
も
の
が

逆
に
重
く
な
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
か
、し
ん
ど
く
な
っ
て

き
て
い
る
と
い
う
か
、す
ご
く
柔
な
言
い
方
で
恐
縮
な
ん
で

す
け
れ
ど
も
、あ
え
て
表
現
し
な
く
て
も
い
い
と
い
う
感
じ

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
か
つ
て
の
よ
う
な
、
無

垢
な
工
芸
に
向
か
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、ま
た
別
の
話
な

ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
の
場
合
の
表
現
の
位
相
と
い
う
か
、そ
も
そ
も
そ
こ
で

表
現
さ
れ
る
自
己
と
は
何
な
ん
だ
ろ
う
。
表
現
の
現
代
性
、

あ
る
い
は
時
代
性
に
つ
い
て
、み
な
さ
ん
は
ど
ん
な
ふ
う
に

お
考
え
な
の
か
、僕
な
ん
か
は
聞
き
た
い
な
と
思
っ
て
お
話

を
伺
っ
て
い
ま
し
た
。

大
西　

私
は
今
回
、展
覧
会
の
幹
事
や
作
家
と
し
て
こ
こ
に

来
て
い
ま
す
が
、一
番
多
く
時
間
を
使
っ
て
い
る
の
は
学
校

の
先
生
と
い
う
立
ち
位
置
で
す
。今
日
も
う
ち
の
学
生
が
何

人
か
来
て
く
れ
て
い
ま
す
が
、あ
あ
い
う
若
い
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
卵
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
卵
と
接
し
て
い
る
と
、
ま
さ
に
い

ま
鞍
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
ま
す
。

「
君
た
ち
は
何
が
し
た
い
の
？
」
と
か
、「
何
で
こ
こ
に
来
た

の
？
」
と
言
わ
れ
そ
う
な
学
生
の
数
が
確
か
に
増
え
て
い
ま

す
。
で
も
、
そ
れ
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
象
と
い
う
だ
け
で
は

な
く
て
、そ
こ
に
何
か
が
あ
る
よ
う
な
気
も
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
を
ち
ゃ
ん
と
つ
か
ん
で
形
に
し
て
あ
げ
な
く
て
は
い
け

な
い
な
と
、
わ
れ
わ
れ
教
師
は
思
う
わ
け
で
す
。
彼
ら
彼
女

ら
の
問
題
提
起
に
ど
う
入
っ
て
い
け
る
か
な
と
い
う
の
が
、

本
当
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
問
題
な
ん
で
す
ね
。

鞍
田　

今
日
は
何
か
す
ご
く
こ
そ
ば
ゆ
い
の
は
、ふ
だ
ん
僕

は
聞
き
手
な
の
で
、話
し
手
と
い
う
の
は
、こ
ん
な
に
じ
れ
っ

た
い
も
の
か
と
思
い
な
が
ら
、今
日
は
い
る
ん
で
す
け
れ
ど

も
。
地
球
研
と
い
う
と
こ
ろ
で
、
ず
っ
と
そ
れ
こ
そ
も
の
づ

く
り
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
を
お
招
き
し
て
、お
し
ゃ
べ
り

会
と
い
う
か
、
セ
ミ
ナ
ー
を
企
画
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中

で
、志
村
先
生
の
と
こ
ろ
で
お
弟
子
さ
ん
と
し
て
修
業
さ
れ

た
清
水
繭
子
さ
ん
と
い
う
、い
ま
鎌
倉
で
活
動
し
て
い
ら
っ

し
ゃ
る
、ち
ょ
う
ど
僕
と
同
世
代
ぐ
ら
い
の
方
で
す
け
れ
ど

も
、
彼
女
を
ゲ
ス
ト
に
お
招
き
し
た
と
き
に
、
先
に
述
べ
た

よ
う
な
こ
と
を
感
じ
た
ん
で
す
。あ
の
方
も
す
ご
く
迷
わ
れ
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た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
。

　

い
ま
四
〇
歳
手
前
ぐ
ら
い
の
方
な
ん
で
す
が
、一
〇
年
ほ

ど
前
に
独
立
さ
れ
て
間
も
な
い
こ
ろ
は
、や
は
り
せ
っ
か
く

独
立
し
た
以
上
は
、
志
村
先
生
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
自

分
は
何
か
表
現
と
い
う
こ
と
に
向
か
わ
な
い
と
い
け
な
い
と

思
っ
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、そ
こ
で
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
し
ま
っ

た
み
た
い
な
こ
と
を
お
話
し
さ
れ
た
ん
で
す
ね
。

　

そ
れ
は
、
大
西
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
く
だ
さ
っ
た
、
い

ま
の
学
生
さ
ん
の
よ
う
な
自
分
が
見
え
な
く
て
ボ
ヤ
ボ
ヤ
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、果
た
し
て
本
当
に
無
垢

な
心
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
何
か
素
直
に
、
例
え
ば
、
素

材
に
即
し
て
と
か
、
た
だ
た
だ
、
使
う
人
、
着
物
だ
っ
た
ら

着
る
人
の
た
め
に
も
の
を
つ
く
る
と
か
と
い
う
。ま
ず
自
分

で
は
な
く
て
、
他
者
だ
っ
た
り
、
自
分
と
は
違
う
自
然
だ
っ

た
り
と
い
う
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
か
、重
き
を
置
く
と
こ
ろ
が

変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
そ
れ
で
、本
当
に
食
べ
て
い
け
る
仕
事
に
な
る

の
か
。
や
は
り
食
べ
て
い
く
以
上
は
、
作
家
と
し
て
表
現
し

な
く
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
か
、い
ろ
い
ろ
な
問

題
が
同
時
に
出
て
く
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。い
ま
の

広
い
流
れ
で
見
た
と
き
に
、
一
方
で
、
世
の
中
全
体
で
、
自

己
と
い
う
も
の
が
何
か
う
や
む
や
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
の

が
あ
る
の
と
合
わ
せ
て
、す
ご
く
自
覚
的
に
も
の
を
つ
く
っ

て
い
る
人
の
中
で
も
、自
分
を
そ
こ
ま
で
出
す
こ
と
に
本
当

に
意
味
が
あ
る
の
か
。も
っ
と
別
の
何
か
の
た
め
に
も
の
を

つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
目
的
性
を
置
く
こ
と
が
い
い

の
か
と
い
う
の
が
、け
っ
こ
う
み
ん
な
真
摯
に
直
面
し
て
い

る
問
題
な
の
で
は
な
い
か
な
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
。

大
西　

そ
の
あ
た
り
は
、
こ
の
間
、
近
藤
さ
ん
に
伺
っ
た
話

で
、陶
芸
界
も
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。一
つ
は
身
近
な
も
の
を
つ
く
っ
て
…
…
。

近
藤　

生
活
工
芸
ね
。

大
西　

安
い
値
段
で
売
る
生
活
工
芸
み
た
い
な
流
れ
と
、も

う
ち
ょ
っ
と
違
う
領
域
も
あ
る
。

近
藤　

大
き
く
言
う
と
、ア
ー
ト
と
し
て
の
陶
芸
と
そ
う
で

な
い
も
の
と
の
二
極
化
を
、い
ま
、し
て
き
て
い
ま
す
ね
。昔

は
も
っ
と
細
分
化
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
ん
で
す

が
、い
ま
は
生
活
工
芸
が
新
し
い
。
そ
れ
を
ポ
ス
ト
民
芸
と

呼
ぶ
か
、ニ
ュ
ー
ク
ラ
フ
ト
と
呼
ぶ
か
分
か
ら
な
い
け
れ
ど

も
、そ
う
い
う
若
い
人
た
ち
が
一
方
で
増
え
て
き
て
い
る
。そ

の
人
た
ち
が
展
覧
会
を
や
っ
て
い
る
の
か
、ク
ラ
フ
ト
フ
ェ

ア
で
出
し
て
い
る
の
か
、シ
ョ
ッ
プ
で
出
し
て
い
る
の
か
、直

接
オ
ー
ダ
ー
を
受
け
て
物
を
作
っ
て
出
し
て
い
る
の
か
分
か

ら
な
い
ん
で
す
が
。一
方
で
そ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

　

も
う
一
方
で
、
ア
ー
ト
と
し
て
の
陶
芸
。
私
な
ん
か
は
現

在
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
や
は
り
、
現
代
の
表
現
と
し
て
、

展
覧
会
を
や
っ
て
い
く
と
な
っ
た
と
き
に
、生
活
工
芸
の
部

分
は
あ
る
程
度
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
わ
な
い
と
、ル
ー
ル
に
合

わ
な
い
こ
と
に
な
る
ん
で
す
よ
。
極
端
に
言
え
ば
、
直
接
、

自
宅
で
作
品
を
売
っ
た
瞬
間
に
、
画
廊
か
ら
、
お
ま
え
は
何

を
や
っ
て
い
る
ん
だ
と
言
っ
て
、ぽ
か
り
と
や
ら
れ
る
わ
け

で
す
よ
。そ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
た
ら
画
廊
と
仕
事
は
で
き

ま
せ
ん
。
要
す
る
に
、
私
の
場
合
は
画
廊
や
ギ
ャ
ラ
リ
ス
ト

や
美
術
館
や
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
の
仕
事
が
主
体
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
が
い
ま
の
私
の
生
き
て
い
る
、
発

表
の
場
で
、そ
れ
で
生
活
も
し
て
い
る
か
ら
。

　

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、日
常
の
器
制
作
の
部
分
を
削
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
の
が
現
実
だ
と
思
う
ん
で
す
。そ
れ

は
私
だ
け
に
限
ら
ず
、特
に
現
代
ア
ー
ト
を
し
て
い
る
よ
う

な
、
い
わ
ゆ
る
現
代
美
術
家
は
、
極
端
に
言
え
ば
、
マ
ザ
ー

ギ
ャ
ラ
リ
ー
一
つ
み
た
い
な
形
の
中
で
仕
事
が
行
わ
れ
て
い

く
ケ
ー
ス
も
多
い
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
作
り
手
は
、
自

分
の
作
品
を
深
め
て
い
く
と
か
、自
分
を
磨
い
て
い
く
と
か
、

社
会
に
対
し
て
こ
れ
が
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
こ

と
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
や
表
現
方
法
で
は
考
え
て
い
る
と

思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
陶
芸
の
状
況
で
言
え
ば
、
ア
ー
ト

か
、
生
活
の
中
の
工
芸
か
、
と
い
う
問
題
は
、
見
え
隠
れ
し

て
き
ま
す
。

大
西　

作
家
と
し
て
活
動
し
て
い
く
と
い
う
の
は
、ア
ー
ト

と
か
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と
か
、や
は
り
近
代
が
つ
く
っ
て
き
た
制

度
を
引
き
ず
っ
て
い
る
と
い
う
か
、継
承
し
て
い
て
、そ
の
中

で
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
つ
く
ら
れ
て
い
た
り
、人
が
育
っ
た
り
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う

状
況
が
一
方
で
は
あ
る
。で
も
、さ
あ
、こ
れ
か
ら
ど
う
な
っ

て
い
く
の
か
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

京
都
的
な
柔
ら
か
さ
で
作
品
と
対
峙

大
西　

こ
の
「
物
気
色
」
の
展
覧
会
に
来
て
く
だ
さ
っ
た
方

で
、岡
山
大
学
の
瀧
本
雅
志
先
生
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
。
そ
の
人
は
ヴ
ィ
レ
ム
・
フ
ル
ッ
サ
ー
の
『
デ
ザ
イ

ン
の
小
さ
な
哲
学
』
と
い
う
本
を
翻
訳
さ
れ
た
り
し
て
い
る

方
な
の
で
す
が
、
展
覧
会
の
感
想
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
ホ
ワ
イ
ト
・
キ
ュ
ー
ブ
を
前
提
に
し
て
、
現
代
美

術
が
生
ま
れ
て
き
た
。こ
こ
は
そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー

ゼ
で
は
あ
る
ん
だ
け
ど
、
強
力
な
ア
ン
チ
で
は
な
く
て
、
何

か
京
都
的
な
柔
ら
か
さ
で
作
品
と
対
峙
し
よ
う
、ホ
ワ
イ
ト
・

キ
ュ
ー
ブ
の
中
で
作
家
の
作
品
に
対
峙
し
よ
う
と
す
る
よ
う

な
ま
な
ざ
し
を
、京
都
的
な
柔
ら
か
さ
で
無
効
に
し
て
し
ま

う
み
た
い
な
、何
か
そ
ん
な
面
白
い
展
示
で
し
た
と
い
う
よ

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」
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う
な
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。近
代
か
ア
ン
チ
近
代
か
と

か
、
作
家
か
無
名
か
と
か
み
た
い
な
対
立
で
は
な
い
、
何
か

ち
ょ
っ
と
違
う
扉
を
開
け
て
く
れ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
感

じ
を
、い
ま
み
な
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
思
っ
た
ん
で
す
。

　

そ
の
あ
た
り
、
武
田
さ
ん
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
一
番
遠

く
か
ら
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
人
（
笑
）。

武
田　

な
か
な
か
難
し
い
テ
ー
マ
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
。
そ
の
い
わ
ゆ
る
ホ
ワ
イ
ト
・
キ
ュ
ー
ブ
、
あ
る
い
は

ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
空
間
を
設
定
し
て
、つ
ま
り
現
実
に
は
物

質
で
す
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
と
言
っ
て
も
、
白
で
あ
っ
て

も
、そ
れ
は
物
質
な
ん
だ
け
ど
。そ
の
観
念
の
世
界
で
は
ま
っ

た
く
そ
の
作
品
以
外
、
つ
ま
り
照
明
を
当
て
る
に
し
て
も
、

そ
の
照
明
器
具
す
ら
見
え
な
い
。
あ
る
い
は
な
く
な
る
。
と

い
う
こ
と
は
理
想
的
な
、
観
念
の
中
に
存
在
す
る
よ
う
な
、

近
代
的
な
美
術
と
い
う
も
の
を
成
立
さ
せ
る
現
場
と
い
う

か
、
仕
組
み
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
極
め

て
観
念
論
的
な
理
想
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
。

　

そ
れ
と
は
も
う
一
つ
別
に
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
、
わ
れ
わ

れ
が
生
き
る
生
の
空
間
と
い
う
の
は
、
実
際
に
触
れ
た
り
、

あ
る
い
は
温
度
が
あ
っ
た
り
、あ
る
い
は
色
が
つ
い
て
い
た

り
す
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。こ
の
観

念
の
中
に
成
り
立
っ
て
く
る
と
い
う
の
は
、現
代
で
は
ま
す

ま
す
バ
ー
チ
ャ
ル
な
様
相
を
呈
し
て
く
る
。
つ
ま
り
、
こ
の

電
子
環
境
の
中
に
あ
る
ビ
ジ
ュ
ア
ル
モ
デ
ル
だ
と
か
、い
ろ

い
ろ
な
も
の
は
、温
度
や
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
持
た
な
い
で
可

視
化
さ
れ
な
が
ら
、そ
の
モ
デ
ル
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
く
。

観
念
で
組
み
立
て
た
空
間
が
、本
当
に
リ
ア
ラ
イ
ズ
し
て
く

る
と
い
う
よ
う
な
時
代
に
入
っ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
。そ

し
て
も
う
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
、
そ

し
て
死
ん
で
い
く
。こ
の
間
に
わ
れ
わ
れ
が
ほ
と
ん
ど
知
覚

世
界
の
中
で
、
ど
れ
ぐ
ら
い
自
分
た
ち
の
匂
い
や
、
全
感
覚

的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
を
、ま
た
逆
に
そ
ち

ら
側
か
ら
迫
ら
れ
て
い
る
。要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
引

き
裂
か
れ
た
二
つ
の
世
界
の
間
に
い
る
わ
け
で
す
ね
。

「
白
い
糸
を
あ
え
て
染
め
る
」

武
田　

と
こ
ろ
で
、も
う
一
つ
志
村
先
生
に
つ
い
て
触
れ
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。先
ほ
ど
も
驚
い
た
の
は
、「
白
い
糸

を
私
は
汚
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

こ
ん
な
言
葉
が
四
、
五
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
聞
け
た
の
は
、

今
日
の
収
穫
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
が
。創
作
の
意
味
と
い

う
の
は
、そ
こ
に
た
ぶ
ん
せ
め
ぎ
合
い
が
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
白
い
糸
自
体

が
す
で
に
大
変
美
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、こ
れ
を
ど
の
よ
う

に
汚
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。こ
れ
は
汚

し
て
い
る
と
も
言
え
る
し
、わ
れ
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う

に
に
じ
み
入
れ
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
も
あ
る
。つ
ま

り
自
我
の
問
題
な
ん
で
す
が
、
近
代
と
い
う
も
の
は
、
鞍
田

先
生
が
さ
っ
き
、
西
洋
に
お
い
て
も
近
代
の
問
題
は
い
っ

し
ょ
で
す
よ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。ま
っ
た
く
そ
う
だ
と
思
う

ん
で
す
が
、特
に
日
本
人
に
と
っ
て
の
近
代
の
自
我
と
い
う

問
題
は
非
常
に
大
き
な
問
題
で
、先
ほ
ど
か
ら
出
て
い
る
匿

名
性
で
あ
る
か
、あ
る
い
は
名
前
を
持
つ
か
と
い
う
作
家
性

の
問
題
も
、
全
部
そ
こ
と
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
近

代
以
前
の
日
本
を
支
え
て
き
た
、あ
る
い
は
多
く
の
人
々
は

ア
ノ
ニ
マ
ス
な
、
匿
名
性
、
無
名
性
の
中
を
生
き
て
死
ん
で

い
っ
た
。
そ
う
し
た
生
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
が
、
そ
ん

な
に
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
は
な
く
て
、多
く
の
人
た
ち
は
実

は
大
き
な
神
話
と
い
う
か
、あ
る
い
は「
物
語
」世
界
の
長
い
、

い
わ
ば
連
鎖
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
、他
者
の
英
雄
譚
の
中

に
組
み
込
ま
れ
て
、一
生
を
終
え
て
い
く
と
い
う
幸
い
を
そ

の
こ
と
は
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。

鞍
田　

白
い
糸
を
あ
え
て
染
め
る
と
い
う
問
題
は
、結
局
そ

れ
は
人
間
の
文
化
の
本
質
か
な
と
思
い
ま
す
。僕
が
そ
れ
で

連
想
す
る
の
は
、
例
え
ば
花
な
ん
で
す
ね
。
花
を
愛
で
る
と

い
う
の
は
、
食
べ
る
た
め
で
も
な
く
、
衣
食
住
の
何
か
の
た

め
で
も
な
く
、
た
だ
愛
で
る
た
め
と
い
う
か
、
美
し
い
も
の

だ
か
ら
、あ
え
て
ち
ょ
き
ん
と
切
る
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
の
世
界
と
い
う
の
が
、結
局
、人
間
の
文
化
の
本
質
じ
ゃ

な
い
で
し
ょ
う
か
。ど
ん
な
に
自
然
を
生
か
そ
う
と
し
て
も

ど
こ
か
で
汚
す
と
い
う
の
か
、
そ
れ
を
殺
す
と
い
う
の
か
、

表
現
の
仕
方
は
分
か
ら
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、そ
れ
に
は
そ

れ
ぞ
れ
の
時
代
の
形
が
あ
っ
て
、た
だ
殺
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
て
、
よ
り
美
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
が
努
力
し
た
わ
け
だ
か
ら
、汚
し
方
を
考
え
る
と
い
う

言
い
方
は
変
だ
け
れ
ど
、
し
い
て
そ
の
言
葉
を
使
え
ば
、
い

ま
の
時
代
な
り
の
汚
し
方
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
な
、

と
ふ
と
思
い
ま
し
た
。

近
藤　

私
の
場
合
は
、
例
え
ば
粘
土
を
触
っ
て
い
る
と
、
土

に
対
し
て
汚
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
で
す
け

ど
、
志
村
さ
ん
の
言
う
、
白
い
糸
を
私
は
汚
す
の
で
は
な
い

か
、
そ
の
白
の
糸
の
、
そ
の
も
の
自
体
に
何
か
を
感
じ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
け
っ
こ
う
日
本
的

な
感
覚
で
す
ね
。
陶
芸
家
に
と
っ
て
特
徴
的
な
の
は
、
い
ろ

い
ろ
な
タ
イ
プ
の
土
が
あ
っ
て
、自
分
の
表
現
と
い
う
こ
と

と
、そ
う
は
言
い
な
が
ら
も
そ
の
土
が
ど
う
な
り
た
い
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
ま
す
。つ
ま
り
糸
が
ど
う
染
め
て
ほ
し
い

の
か
と
い
う
こ
と
を
聞
く
と
い
う
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
、わ

れ
わ
れ
も
こ
の
土
が
ど
う
な
り
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
配
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慮
す
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
、日
本
人
の
作
り
手
に
は
当
た
り
前
に

あ
る
感
覚
だ
と
思
う
ん
で
す
。こ
れ
が
モ
ノ
学
と
つ
な
が
っ

て
く
る
。
も
の
に
対
す
る
配
慮
な
り
そ
の
気
持
ち
を
聞
く
。

も
の
に
聞
い
て
も
何
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ

う
い
う
感
覚
、
感
性
が
、
わ
れ
わ
れ
作
り
手
の
、
制
作
上
の

非
常
に
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
外
国
の

人
で
も
、
そ
う
い
う
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
、
そ

こ
が
海
外
で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
し
た
際
に
い
つ
も
ち
ょ
っ

と
違
う
な
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

大
西　

前
に
近
藤
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、留
学

中
に
向
こ
う
の
作
家
に
聞
く
と
、粘
土
と
い
う
の
は
た
だ
の

素
材
で
あ
っ
て
。
ま
ず
完
成
品
の
形
あ
り
き
で
、
そ
れ
を
実

現
す
る
た
め
の
材
料
と
い
う
発
想
だ
っ
た
。そ
れ
に
対
し
て
、

近
藤
さ
ん
も
含
め
て
日
本
人
の
作
家
は
素
材
と
対
話
を
す
る

と
い
う
。
素
材
の
方
に
触
発
さ
れ
て
、
形
も
出
て
く
る
と
い

う
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

近
藤　

特
に
工
芸
家
の
場
合
に
は
相
対
的
に
そ
う
い
う
作
り

手
が
多
い
と
思
う
ん
で
す
。そ
う
で
は
な
い
人
も
も
ち
ろ
ん

い
る
ん
だ
け
れ
ど
も
。そ
こ
が
日
本
の
工
芸
美
術
の
中
で
連

綿
と
続
い
て
き
た
部
分
で
、重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と

思
う
ん
で
す
。そ
ん
な
こ
と
は
柳
に
し
て
み
た
ら
当
た
り
前

だ
ろ
う
、
と
い
う
ふ
う
に
思
う
ん
で
す
ね
。
風
土
性
で
あ
る

と
か
、
素
材
に
対
し
て
の
思
い
や
り
、
素
材
を
思
い
ど
お
り

に
牛
耳
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

理
想
的
な
世
界
を
構
築
す
る
運
動

武
田　

柳
宗
悦
の
話
に
戻
り
ま
す
け
れ
ど
も
、柳
さ
ん
は
当

時
あ
っ
た
白
樺
派
と
い
う
グ
ル
ー
プ
に
属
し
て
お
ら
れ
た
。

こ
の
メ
ン
バ
ー
に
は
志
賀
直
哉
さ
ん
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
方
々

が
入
っ
て
お
ら
れ
て
、
比
較
的
身
分
の
高
い
と
い
う
か
、
当

時
、庶
民
で
は
な
く
経
済
的
に
も
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
高
い
位

置
に
お
ら
れ
た
方
々
が
集
ま
っ
て
お
ら
れ
た
。彼
ら
が
や
ろ

う
と
し
た
の
は
、文
学
運
動
で
あ
る
と
同
時
に
生
活
の
運
動

で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
背

景
に
あ
っ
た
の
は
、
江
戸
か
ら
明
治
に
移
り
、
明
治
か
ら
大

正
に
移
っ
て
い
く
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、日
本
が
大
急

ぎ
で
成
し
た
近
代
化
、
そ
の
な
か
で
お
こ
っ
た
ひ
ず
み
、
こ

れ
は
決
し
て
い
ま
も
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
て
ま
だ
引
き

ず
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、こ
の
ひ
ず
み
を
な
ん
と
か
し
た

い
と
い
う
も
の
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

僕
は
そ
の
こ
ろ
生
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、つ
ぶ

さ
に
語
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
想
像
す
る
に
、
そ
の
時

代
と
い
う
の
は
、大
き
く
日
本
は
再
構
築
し
て
い
か
ね
ば
な

ら
な
い
大
変
な
昏
迷
の
中
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
す
。武
者
小

路
実
篤
さ
ん
は
九
州
の
あ
る
場
所
を
見
い
だ
し
て
、そ
こ
の

土
地
を
購
入
し
て
理
想
的
な
共
同
生
活
を
営
も
う
と
い
う
こ

と
を
さ
れ
た
り
し
た
。
志
賀
直
哉
さ
ん
も
、
そ
の
住
み
よ
い

理
想
的
な
家
を
自
分
で
建
設
し
、
そ
れ
を
書
斎
に
し
、
サ
ロ

ン
に
し
、
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
さ
れ
た
。
そ
こ
に
柳
宗
悦

と
い
う
人
も
属
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
社
会
と
関
わ
り
、
社

会
を
動
か
し
て
理
想
的
な
世
界
を
構
築
で
き
る
か
と
い
う
こ

と
が
テ
ー
マ
だ
っ
た
わ
け
で
す
。し
た
が
っ
て
文
学
が
文
学

だ
け
で
あ
り
、美
術
が
美
術
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な

運
動
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
な
ん
で
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
は
い
ま
か
ら
見
れ
ば
、
た
ぶ
ん
に
啓
蒙
的
で

あ
り
、あ
る
場
所
か
ら
多
く
の
人
を
引
っ
張
っ
て
い
っ
て
あ

げ
る
よ
と
い
う
よ
う
な
、高
み
か
ら
の
ま
な
ざ
し
で
あ
っ
た

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
わ
け
で
す
。そ
れ
は
つ
ま
り
そ
の
同

時
代
を
生
き
る
人
た
ち
に
先
ん
じ
て
、そ
れ
ら
の
人
た
ち
の

存
在
が
あ
り
、
そ
の
意
識
が
高
い
と
こ
ろ
か
ら
、
み
ん
な
そ

う
で
は
な
い
よ
、
こ
っ
ち
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
、
こ
う
い
う
ふ

う
に
な
り
な
さ
い
、と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
こ
れ
は
一
方
で
、
教
育
と
い
う
問
題
を
含
ん

で
い
た
。
社
会
を
こ
の
よ
う
に
引
っ
張
ろ
う
と
い
う
。
こ
う

い
う
流
れ
が
、先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
柳
宗
悦
さ
ん
を
中
心
と

す
る
運
動
に
展
開
し
て
い
く
わ
け
で
す
。こ
れ
は
あ
る
観
念

の
中
に
あ
る
学
問
や
、頭
の
中
に
構
築
す
る
も
の
だ
け
で
は

な
く
て
、
そ
れ
を
社
会
に
反
映
さ
せ
、
そ
し
て
、
社
会
を
生

き
た
も
の
と
し
て
、
自
分
の
理
想
的
な
組
み
合
わ
せ
、
理
想

的
な
も
の
を
よ
し
と
す
る
、そ
う
い
う
世
界
を
構
築
し
よ
う

と
い
う
よ
う
な
運
動
だ
っ
た
と
思
う
わ
け
で
す
。

大
西　

ま
た
す
ご
く
貴
重
な
視
点
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
と

思
い
ま
す
。
ど
う
し
て
も
研
究
と
ア
ー
ト
と
か
、
ア
ー
ト
の

中
で
も
染
織
、
陶
芸
、
ビ
デ
オ
ア
ー
ト
と
ジ
ャ
ン
ル
に
分
け

て
見
て
い
く
。こ
れ
も
た
ぶ
ん
輪
郭
を
確
立
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
い
う
圧
力
が
あ
っ
て
、そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
て
い

る
の
か
も
し
れ
な
い
で
す
ね
。

　

そ
う
し
た
こ
と
が
今
回
の
「
物
気
色
」
の
展
覧
会
で
は
、

ど
っ
ち
で
も
い
い
こ
と
だ
と
。
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
後
ろ

の
方
に
引
っ
込
ん
で
い
て
、エ
ッ
ジ
を
立
て
る
よ
り
も
気
分

の
コ
ア
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
み
な
が
集
ま
っ
て
き
て
い
る
よ

う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
が
た
ぶ
ん
さ
っ
き
瀧
本
さ

ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ホ
ワ
イ
ト
・
キ
ュ
ー
ブ
で
も
な
い
し
、

そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
で
も
な
い
。第
三
の
緩
や
か
な
扉
が

開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
く
る
の
で
は
な
い

か
な
と
、お
話
を
聞
き
な
が
ら
思
い
ま
し
た
。

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」



054 ●第 1 部　モノとこころとワザ

「
物
気
色
」
と
い
う
新
し
い
美
意
識

大
西　

さ
て
、
こ
の
あ
た
り
で
「
物
気
色
」
展
の
方
に
話
を

シ
フ
ト
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ま
の
話
の
中
で
、

例
え
ば
作
家
で
あ
る
と
か
、
素
材
、
も
の
と
の
関
わ
り
方
で

あ
る
と
か
、あ
る
い
は
近
代
を
ど
う
や
っ
て
咀
嚼
す
る
か
な

ど
幾
つ
か
問
題
提
起
が
な
さ
れ
た
と
思
う
の
で
す
が
、そ
う

い
う
こ
と
も
踏
ま
え
つ
つ
、ま
ず
は
簡
単
に
展
覧
会
自
体
の

感
想
を
お
聞
き
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
物
気
色
」
ア
ー
ト
の
何

か
に
迫
っ
て
い
け
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

　

で
は
、主
催
側
で
も
あ
る
近
藤
さ
ん
か
ら
口
火
を
切
っ
て

い
た
だ
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

近
藤　

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
で
は
、も
の
と
い
う
の

は
単
な
る
物
質
で
は
な
い
。こ
れ
に
も
、あ
れ
に
も
、ひ
ょ
っ

と
し
た
ら
何
か
魂
が
宿
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
考
え
て

い
ま
す
。だ
か
ら
、見
え
な
い
霊
的
な
も
の
も
も
の（
モ
ノ
）
だ

し
、人
間
も
も
の（
者
）
で
は
な
い
か
。こ
う
し
た
モ
ノ
論
を

鎌
田
東
二
先
生
を
中
心
に
四
年
間
や
っ
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

日
本
人
の
感
覚
に
あ
る
モ
ノ
と
い
う
の
は
、そ
う
い
う
こ

と
で
す
ね
。例
え
ば
、針
供
養
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。使
っ

た
針
が
折
れ
て
、こ
れ
を
供
養
す
る
と
い
う
感
覚
は
フ
ラ
ン

ス
人
に
あ
る
で
し
ょ
う
か
。あ
そ
こ
に
黒
田
ア
キ
さ
ん
が
お

ら
れ
る
か
ら
、
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
す
ね
。
こ
れ

は
一
つ
の
例
で
す
け
れ
ど
も
、そ
う
い
う
こ
と
が
日
本
人
の

中
に
あ
る
わ
け
で
す
。こ
れ
を
踏
ま
え
て
、僕
ら
は
現
代
ア
ー

ト
や
工
芸
も
含
め
た
も
の
づ
く
り
の
中
に
あ
る
、モ
ノ
に
対

す
る
感
覚
価
値
を
ア
ー
ト
分
科
会
の
中
で
一
年
間
探
っ
て
き

た
わ
け
で
す
。

　

そ
の
次
の
段
階
と
し
て
「
物
気
色
」
が
出
て
き
ま
し
た
。気

色
を
「
け
い
ろ
」
と
読
ん
で
い
ま
す
け
ど
、こ
れ
は
実
は
「
け

し
き
」
な
ん
で
す
。風
景
な
ん
で
す
。『
日
本
的
感
性
─
─
触

覚
と
ず
ら
し
の
構
造
』
と
い
う
本
を
書
か
れ
て
い
る
美
学
者

で
東
京
大
学
名
誉
教
授
の
佐
々
木
健
一
先
生
が
、あ
る
研
究

会
で
話
さ
れ
た
気
色
論
か
ら
き
て
い
ま
す
。つ
ま
り
西
洋
の

風
景
（
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
）
は
、い
わ
ゆ
る
線
遠
近
法
に
則
っ

た
空
間
認
識
の
現
れ
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
均
質
な
中
景
の
連

続
で
あ
る
。一
方
、日
本
や
中
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
景
色
（
気

色
）
に
は
、
近
景
と
遠
景
が
あ
り
均
質
空
間
で
は
な
い
と
い

う
も
の
で
す
。日
本
の
『
万
葉
集
』
な
ど
の
詩
歌
に
う
た
わ
れ

る
風
景
観
は
、こ
の
気
色
な
の
だ
と
い
う
話
で
す
。そ
し
て
、

近
景
と
い
う
の
は
触
覚
的
で
も
あ
り
、触
っ
て
い
る
こ
と
自

体
が
近
景
で
あ
る
。見
て
い
る
の
で
は
な
く
て
景
色
を
触
っ

て
い
る
感
覚
で
す
。
さ
ら
に
遠
景
と
い
う
の
は
、
あ
の
世
の

世
界
ま
で
含
ん
だ
遠
景
観
だ
と
い
う
よ
う
な
話
で
し
た
。

　

こ
れ
を
聞
い
て
、物
と
気
色
と
い
う
概
念
を
引
っ
付
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
日
本
人
の
新
し
い
美
意
識
、い
ま
ま
で
だ
っ

た
ら
「
間
」「
わ
び
」「
さ
び
」
と
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
概
念

を
さ
ら
に
深
め
て
、新
し
い
美
意
識
を
表
現
す
る
糸
口
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
の
で
す
。こ
う
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
て
、
今
回
の
展
覧
会
が
企
画
さ
れ
て
い
ま
す
。
志
村
ふ

く
み
先
生
や
黒
田
ア
キ
さ
ん
、
シ
ム
・
ム
ン
ソ
ッ
プ
さ
ん
な

ど
の
招
待
作
家
も
含
め
て
、
何
ら
か
の
「
物
気
色
」
が
あ
る

作
家
に
参
加
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
回
ジ
ャ

ン
ル
は
関
係
な
く
作
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

「
物
気
色
」
は
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
・
ア
ー
ト

大
西　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
鞍
田
さ
ん
に

も
う
か
が
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。今
日
は
た
ぶ
ん
初
め

て
ご
覧
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
が
。

鞍
田　

近
藤
さ
ん
た
ち
が
や
っ
て
い
る
活
動
を
横
か
ら
見
て

い
て
、僕
が
一
番
気
に
な
っ
た
の
は
、「
も
の
派
」
と
の
関
わ

り
で
す
。
も
の
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
特
に
ア
ー
ト
の
分

野
で
あ
ら
た
め
て
、新
し
い
視
点
を
と
ら
え
直
そ
う
と
い
う

一
つ
の
試
み
と
し
て
は
、
す
で
に
一
九
六
〇
年
代
、
七
〇
年

代
ぐ
ら
い
に
盛
ん
に
な
っ
た
も
の
派
と
い
う
の
が
あ
る
わ
け

で
す
ね
。
あ
れ
は
即
物
的
な
と
い
う
か
、
マ
テ
リ
ア
ル
な
物

質
的
な
も
の
な
の
か
、そ
う
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
い
の

か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
ん
だ
け
ど
も
、近
藤
さ
ん
た
ち
は
何

か
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
も
の
を
さ
ら
に
見
よ
う
と
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、
僕
も
直
前
に
来
て
し
ま
っ
て
、
ま
だ

感
想
を
述
べ
る
も
何
も
な
い
の
で
す
が
。例
え
ば
先
ほ
ど
の

ホ
ワ
イ
ト
・
キ
ュ
ー
ブ
と
も
関
連
す
る
か
と
思
う
の
で
す
が
、

も
の
そ
の
も
の
の
力
と
い
う
か
、
存
在
感
と
い
う
か
、
そ
う

い
っ
た
も
の
を
見
よ
う
と
思
う
と
、
も
し
か
し
た
ら
、
逆
説

的
に
言
う
と
、こ
の
会
場
に
あ
る
よ
う
な
も
の
は
全
部
邪
魔

な
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
思
い
ま
し
た
。つ
ま
り
ホ
ワ
イ
ト
・

キ
ュ
ー
ブ
の
方
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
も
の
と
じ
か
に
出
会
え
る

と
か
、あ
る
い
は
も
っ
と
ハ
プ
ニ
ン
グ
的
に
も
の
の
力
を
表

す
よ
う
な
表
現
の
仕
方
の
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。こ

こ
に
来
て
、
僕
は
ま
ず
、
ど
こ
に
作
品
が
あ
る
ん
だ
と
思
っ

た
ん
で
す
。

武
田　

違
う
も
の
ま
で
作
品
と
勘
違
い
し
て
し
ま
う
。

鞍
田　

そ
う
そ
う
。
竹
、
あ
れ
も
作
品
か
な
と
思
っ
て
。
あ

ん
な
竹
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
ぐ
ら
い
に
思
っ
た
り
し
た
ん

で
す
。そ
れ
は
意
図
し
た
こ
と
か
ど
う
か
分
か
ら
な
い
の
で

す
け
れ
ど
も
、「
物
気
色
」
と
い
う
言
葉
は
、
あ
る
意
味
、
雰

囲
気
み
た
い
な
も
の
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
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ね
。僕
ら
は
何
か
単
純
に
、こ
の
目
の
前
に
あ
る
た
だ
の
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
だ
っ
た
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
と
い
う
単
体
の
も
の
だ

け
を
経
験
す
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
置
か
れ
、
自
分

も
居
合
わ
せ
て
い
る
場
全
体
も
経
験
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。

そ
の
中
で
要
と
な
る
ア
ー
ト
だ
っ
た
ら
、作
品
と
い
う
も
の

が
あ
る
だ
ろ
う
し
、ほ
か
の
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
ら
、

別
の
も
の
が
そ
の
代
用
を
成
す
の
か
も
し
れ
な
い
ん
だ
け
れ

ど
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
従
来
は
と
も
す
る
と
す
ご
く
純
化

し
て
、
例
え
ば
ア
ー
ト
だ
っ
た
ら
鑑
賞
す
る
ホ
ワ
イ
ト
・

キ
ュ
ー
ブ
と
か
を
見
て
き
た
。
そ
う
い
う
の
で
は
な
く
て
、

場
の
経
験
と
い
う
か
、
状
況
の
経
験
と
い
う
か
、
何
か
そ
う

い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
感
じ
ま
し
た
。も
の
派
と
い
う
の
は
、

逆
に
そ
う
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
し
て
こ
な
か
っ
た
の
か
な
と

か
、そ
ん
な
こ
と
を
つ
ら
つ
ら
思
っ
て
い
ま
す
。

武
田　

い
ま
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
、面
白
い
な
と
思
う
ん
だ

け
ど
。い
わ
ゆ
る
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
空
間
に
抽
出
し
て
き
て

表
現
す
る
と
、
確
か
に
こ
れ
は
分
か
り
や
す
く
な
る
。
つ
ま

り
、
こ
の
や
り
方
が
近
代
の
「
見
せ
る
場
の
ア
ー
ト
」
の
表

現
の
基
本
に
な
っ
て
き
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
に
対
し
て
、

こ
う
い
う
溶
け
込
ん
で
く
る
作
品
が
、い
っ
た
い
ど
こ
ま
で

が
作
品
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
、い
わ
ば
作
品
だ
け
を
見
る
た

め
に
は
非
常
に
分
か
り
に
く
い
。そ
う
い
う
展
示
の
方
法
が

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
音
楽
で
い
う
と
、
例
え

ば
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
イ
ー
ノ
と
い
う
人
が
一
九
七
〇
年
代
か

ら
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
い
う
も
の
を
生
み
だ

し
た
。
こ
の
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
な
音
楽
と
い
う
の
は
、
ブ
ラ
イ

ア
ン
・
イ
ー
ノ
自
身
の
身
体
的
な
問
題
で
、
非
常
に
小
さ
い

音
し
か
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
耳
を
持
っ
た
ら
し
い
。そ
れ
に

よ
っ
て
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
、つ
ま
り
環
境
の
音
楽
と
い
う
も
の

を
生
み
だ
す
。
こ
れ
は
本
当
に
微
妙
な
、
微
細
な
音
を
出
す

こ
と
で
、し
か
も
ノ
イ
ジ
ー
と
も
い
え
る
音
を
多
分
に
取
り

入
れ
て
流
す
わ
け
で
す
。

　

こ
の
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
な
感
覚
と
い
う
の
は
現
代
で
は
当
た

り
前
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
当
時
、
音
楽
と
い
う
の
は
静

か
な
ホ
ー
ル
で
純
粋
に
音
楽
だ
け
を
聞
く
も
の
だ
と
い
う
考

え
方
で
し
た
。
そ
れ
が
そ
う
で
は
な
く
て
、
家
具
や
食
器
や

衣
服
の
よ
う
に
、
音
楽
と
い
う
も
の
を
身
に
付
け
て
い
く
。

あ
る
い
は
脱
ぎ
捨
て
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
感
覚
に
ま
で
押

し
す
す
め
た
の
が
、
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
イ
ー
ノ
た
ち
の
生
み
だ

し
た
ア
ン
ビ
エ
ン
ト
な
音
楽
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。で
す
か

ら
、
そ
う
い
う
言
葉
が
あ
る
か
な
い
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
ア

ン
ビ
エ
ン
ト
・
ア
ー
ト
と
い
う
ふ
う
に
呼
べ
る
よ
う
な
展
示

の
仕
方
が
こ
の
「
物
気
色
」
な
わ
け
で
す
。

　

近
藤
さ
ん
が
、
名
前
の
生
み
の
親
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、

こ
の
見
事
な
「
物
気
色
」
と
い
う
言
葉
が
最
初
生
ま
れ
た
。

こ
の
「
も
の
」
と
「
け
」
と
「
し
き
」、「
し
き
」
と
か
「
し
ょ
く
」

と
い
う
発
音
は
漢
字
に
く
っ
つ
い
て
き
た
音
読
み
の
音
で

す
。そ
れ
に
対
し
て
、漢
字
は
当
て
字
と
し
て
、古
代
日
本
語

と
し
て
あ
る「
い
ろ
」と
い
う
発
音
に
変
え
て
、「
物
」も「
気
」

も
「
色
」
も
、
そ
の
向
こ
う
側
に
視
覚
化
で
き
な
い
古
代
か

ら
続
い
て
き
た
や
ま
と
の
言
葉
や
歌
が
息
づ
い
て
い
る
も
の

に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、わ
れ
わ
れ
三
人
で
、

こ
の
名
前
が
一
瞬
に
し
て
決
定
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

僕
が
思
う
に
は
、
物
も
気
も
色
も
、
あ
る
種
の
実
体
の
向

こ
う
側
か
ら
に
じ
み
出
す
よ
う
な
気
配
の
よ
う
な
こ
と
を
表

し
た
言
葉
な
ん
で
す
ね
。そ
れ
で
そ
の
に
じ
み
出
る
よ
う
な
、

気
配
の
よ
う
な
奥
行
き
を
持
つ
言
葉
、つ
ま
り
特
定
で
き
な

い
、
多
分
に
多
義
的
な
意
味
を
含
ん
だ
言
葉
な
ん
で
す
が
。

色
は
ま
さ
し
く
染
織
を
含
む
色
な
わ
け
で
す
。「
物
気
色
」
と

い
う
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
、
ど
こ
ま
で
が
ど
う

な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
含
ん
だ
作
品
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
品
の
所
在
や
責
任
の
範
囲
と
い
う
も
の
が
、
作

家
の
中
に
す
べ
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
て
、こ
こ
に
置
か
れ

た
後
に
作
家
を
超
え
た
意
味
世
界
が
同
時
に
写
り
込
ん
で
く

る
ん
だ
と
い
う
意
味
を
、た
ぶ
ん
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
近
代
的
な
責
任
の
意
味
で
言
う
と
、
徹
頭

徹
尾
自
分
が
つ
く
っ
た
作
品
の
意
味
世
界
は
全
部
作
家
一
人

が
負
わ
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、僕
は

も
う
少
し
そ
れ
ら
は
滲
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う

気
が
す
る
わ
け
で
す
。

鞍
田　

大
西
さ
ん
は
ど
う
で
す
か
。

大
西　

僕
は
扱
っ
て
い
る
も
の
が
映
像
と
か
Ｃ
Ｇ
な
の
で
、

ち
ょ
っ
と
特
殊
な
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
い
る
と
思
う
ん
で
す
。ま

ず
、
も
の
が
な
く
て
、
も
の
と
の
対
話
と
い
う
の
が
な
い
の

で
す
ね
。極
め
て
近
代
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
作
品
を
つ
く
ら

な
け
れ
ば
い
け
な
い
。頭
の
中
か
ら
ダ
イ
レ
ク
ト
に
作
品
を

取
り
出
す
。Ｃ
Ｇ
が
面
白
い
な
と
思
っ
た
の
は
、
実
は
あ
ら

た
め
て
考
え
る
と
、そ
の
点
が
面
白
い
な
と
思
っ
て
い
た
ふ

し
が
あ
り
ま
す
。
さ
っ
き
近
藤
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
遠

景
、
中
景
、
近
景
と
い
う
の
は
Ｃ
Ｇ
に
は
な
く
て
、
全
部
完

璧
な
線
遠
近
法
の
世
界
な
の
で
す
ね
。本
当
に
頭
で
つ
く
っ

た
も
の
を
、
き
ち
ん
と
形
に
し
て
、
感
覚
な
ん
か
な
く
て
、

写
真
で
撮
っ
た
よ
う
に
す
べ
て
を
つ
く
る
ツ
ー
ル
な
の
で

す
。
興
味
深
い
の
は
、
日
本
は
欧
米
に
比
べ
て
３
Ｄ
‐
Ｃ
Ｇ

（
三
次
元
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
の
使
い
方
が
い
ま

ひ
と
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。実
写
の
劇
映
画
や
手
書
き
の

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
、
本
当
に
世
界
レ
ベ
ル
の
作
品
が

い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
の
で
す
が
、こ
と
３
Ｄ
‐
Ｃ
Ｇ
に
な
る

と
、ま
だ
そ
う
し
た
作
品
が
出
て
き
て
い
な
い
の
で
す
。

　

宮
崎
駿
は
、自
分
は
映
画
を
つ
く
っ
て
い
な
い
と
言
い
ま
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す
。
自
分
は
映
画
の
奴
隷
で
、
映
画
に
つ
く
ら
さ
れ
て
い
る

と
言
う
。
で
も
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
Ｃ
Ｇ
監
督
と
い
う

の
は
、
日
本
、
い
や
世
界
に
も
い
な
く
て
、
や
は
り
自
分
の

世
界
を
つ
く
っ
て
や
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で
す
。ど
う
も

そ
の
へ
ん
の
ミ
ス
マ
ッ
チ
で
、
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
り
、

面
白
い
の
が
出
て
こ
な
か
っ
た
り
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

翻
っ
て
自
分
の
こ
と
を
考
え
る
と
、や
は
り
や
り
に
く
い

ん
で
す
ね
。今
回
僕
の
作
品
は
線
香
の
煙
を
実
写
で
撮
影
し

て
、
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
で
加
工
し
て
い
ま
す
。
煙
の

よ
う
な
素
材
が
あ
っ
て
、そ
こ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
よ

う
な
や
り
方
だ
と
す
ご
く
や
り
や
す
い
の
で
す
。本
当
に
リ

ア
ル
な
煙
を
Ｃ
Ｇ
で
つ
く
り
だ
す
ソ
フ
ト
も
あ
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
、そ
う
い
う
の
を
使
っ
て
や
る
と
、ど
う
し
て
も
し
っ

く
り
こ
な
い
と
い
う
か
、思
い
通
り
に
は
な
る
ん
だ
け
ど
感

覚
が
煙
に
入
っ
て
い
け
な
い
の
で
す
。

　

い
ま
の
み
な
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
い
て
、そ
の
へ

ん
の
こ
と
を
思
っ
た
の
が
一
つ
と
、
あ
と
、
こ
れ
は
い
い
言

葉
だ
な
と
思
っ
た
の
が
、武
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ア
ン

ビ
エ
ン
ト
・
ア
ー
ト
と
い
う
や
つ
で
す
。

武
田　

思
い
付
い
た
だ
け
（
笑
）。

大
西　

い
え
い
え
、「
そ
れ
は
い
た
だ
き
！
」と
思
い
ま
し
た
。

確
か
に
作
家
が
責
任
を
持
た
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、こ
れ
は

俺
の
作
品
だ
と
い
う
自
我
を
ば
ん
と
出
す
こ
と
の
裏
に
は
、

責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
わ

け
で
す
ね
。

　

何
で
そ
ん
な
に
堅
苦
し
く
考
え
る
の
と
い
う
面
も
、も
ち

ろ
ん
あ
り
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
が
ず
っ
と
わ
れ
わ
れ
が
継
承

し
て
き
た
制
度
の
中
で
は
致
し
方
な
い
。そ
う
し
な
い
と
理

解
さ
れ
な
か
っ
た
り
流
通
に
乗
ら
な
か
っ
た
り
と
い
う
現
実

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
制
度
も
制
度
疲
労
を
起

こ
し
て
い
る
部
分
も
あ
る
。そ
ろ
そ
ろ
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
の

時
期
か
な
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。そ
の
ヒ
ン
ト
が
今
回
の「
物

気
色
」
の
ア
ー
ト
の
中
に
あ
る
の
だ
と
、
み
な
さ
ん
の
お
話

を
聞
き
な
が
ら
考
え
ま
し
た
。

　

さ
て
、ほ
か
の
作
家
に
も
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。会
場
に
何

人
か
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
ね
。大
舩
さ
ん
、い
か
が
で
し
ょ
う
。

場
を
楽
し
む
こ
と
と
作
品
を
見
る
こ
と
は
同
義

大
舩
真
言　

ま
ず
、自
分
が
担
当
し
た
場
所
か
ら
話
を
さ
せ

て
い
た
だ
く
と
、も
と
も
と
奥
の
南
画
の
部
屋
の
床
は
全
面

絨
毯
が
敷
か
れ
て
い
た
の
で
、瓦
の
グ
レ
ー
の
床
は
隠
れ
て

い
た
状
態
で
し
た
。
ま
た
、
壁
面
の
作
品
に
は
風
景
画
以
外

に
人
物
画
も
混
ざ
っ
て
い
た
の
で
、自
分
が
現
場
に
下
見
に

行
っ
た
と
き
、
ま
ず
絨
毯
を
取
っ
て
瓦
の
床
に
し
て
、
人
物

画
は
風
景
画
に
入
れ
変
え
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、ぐ
る
り
が

南
画
の
風
景
に
囲
ま
れ
る
状
況
を
作
る
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
蛍
光
灯
だ
っ
た
の
で
、
暗
く
し
て
見
せ
る

こ
と
で
、
あ
の
場
と
自
分
の
作
品
世
界
と
が
融
合
し
、
現
在

の
よ
う
な
印
象
が
つ
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
ま
し

た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
場
に
対
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
、
展

覧
会
と
い
う
の
は
そ
れ
を
具
現
化
し
て
い
く
行
為
で
も
あ
る

ん
で
す
が
、現
在
み
な
さ
ん
に
見
て
い
た
だ
い
て
い
る
状
況

と
い
う
の
は
、実
は
こ
の
展
覧
会
中
で
し
か
あ
り
え
な
く
て
、

お
そ
ら
く
こ
の
展
覧
会
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
と
、い
ま
の
雰

囲
気
の
よ
う
に
は
絶
対
に
見
え
て
こ
な
い
と
い
う
の
が
、一

つ
重
要
な
点
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

僕
自
身
は
真
ん
中
の
自
分
の
絵
を
見
て
い
た
だ
く
だ
け
で

は
な
く
、周
囲
の
南
画
の
気
配
も
含
め
て
感
じ
て
い
た
だ
く

こ
と
は
す
ご
く
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
し
、何
か
そ
の
場

の
雰
囲
気
と
い
う
の
は
、竹
林
な
ど
他
の
場
所
に
関
し
て
も

言
え
る
こ
と
で
す
が
、お
そ
ら
く
下
見
の
と
き
に
見
え
て
い

た
雰
囲
気
と
、い
ま
作
品
が
あ
っ
て
こ
そ
見
え
て
く
る
雰
囲

気
と
全
然
違
う
と
思
う
ん
で
す
。

　

作
品
が
あ
る
こ
と
で
見
え
て
き
て
い
る
場
の
印
象
が
、こ

の
展
覧
会
中
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、そ
れ
以
外
の
と
き
は
、

こ
う
い
う
ふ
う
に
は
見
え
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
し
、展
覧

会
の
楽
し
み
方
と
し
て
、作
品
だ
け
を
見
る
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
て
、
場
を
楽
し
む
こ
と
と
、
作
品
を
見
る
こ
と
が
ほ

ぼ
同
義
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
な
ど
ギ
ャ
ラ
リ
ー
以
外
で
の
展
示
も
多
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
が
、そ
れ
は
日
本
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
く
て
、ベ
ネ
チ
ア
な
ど
各
地
で
ず
っ
と
前
か
ら
あ
る
わ
け

で
す
。今
回
招
待
作
家
で
韓
国
人
の
シ
ム
さ
ん
も
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
さ
れ
た
の
は
日
本
人
の
方
で
、現
場
に
ご
本
人
が
来

ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
な
の
で
、
例
え
ば

こ
の
場
所
に
す
べ
て
海
外
の
作
家
の
方
が
直
接
来
ら
れ
て
、

そ
の
場
に
感
じ
て
何
か
展
示
を
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
、ま
っ
た
く
違
う
現
象
が
起
こ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
こ
の
場
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
い

う
の
は
、日
本
人
だ
か
ら
こ
そ
読
み
取
れ
る
こ
と
が
け
っ
こ

う
多
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
深
さ
と
い
う
か
、
日
本
人
に
し

か
分
か
ら
な
い
、こ
の
場
所
か
ら
引
き
出
せ
る
部
分
と
い
う

の
は
と
て
も
大
事
だ
し
、そ
う
い
う
も
の
が
西
洋
人
た
ち
に

分
か
ら
な
い
領
域
な
の
で
あ
れ
ば
、日
本
人
に
し
か
読
み
取

れ
な
い
空
気
感
を
作
品
と
し
て
提
案
し
、海
外
に
も
発
信
し

て
い
く
べ
き
だ
し
、
展
覧
会
の
在
り
方
と
い
う
か
、
場
所
と

作
品
と
の
関
係
と
い
う
の
は
、や
は
り
非
常
に
大
事
だ
な
と
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思
っ
て
、今
日
、お
話
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
し
た
。

大
西　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
で
は
、
坪
先
生
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

空
間
の
ジ
ュ
エ
リ
ー

坪
文
子　

坪
と
申
し
ま
す
。
竹
や
ぶ
の
中
の
下
の
方
に
、
気

が
つ
け
ば
見
え
る
よ
う
に
設
置
し
ま
し
た
。白
い
形
状
記
憶

ワ
イ
ヤ
ー
を
使
っ
て
い
ま
す
。テ
グ
ス
に
白
い
樹
脂
が
巻
い

て
あ
る
も
の
で
、そ
れ
を
溶
か
し
な
が
ら
球
を
つ
く
り
、一
・

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
の
ワ
イ
ヤ
ー
を
溶
着
し
て
い
っ
た

も
の
で
す
。霜
柱
の
よ
う
に
積
も
っ
た
笹
の
葉
の
下
に
入
れ

よ
う
と
思
い
ま
し
た
が
、
何
か
の
よ
う
に
と
い
う
の
は
、
や

は
り
避
け
た
ほ
う
が
い
い
と
思
っ
て
、あ
の
よ
う
に
笹
の
葉

の
上
を
這
う
よ
う
な
か
た
ち
に
し
ま
し
た
。秋
丸
さ
ん
の
レ

ビ
ュ
ー
で
寡
黙
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
い
た

だ
き
ま
し
た
が
、
本
当
に
気
が
つ
か
な
け
れ
ば
、
喋
り
か
け

な
い
作
品
か
な
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
。

大
西　

こ
ち
ら
の
会
場
の
こ
と
と
か
は
ど
う
で
す
か
。

坪　

私
は
最
初
に
入
っ
て
き
た
と
き
、ま
ず
竹
や
ぶ
の
竹
が

こ
ん
な
に
太
い
の
が
、こ
ん
な
中
庭
に
生
え
て
い
る
な
ん
て

想
像
も
つ
か
な
か
っ
た
の
で
、
も
う
こ
れ
に
圧
倒
さ
れ
て
、

ど
ん
な
に
格
闘
し
て
も
、
こ
の
竹
や
ぶ
は
厳
然
た
る
力
を

持
っ
て
い
る
な
と
感
じ
ま
し
た
。
最
初
、
上
の
方
を
煙
の
よ

う
に
棚
引
く
よ
う
に
つ
け
た
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、竹

に
養
生
し
て
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
と
の
お
話
だ
っ
た
の
で
、

そ
の
養
生
テ
ー
プ
を
巻
い
て
い
る
う
ち
に
、さ
り
げ
な
さ
が

全
然
な
く
て
、
も
う
い
か
に
も
あ
り
ま
す
と
い
う
感
じ
に

な
っ
た
の
で
、
あ
あ
、
や
は
り
地
面
が
い
い
と
思
っ
て
地
面

の
方
に
し
ま
し
た
。

　

私
は
、平
常
は
ジ
ュ
エ
リ
ー
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

こ
の
建
物
は
京
都
の
方
も
あ
ま
り
知
ら
な
い
建
物
ら
し
く

て
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
自
分
の
仕
事
、
自
分
の
作
品
を
展

示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、あ
れ
は
空
間
の
ジ
ュ
エ
リ
ー
だ
と

い
う
ふ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。竹
や
ぶ
は
非
常
に
魅
力
の
あ

る
空
間
で
し
た
。そ
れ
で
竹
や
ぶ
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た

わ
け
で
す
。

も
の
づ
く
り
と
里
山

大
西　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
残
り
時
間
も
少
な
く

な
っ
て
お
り
ま
す
が
、会
場
の
み
な
さ
ま
か
ら
ご
質
問
等
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
、お
受
け
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

会
場　

荻
野
と
言
い
ま
す
。
展
覧
会
は
二
、
三
度
見
さ
せ
て

も
ら
い
ま
し
て
、や
は
り
こ
の
空
間
に
す
ご
く
圧
倒
さ
れ
た

と
い
う
こ
と
が
一
番
正
直
な
と
こ
ろ
で
す
。ち
ゃ
ん
と
理
路

整
然
と
し
た
質
問
と
い
う
か
、課
題
を
言
え
る
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
さ
っ
き
伺
っ
た
お
話
の
中
で
、
幾
つ

か
自
分
の
中
に
残
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を

ち
ょ
っ
と
つ
な
い
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
ず
、
も
の
を
つ
く
る
こ
と
が
好
き
だ
と
い
う
か
、
そ
こ

の
と
こ
ろ
に
立
ち
返
っ
た
ら
い
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ

う
な
、
そ
こ
が
す
ご
く
印
象
的
に
耳
に
残
り
ま
し
て
、
作
家

だ
と
か
、
意
図
す
る
と
か
、
そ
う
い
う
か
な
り
ベ
ク
ト
ル
を

持
っ
た
よ
う
な
言
葉
で
は
な
し
に
、何
か
ぽ
っ
と
そ
の
人
が

つ
く
る
こ
と
が
好
き
な
ん
だ
よ
ね
、み
た
い
な
と
こ
ろ
の
言

葉
が
あ
っ
た
か
な
と
思
い
ま
す
。
も
う
一
つ
が
、
空
間
と
の

融
合
と
い
う
か
、
そ
こ
に
仕
掛
け
て
い
く
の
か
、
や
ら
さ
れ

る
の
か
。
宮
崎
駿
監
督
の
話
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
。
あ
と
、

近
景
、
遠
景
と
か
い
う
話
の
中
で
、
私
の
中
に
里
山
と
い
う

単
語
が
ふ
と
降
り
て
き
ま
し
て
、
里
山
と
い
う
の
は
、
も
と

も
と
は
大
自
然
の
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
が
、
特
に
日
本

人
が
手
を
加
え
て
い
っ
た
も
の
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。で
は
、

そ
の
手
を
加
え
る
と
き
に
、そ
れ
は
意
図
的
に
加
え
て
い
く

の
か
。
ど
う
い
う
意
図
で
加
え
て
い
く
の
か
。
そ
れ
は
私
利

私
欲
な
の
か
、自
分
が
何
か
目
的
意
識
を
持
っ
て
い
る
の
か
。

そ
れ
と
も
山
に
そ
う
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
。
だ
け
ど
、
い

つ
ま
で
も
手
を
加
え
な
か
っ
た
な
ら
加
え
な
く
て
よ
か
っ
た

は
ず
な
の
に
、
い
っ
た
ん
加
え
て
し
ま
う
と
、
も
う
加
え
続

け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
伺
い
ま
し
た
。

　

何
を
聞
き
た
い
の
か
と
言
い
ま
す
と
、そ
の
里
山
と
日
本

人
の
関
係
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
と
、日
本

人
の
距
離
と
い
う
か
、そ
の
作
品
と
日
本
人
の
距
離
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
、ひ
ょ
っ
と
し
て
何
か
お
考
え
に
な
る
こ
と

が
あ
っ
た
ら
、伺
っ
て
み
た
い
な
と
思
っ
た
し
だ
い
で
す
。

大
西　

鞍
田
さ
ん
ど
う
で
す
か
。

鞍
田　

今
年
は
そ
れ
こ
そ
「
里
山
」
と
い
う
言
葉
を
た
く
さ

ん
耳
に
さ
れ
た
か
と
思
い
ま
す
。
名
古
屋
で
「
生
物
多
様
性

条
約
」
の
締
約
国
会
議
の
第
一
〇
回
が
行
わ
れ
て
、
そ
れ
に

あ
わ
せ
て
環
境
省
が
里
山
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
と
い
う
日
本
発
信

の
新
し
い
自
然
と
の
共
生
の
姿
を
提
案
し
ま
し
た
。
い
ま

お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
、ま
さ
に
人
間
が
手
を
加
え
る
こ
と

で
、
む
し
ろ
自
然
の
多
様
性
が
維
持
さ
れ
る
、
そ
う
い
う
シ

ス
テ
ム
み
た
い
な
も
の
を
発
信
し
て
い
こ
う
と
い
う
話
だ
っ

た
ん
で
す
ね
。
人
間
が
本
来
は
、
例
え
ば
、
農
業
だ
っ
た
り
、

林
業
だ
っ
た
り
、自
ら
の
生
活
の
た
め
に
手
を
加
え
た
こ
と

に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
自
然
の
景
観
美
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に

は
自
然
そ
の
も
の
の
多
様
性
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
の
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
然
に
、
あ
る
い
は
山
に
即
す
こ
と
な
の

か
。
単
純
に
人
間
の
私
利
私
欲
な
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
い

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」
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ま
、ち
ょ
う
ど
も
の
づ
く
り
の
中
で
作
家
が
表
現
す
る
に
あ

た
っ
て
、単
に
も
の
の
声
を
聞
く
の
か
。そ
う
で
は
な
く
て
、

そ
こ
に
自
己
の
表
現
性
を
重
ね
て
い
く
の
か
と
い
う
関
係
性

と
、
確
か
に
似
て
い
る
か
な
と
思
え
て
、
里
山
か
ら
も
の
づ

く
り
ま
で
あ
る
種
の
つ
な
が
り
は
、そ
う
い
う
意
味
で
は
あ

る
の
か
な
と
い
う
気
は
す
る
ん
で
す
ね
。

　

た
だ
、
里
山
に
つ
い
て
一
言
付
け
加
え
る
と
、
最
近
の
ク

マ
騒
動
は
ま
さ
に
そ
う
だ
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、手
を
加
え

な
く
な
っ
た
こ
と
で
、逆
に
自
然
も
困
っ
て
い
る
と
い
う
か
。

い
ま
の
世
の
中
は
、例
え
ば
も
の
づ
く
り
が
ど
う
な
の
か
分

か
ら
な
い
ん
で
す
が
、や
は
り
手
を
加
え
な
く
な
っ
て
い
る

と
こ
ろ
が
問
題
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。そ
の
手
の

加
え
方
は
本
当
に
マ
テ
リ
ア
ル
に
、び
た
っ
と
こ
う
い
う
加

え
方
な
の
か
。大
西
さ
ん
が
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
Ｃ
Ｇ
の

よ
う
な
、ま
た
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
の
も
の
づ
く
り
の
在
り

方
と
い
う
の
も
、当
然
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
問
題
の
根
は
深
い
と
い
う
か
、広
が
り

が
広
い
の
か
な
と
い
う
気
は
し
て
い
ま
す
。

武
田　

ま
た
柳
田
國
男
の
話
を
ち
ょ
っ
と
だ
け
し
ま
す
。民

俗
学
と
い
う
学
問
の
幾
つ
か
の
構
図
と
い
う
か
構
造
が
あ
っ

て
、
そ
の
一
つ
が
山
里
構
造
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
山
と

里
と
い
う
も
の
が
、そ
こ
で
は
あ
る
程
度
は
っ
き
り
と
分
か

れ
て
い
ま
し
て
、山
と
里
を
ぼ
ん
や
り
と
行
き
来
す
る
も
の

も
あ
る
の
で
す
が
、
基
本
的
に
は
、
山
と
い
う
の
は
聖
地
で

あ
っ
て
…
…
。

鞍
田　

奥
山
と
言
っ
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
ね
。

武
田　

そ
う
で
す
ね
。
奥
山
で
す
ね
。
神
々
が
住
む
領
域
だ

と
。
里
に
は
人
が
住
ん
で
い
て
、
唯
一
例
外
的
に
、
山
を
行

き
来
で
き
る
民
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
杣そ

ま

と
呼
ば
れ
た
り
、
あ

る
い
は
山さ

ん

窩か

と
呼
ば
れ
た
り
す
る
人
た
ち
で
す
。わ
れ
わ
れ

が
若
い
こ
ろ
に
は
、白
土
三
平
が
描
い
て
い
た
一
連
の
漫
画

が
あ
り
ま
し
て
、こ
れ
が
そ
う
い
う
世
界
を
如
実
に
表
し
て

い
て
、強
い
影
響
を
受
け
ま
し
た
。

　

柳
田
國
男
は
明
治
の
生
ま
れ
で
す
が
、彼
が
若
い
時
期
に

ド
イ
ツ
型
の
ワ
ン
ダ
ー
フ
ォ
ー
ゲ
ル
、
つ
ま
り
、
山
登
り
を

楽
し
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
日
本
に
入
っ
て
き
て
ず
い
ぶ

ん
流
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
近
代
化
の
一
つ
で
す
。
明
治
に

入
っ
て
か
ら
、歌
を
歌
い
な
が
ら
リ
ュ
ッ
ク
を
背
負
っ
て
楽

し
げ
に
登
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
、地
元
の
お
百
姓

た
ち
は
驚
い
た
わ
け
で
す
。柳
田
國
男
と
い
う
人
は
近
代
化

が
及
ぼ
す
影
響
の
光
と
影
を
知
っ
て
い
た
の
で
、目
に
浮
か

ぶ
わ
け
で
す
ね
。
こ
の
ま
ま
い
く
と
、
こ
の
共
同
体
の
社
会

が
、ひ
ょ
っ
と
す
る
と
崩
壊
す
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ

と
を
危
惧
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
こ
と
が
直
接
的
か
ど
う
か
、と
も
か
く
こ
う
い
っ
た

幾
つ
か
の
事
例
が
、柳
田
を
民
俗
学
に
駆
り
立
て
た
原
因
の

一
つ
だ
と
聞
い
て
い
ま
す
。

鞍
田　

里
山
に
つ
い
て
は
近
藤
さ
ん
も
い
ろ
い
ろ
な
活
動
を

さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

近
藤　

そ
う
で
す
ね
。
私
が
作
品
を
つ
く
っ
て
、
画
廊
と
か

展
覧
会
を
や
る
の
が
表
の
活
動
だ
と
し
た
ら
、裏
活
動
と
し

て
、
岩
倉
の
「
ま
つ
た
け
十
字
軍
活
動
」
な
ど
の
サ
ポ
ー
ト

を
し
て
い
ま
す
。

　

里
山
に
人
が
入
ら
な
く
な
る
と
マ
ツ
タ
ケ
が
出
な
く
な
る

ん
で
す
よ
。
要
す
る
に
山
が
荒
れ
る
と
、
も
う
マ
ツ
タ
ケ
は

出
な
く
な
る
。
や
は
り
人
間
と
山
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
里

山
も
生
か
さ
れ
る
し
、そ
こ
に
生
態
系
も
で
き
て
豊
か
に
な

る
。そ
れ
が
も
と
も
と
の
人
と
里
山
と
の
関
係
だ
っ
た
と
思

う
ん
で
す
。
化
石
燃
料
の
時
代
が
中
心
に
な
っ
て
、
特
に
昭

和
四
〇
年
代
以
降
は
、里
山
に
人
が
入
ら
な
く
な
っ
た
こ
と

で
マ
ツ
タ
ケ
が
ま
っ
た
く
採
れ
な
く
な
っ
て
い
き
ま
す
。こ

う
し
た
状
況
下
の
中
で
、
京
都
の
岩
倉
で
、
も
う
一
度
里
山

を
再
生
し
て
マ
ツ
タ
ケ
を
再
生
さ
せ
よ
う
と
い
う
グ
ル
ー
プ

が
あ
り
ま
す
。

　

里
山
の
再
生
に
は
間
伐
材
の
伐
採
が
必
要
な
の
で
す
が
、

そ
う
す
る
と
、
間
伐
材
が
山
の
よ
う
に
下
ろ
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
は
害
虫
駆
除
の
必
要
性
か
ら
燃
や
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。私
は
そ
れ
を
見
て
グ
ル
ー
プ
の
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
窯か

ま

を
つ
く
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
窯
が
あ
れ
ば
、
陶
器
も
焼
け

る
し
、
炭
も
焼
け
る
し
、
ピ
ザ
も
焼
け
る
。
そ
れ
は
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
で
す
ね
。
他
に
も
、
天
河
神
社
の
山
の
中
に
窯
を

つ
く
っ
た
り
、東
北
の
山
に
窯
を
つ
く
っ
た
り
も
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
、
ま
っ
た
く
私
が
表
に
出
な
い
、
裏
の
部
分

と
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
私
の
勝
手
な
想
像
で
す
が
、京
都
の
陶
芸
界
が
一

番
活
気
が
あ
っ
た
の
は
、高
度
成
長
も
関
係
し
た
か
も
し
れ

な
い
で
す
け
れ
ど
も
、や
は
り
昭
和
の
二
〇
年
代
後
半
か
ら

三
〇
年
代
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。そ
の
と
き
に
京
都
で
は
、

清
水
の
五
条
の
共
同
窯
で
、
職
人
さ
ん
も
作
家
も
、
有
名
な

大
家
の
先
生
も
、そ
れ
か
ら
若
い
当
時
の
前
衛
陶
芸
を
や
っ

て
い
る
人
た
ち
も
、
み
ん
な
同
じ
共
同
窯
に
入
れ
て
、
窯
を

た
い
て
い
た
と
い
う
時
代
が
あ
っ
た
の
で
す
。そ
の
と
き
に

京
都
の
陶
芸
界
に
素
晴
ら
し
い
作
家
が
ど
ん
ど
ん
出
た
し
、

産
業
の
方
も
す
ご
く
活
気
が
あ
っ
た
。そ
の
五
条
の
共
同
窯

で
は
、東
山
を
は
じ
め
と
す
る
京
都
の
近
隣
か
ら
ア
カ
マ
ツ

を
伐
っ
て
き
て
燃
や
し
て
い
た
わ
け
で
す
ね
。環
境
条
令
に

よ
っ
て
、五
条
の
登
り
窯
の
火
が
止
ま
り
四
〇
年
以
上
が
過

ぎ
ま
し
た
。

　

そ
れ
が
、い
ま
東
山
の
国
有
林
が
ナ
ラ
枯
れ
で
大
変
な
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
間
も
京
都
市
の
人
か
ら
電
話
が
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か
か
っ
て
き
て
、伐
採
し
た
ナ
ラ
枯
れ
の
木
を
燃
や
さ
な
い

と
い
け
な
い
か
ら
、
近
藤
さ
ん
、
何
と
か
な
ら
な
い
か
。
五

条
の
窯
で
燃
や
せ
な
い
で
す
か
、
と
尋
ね
ら
れ
ま
し
た
。
そ

れ
は
絶
対
で
き
な
い
。い
ま
は
地
域
の
人
の
賛
同
が
な
け
れ

ば
無
理
だ
と
。
そ
こ
で
、
私
の
友
人
で
亀
岡
な
ど
郊
外
で
登

り
窯
や
穴
窯
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
に
お
願
い
し
て
燃
や
そ

う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
も
の
づ
く
り
を
す
る
人
間
は
、
自
分

の
表
現
と
い
う
こ
と
と
も
関
係
し
な
が
ら
、や
は
り
そ
れ
ぞ

れ
の
分
野
に
お
い
て
、自
然
や
地
域
と
関
わ
っ
て
い
く
こ
と

も
非
常
に
重
要
だ
と
、一
方
で
は
思
っ
て
い
ま
す
。

「
物
気
色
」
は
日
本
人
の
美
意
識
を
考
え
る
ツ
ー
ル

武
田　

最
後
に
、
今
日
の
テ
ー
マ
の
民
芸
に
、
も
う
一
度
引

き
付
け
て
終
え
た
い
な
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
の
ご
質
問
の
中
で
も
、志
村
先
生
の
お
言
葉
の
中

で
、た
だ
も
の
を
つ
く
り
た
い
と
い
う
だ
け
で
い
い
ん
だ
。そ

れ
だ
け
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、僕
も
一
番
響
い
た
言
葉
だ
っ

た
な
と
思
っ
た
ん
で
す
。だ
け
ど
、あ
ら
た
め
て
、こ
う
や
っ

て
民
芸
と
い
う
言
葉
を
い
ま
も
使
っ
て
い
る
の
は
、民
芸
以

降
、こ
ん
な
言
葉
を
つ
く
っ
た
人
は
い
な
い
ん
で
す
。こ
れ
に

変
わ
る
言
葉
を
生
み
だ
せ
て
い
な
い
の
は
、そ
の
後
の
人
間

た
ち
の
怠
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
ん
で
す
。や
っ
ぱ
り
、こ
の

言
葉
に
か
な
う
言
葉
が
で
き
て
な
く
て
、現
代
の
民
芸
と
い

う
の
も
変
な
ん
だ
け
ど
、こ
の
「
物
気
色
」
と
い
う
言
葉
も
そ

う
い
う
意
気
込
み
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
時
代
の
も
の
づ
く
り
、
例
え
ば
生
活
と
か
、
生
き
方

も
含
め
た
よ
う
な
こ
と
を
、も
う
一
度
考
え
な
け
れ
ば
い
け

な
い
時
期
に
来
て
い
る
の
か
な
と
思
い
ま
す
。

近
藤　

私
も
そ
れ
に
関
し
て
最
後
に
一
つ
。中
国
が
こ
れ
か

ら
ど
ん
ど
ん
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。も
の
づ
く
り
も
手
仕

事
の
仕
事
や
ア
ー
ト
も
含
め
て
、中
国
の
も
の
が
も
っ
と
押

し
寄
せ
て
く
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
流
れ
の
中
で
、
私
も
い
ろ

い
ろ
な
と
こ
ろ
で
展
覧
会
を
し
て
、例
え
ば
海
外
で
発
表
す

れ
ば
す
る
ほ
ど
、や
は
り
も
う
一
度
日
本
人
の
持
っ
て
い
る

本
質
性
や
美
意
識
と
い
う
も
の
を
し
っ
か
り
確
認
し
て
、発

信
す
る
こ
と
が
す
ご
く
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
。そ
れ
は
展

覧
会
だ
け
で
は
な
く
て
、先
ほ
ど
出
た
生
活
工
芸
や
も
の
を

つ
く
る
人
も
、
も
う
一
度
、
基
本
に
立
ち
返
っ
た
と
こ
ろ
で

日
本
人
の
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、志
村
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、

柳
の
民
芸
思
想
も
、も
う
一
度
現
代
を
問
い
直
し
て
い
く
一

つ
の
ツ
ー
ル
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
大
事
だ
と
思
う
し
、わ

れ
わ
れ
も
日
本
人
の
現
代
に
お
け
る
美
意
識
を
考
え
る
ツ
ー

ル
と
し
て
、こ
の
「
物
気
色
」
と
い
う
の
を
考
え
て
い
ま
す
。

　

こ
う
い
う
展
覧
会
の
場
も
、先
ほ
ど
大
舩
さ
ん
が
言
っ
た

よ
う
に
、新
し
い
感
覚
価
値
を
発
見
す
る
場
と
な
っ
た
ら
い

い
と
思
い
ま
す
。
京
都
と
い
う
の
は
、
ま
だ
こ
う
い
う
場
所

が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
し
、作
り
手
も
多
く
住
ん
で
い
ま

す
。
今
日
も
志
村
先
生
に
も
来
て
い
た
だ
い
て
、
世
代
を
超

え
て
、こ
う
い
う
対
話
が
で
き
た
の
が
す
ご
く
あ
り
が
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。新
し
い
美
意
識
を
発
信
で
き
る
の
は
京

都
か
ら
で
し
ょ
う
。

志
村　

今
日
、
こ
ち
ら
に
伺
い
ま
し
た
の
は
、
近
藤
さ
ん
と

対
談
し
た
で
し
ょ
う
。

近
藤　
「
サ
ヨ
ナ
ラ
、
民
芸
。
こ
ん
に
ち
は
、
民
藝
。」（『
目
の

眼
』
増
刊
、二
〇
一
〇
年
七
月
号
）
で
す
ね
。

志
村　

そ
う
そ
う
。
あ
の
と
き
近
藤
さ
ん
に
、
私
た
ち
は
少

し
変
わ
る
と
い
う
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

近
藤　

そ
う
で
す
ね
。

志
村　

そ
れ
で
本
当
に
、今
度
の
浜
松
市
美
術
館
で
や
る
展

覧
会
（「
し
む
ら
の
色
─
志
村
ふ
く
み
・
洋
子　

染
と
織
の

世
界
─
」）
は
第
一
歩
な
ん
で
す
。い
ま
ま
で
は
着
物
を
並
べ

る
だ
け
だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
今
度
は
機
も
置
き
、
染

料
も
置
き
、
糸
も
置
き
、
そ
し
て
中
学
生
を
呼
ん
で
き
て
一

緒
に
染
め
て
、
そ
し
て
み
な
さ
ん
で
織
る
。
来
館
者
全
員
で

織
っ
て
い
く
。
そ
う
い
う
の
を
や
っ
た
ん
で
す
。
そ
れ
は
終

わ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
。十
何
メ
ー
ト
ル
、織
っ
て
く
だ
さ
っ

た
。み
な
さ
ん
、全
然
知
ら
な
い
方
で
す
よ
。子
ど
も
さ
ん
も
。

初
め
て
そ
う
い
う
こ
と
を
や
っ
て
み
た
ん
で
す
。

　

そ
れ
は
内
藤
礼
さ
ん
の
一
つ
の
展
覧
会
を
見
た
き
っ
か
け

で
、自
分
た
ち
だ
け
が
完
成
し
た
も
の
を
並
べ
て
、「
見
て
く

だ
さ
い
」
で
は
な
く
て
、自
分
の
厨
房
も
全
部
お
見
せ
し
て
、

そ
し
て
み
な
さ
ん
と
交
流
し
な
が
ら
、中
に
は
、織
物
を
や
っ

て
み
た
い
な
と
か
、染
め
を
や
っ
て
み
た
い
な
と
い
う
方
が

出
て
い
た
だ
き
た
い
な
と
。そ
う
い
う
思
い
で
や
り
ま
し
た
。

　

今
日
も
そ
の
た
め
に
や
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。呼
ん
で
い

た
だ
き
ま
し
て
、あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

近
藤　

こ
ち
ら
こ
そ
。

大
西　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。最
後
に
す
ご
く
盛
り
上

が
っ
て
ひ
と
つ
に
な
れ
ま
し
た
。や
は
り
場
の
力
で
し
ょ
う

か
。「
も
の
」
に
は
人
の
「
者
」
の
部
分
も
あ
る
の
で
、
そ
こ

も
含
め
て
モ
ノ
の
力
が
働
い
た
良
い
討
議
に
な
っ
た
の
で
は

な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。
今
日
は
み
な
さ
ん
、
本
当
に
長

い
時
間
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
展
覧
会
「
物モ

ノ

気ケ

色イ
ロ

─
物
か
ら
モ
ノ
へ
─
」
で
開
催
さ
れ
た
こ
こ
ろ
観

＋
ワ
ザ
学
合
同
研
究
会
「
民
藝
と
物
気
色
ア
ー
ト
」、
日
時
：
一
一
月

二
五
日
（
木
）
午
後
二
時
〜
四
時
三
〇
分
、
会
場
：
社
団
法
人
京
都

家
庭
女
学
院
・
虚
白
院
よ
り
）

第五章　こころ観＋ワザ学合同研究会「民藝と物気色アート」
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は
じ
め
に

　

本
論
で
は
、仏
教
の
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
に
お
け
る
対

象
領
域
と
対
象
に
注
意
を
向
け
る
三
つ
の
視
点
を
概
観
し
た

上
で
、
仏
教
瞑
想
が
目
指
す
解
脱
と
は
何
か
を
確
認
し
、
瞑

想
的
な
意
識
の
保
ち
方
を
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
や
医
療
や
心
理
療

法
に
応
用
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想

に
基
づ
い
た
ス
ト
レ
ス
緩
和
法
（M

indfulness based stress 

reduction program

以
下
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
と
略
称
）
を
中
心
に
考
察

し
て
み
た
い
。

１
｜
１

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
と
は
何
か

　

ブ
ッ
ダ
は
修
行
者
の
機
根
に
応
じ
て
実
に
様
々
な
瞑
想
法

仏
教
瞑
想
の
射
程

1

を
説
き
示
し
、そ
れ
ら
は
五
世
紀
頃
に
ブ
ッ
ダ
ゴ
ー
サ
の
著

し
た
総
合
的
解
説
書
で
あ
る『
清
浄
道
論
』に
お
い
て
四
〇
種

類
の
瞑
想
対
象
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る1

。修
行
に
お
い

て
い
ず
れ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
採
用
さ
れ
る
に
せ
よ
、解
脱
が

も
た
ら
さ
れ
る
時
に
は
如
実
知
見
（yathā bhū tañā n

■ dassana

2

）

と
呼
ば
れ
る
智
慧
が
必
要
だ
と
さ
れ
る
。
ブ
ッ
ダ
は
、
も
の

ご
と
の
あ
り
の
ま
ま
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
脱
が
も

た
ら
さ
れ
る
こ
と
を
自
ら
の
体
験
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
ダ
が
如
実
知
見
と
呼
ん
だ
こ
の
智
慧
は
、後
代
の
注

釈
文
献
で
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
（vipassanā

：
洞
察
あ
る
い
は

観
）
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
て
詳
細
な
説
明
が
付
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。『
清
浄
道
論
』
に
お
い
て
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ

ナ
ー
の
成
熟
が
観
智
の
八
段
階
に
整
理
さ
れ
て
い
る3

。こ
う

し
た
流
れ
の
背
景
に
は
、
集
中
力
（sam

ā dhi

：
三
昧
、
あ
る
い

はjhā na

禅
定
）
と
洞
察
力
（
如
実
知
見
あ
る
い
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ

ナ
ー
）
と
い
う
仏
教
瞑
想
に
お
け
る
二
つ
の
中
心
的
要
素
を

明
確
に
区
別
し
て
理
解
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
。両
者
は
一

般
的
に
止
観
（Sam

atha-V
ipassanā

）
と
総
称
さ
れ
る
。
集
中

力
は
心
が
安
定
し
満
た
さ
れ
た
状
態
、洞
察
は
智
慧
や
気
づ

き
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

ブ
ッ
ダ
が
解
脱
に
到
達
し
た
人
生
の
過
程
を
概
観
す
る

と
、
出
家
し
て
ま
ず
は
ア
ー
ラ
ー
ラ
・
カ
ー
ラ
ー
マ
と
ウ
ッ

ダ
カ
・
ラ
ー
マ
プ
ッ
タ
と
い
う
当
時
の
ヨ
ー
ガ
の
大
家
二
人

に
師
事
し
た
。
彼
ら
の
説
く
最
高
の
境
地
を
体
得
し
、
共
に

教
団
を
率
い
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
る
ま
で
に
至
っ
た
。し
か

し
、
無
所
有
処
（kiñcaññā yatana

：
何
も
無
い
と
い
う
境
地
）

や
非
想
非
非
想
処
（nevasaññā nā saññā yatana

：
想
念
あ
る
い

は
認
識
作
用
が
有
る
の
で
も
な
く
無
い
の
で
も
な
い
と
い
う
境

地
）
と
い
う
境
地
は
、
三
昧
や
禅
定
と
い
う
高
度
な
集
中
力

に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
意
識
状
態
で
は
あ
っ
て
も
、ま
だ

な
お
再
生
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、輪
廻
転
生
す
る
実
存

的
苦
悩
か
ら
の
解
脱
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
か
っ
た4

。

　

こ
う
し
た
当
時
の
精
神
的
修
行
に
よ
る
最
高
境
地
の
限
界

を
悟
っ
た
ブ
ッ
ダ
は
、自
ら
断
食
や
息
こ
ら
え
を
中
心
と
す

る
苦
行
を
試
し
た
。や
せ
衰
え
て
意
識
を
失
っ
て
倒
れ
て
い

る
ブ
ッ
ダ
を
見
た
者
た
ち
は
、彼
は
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
勘

違
い
す
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
と
い
う5

。お
そ
ら
く
ブ
ッ
ダ
は
臨

死
体
験
を
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。こ
う
し
た
極
端
な
苦
行
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に
よ
っ
て
も
解
脱
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
ブ
ッ
ダ

は
、
苦
行
を
離
れ
、
再
び
禅
定
を
基
本
と
し
て
解
脱
に
挑
戦

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

ブ
ッ
ダ
は
解
脱
を
得
る
前
日
の
夕
刻
か
ら
菩
提
樹
の
下
に

坐
し
て
深
い
禅
定
に
入
り
、そ
こ
か
ら
出
て
次
の
三
つ
の
事

柄
に
心
を
向
け
た
（cittam

■  parininn
m

eti 6
）。①
前
世
を
思
い

出
す
智
慧
（pubbeniv

sanussati-ñ
n

■ a

：
宿
住
随
念
智
）、
②
そ

れ
ら
に
お
け
る
死
と
再
生
の
過
程
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
智

慧
（cutū pap

ta-ñ
n

■ a

：
死
生
智
）、
③
煩
悩
を
根
絶
し
て
輪
廻

か
ら
解
脱
す
る
智
慧（savakkhaya-ñ

n
■ a

：
漏
尽
智
）。こ
う
し

て
解
脱
が
得
ら
れ
た
の
は
翌
日
明
け
の
明
星
が
輝
く
こ
ろ
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　

三
明
と
呼
ば
れ
る
高
度
な
洞
察
知
の
う
ち
で
、漏
尽
智
こ

そ
が
如
実
知
見
あ
る
い
は
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
る
中
核
で
あ
る7

。こ
の
漏
尽
智
に
よ
っ
て
洞
察
さ
れ

た
悟
り
の
内
容
は
、後
に
四
聖
諦
や
十
二
縁
起
と
い
う
仏
教

の
最
も
基
本
的
な
教
え
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
は
、語
源
的
に
は
、「
見
る
」
こ
と
を
意

味
す
る
語
根
のpassanā

と
、「
分
析
的
に
、
洞
察
的
に
」
を

意
味
す
る
接
頭
辞
のvi

か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。漢
訳
で
は

「
観
」、英
訳
で
はinsight

と
訳
さ
れ
る
。ウ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー

瞑
想
の
内
容
が
最
も
総
合
的
に
ま
と
め
ら
れ
た
経
典
で
あ
る

『
気
づ
き
の
確
立
に
関
す
る
教
え8

』
で
は
、「
繰
り
返
し
見
つ

め
る
」
こ
と
を
意
味
す
るanupassanā

と
い
う
言
葉
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。対
象
を
何
回
も
繰
り
返
し
見
つ
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、自
然
と
囚
わ
れ
や
偏
見
か
ら
解
放
さ
れ
て
も
の

ご
と
の
本
質
が
あ
ら
わ
に
な
り
洞
察
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ

る
。

１
｜
2

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
対
象
領
域

　

ウ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
対
象
領
域
は
、『
気
づ
き
の
確

立
に
関
す
る
教
え
』
に
お
い
て
は
、
Ⅰ　

身
（k

ya

）、
Ⅱ　

受
（vedan

）、
Ⅲ　

心
（citta

）、
Ⅳ　

法
（dham

m
a

）
の
四
領

域
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

Ⅰ　

身
に
お
い
て
は
、
①
呼
吸
の
あ
り
よ
う
、
②
行
住
坐

臥
の
姿
勢
、
③
食
事
、
排
便
、
会
話
な
ど
を
含
め
た
日
常
行

為
全
般
、④
皮
膚
、髪
の
毛
、体
液
、内
臓
を
含
め
た
身
体
の

構
成
要
素
、
⑤
地
（
硬
さ
や
重
さ
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
）、

水
（
湿
り
気
や
凝
集
性
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も

の
）、
火
（
温
か
さ
冷
た
さ
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
）、
風
（
動

き
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
も
の
）
の
四
種
に
ま
と
め
ら
れ
る
身
体

を
構
成
す
る
物
質
的
要
素
、⑥
死
体
の
変
化
な
ど
を
繰
り
返

し
見
つ
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

Ⅱ　

受
に
お
い
て
は
、①
感
覚
器
官
と
外
界
と
の
接
触
に

よ
っ
て
発
生
す
る
第
一
次
的
感
覚
印
象
と
し
て
の
苦
・
楽
・

不
苦
不
楽
、②
そ
れ
ら
三
種
類
の
感
受
が
そ
れ
ぞ
れ
に
欲
望

や
憂
い
の
再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の

か
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
変
化
（anicca

：
無
常
）
や
不
完
全

性（dukkha

：
苦
）や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
不
可
能
性（anatt

：
無
我
）

の
理
解
を
介
し
て
欲
望
や
憂
い
の
再
生
産
の
サ
イ
ク
ル
か
ら

の
解
放
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
か
を
繰
り
返
し
見

つ
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

Ⅲ　

心
に
お
い
て
は
、①
心
に
貪
り
が
有
る
か
無
い
か
、②

心
に
怒
り
が
有
る
か
無
い
か
、③
心
に
自
覚
が
有
る
か
無
い

か
、④
心
が
萎
縮
し
て
い
な
い
か
、⑤
心
が
散
乱
し
て
い
な
い

か
、⑥
感
覚
的
な
欲
望
を
超
え
た
大
い
な
る
心
で
あ
る
か
感

覚
的
な
欲
望
に
囚
わ
れ
た
心
で
あ
る
か
、⑦
微
細
な
物
質
世

界
を
超
え
た
無
上
の
心
で
あ
る
微
細
な
物
質
世
界
に
囚
わ
れ

た
心
で
あ
る
か
、⑧
落
ち
着
い
て
集
中
し
た
心
で
あ
る
か
否

か
、⑨
心
が
解
放
さ
れ
て
い
る
か
否
か
な
ど
の
観
点
か
ら
心

の
状
態
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。

　

Ⅳ　

法
に
お
い
て
は
、①
貪
欲
、怒
り
、不
活
発
性
と
眠
気
、

浮
つ
き
と
後
悔
、疑
い
と
い
う
心
を
曇
ら
せ
る
作
用
（pañca-

nī varan
■ a

：
五
蓋
）
が
あ
る
か
否
か
、
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に

生
起
し
て
く
る
か
、生
じ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
捨
て

去
ら
れ
る
か
、捨
て
去
ら
れ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
再

生
し
て
こ
な
い
よ
う
に
な
る
か
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
こ

と
。②
色
（
物
質
と
し
て
の
身
体
）、受
、想
（
イ
メ
ー
ジ
や
言
語

に
よ
る
認
識
作
用
）、
行
（
感
情
や
思
考
に
よ
る
意
思
的
形
成
作

用
）、
識
（
無
意
識
的
な
記
憶
情
報
を
含
む
意
識
全
体
）
に
分
類

さ
れ
、「
私
」
と
い
う
執
着
の
対
象
と
な
る
五
つ
の
集
合
体

（pañca-upā dā nakkhanda

：
五
取
蘊
）
の
確
認
と
、
そ
れ
ら
の

生
起
と
消
滅
と
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
こ
と
。③
目
と
視
覚

対
象
、
耳
と
聴
覚
対
象
、
鼻
と
嗅
覚
対
象
、
舌
と
味
覚
対
象
、

身
体（
皮
膚
膜
）と
触
覚
対
象
、意
識
と
意
識
対
象
の
確
認
と
、

そ
の
両
者
に
縁
っ
て
生
じ
る
束
縛
の
確
認
、そ
の
束
縛
が
生

起
す
る
過
程
、
生
じ
た
束
縛
が
捨
て
去
ら
れ
る
過
程
、
捨
て

去
ら
れ
た
束
縛
が
将
来
再
生
し
な
く
な
る
過
程
を
繰
り
返
し

見
つ
め
る
（cha-ā yatana

：
六
処
）。④
気
づ
き
（sati

）、現
象
分

析
（dham

m
a-vicaya

）、
精
進
（vī riya

）、
喜
び
（pī ti

）、
鎮
静

（passaddhi

）、
三
昧
（sam

ā dhi

）、
中
庸
（upekkhā

）
と
い
う
七

つ
の
悟
り
を
支
え
る
要
素
（satta-sam

bojjhan
■ga

）
に
つ
い
て
、

そ
れ
ら
が
自
ら
の
内
に
有
る
か
無
い
か
、ど
の
よ
う
に
し
た

ら
生
じ
て
く
る
か
、生
じ
た
も
の
が
ど
の
よ
う
に
完
成
さ
れ

て
ゆ
く
か
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
。
⑤
苦
し
み
（dukkha

）、

苦
し
み
の
起
因
（dukkha-sam

udaya

）、
苦
し
み
の
滅
尽

（dukkha-nirodha

）、
苦
し
み
の
滅
尽
に
至
る
実
践
の
道

第一章　仏教瞑想の射程とマインドフルネスの応用可能性
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（dukkha-nirodha-gā m
inī  pat■ ipadā

）
を
あ
り
の
ま
ま
に
繰
り

返
し
見
つ
め
る
（catu-ariyasacca

：
四
聖
諦
）。

１
｜
3

瞑
想
の
深
ま
り
と
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
の
汚
染

　

一
般
的
に
は
、呼
吸
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
こ
と
が

基
本
的
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
心
が
呼
吸
か

ら
離
れ
た
と
き
に
何
が
生
じ
て
い
る
の
か
を
あ
り
の
ま
ま
に

観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
覚
の
対
象
が
徐
々
に
広
が
っ
て

ゆ
く
。
さ
ら
に
は
、
日
常
生
活
の
動
作
に
心
を
込
め
て
注
意

深
く
観
察
す
る
こ
と
を
通
し
て
経
典
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
詳
細
な
領
域
が
自
然
に
カ
バ
ー
さ
れ
て
ゆ
く
。

　

た
と
え
ば
、耳
と
聴
覚
対
象
と
の
出
会
い
か
ら
発
生
す
る

聴
覚
現
象
を
見
つ
め
て
い
る
と
、「
カ
ラ
ス
の
鳴
き
声
だ
」
と

い
う
認
識
が
発
生
し
た
瞬
間
に
は
、「
坐
っ
て
い
る
場
所
か

ら
斜
め
後
方
四
五
度
三
〇
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
に
あ
る
木
に
と

ま
っ
た
あ
の
カ
ラ
ス
だ
」
と
い
う
よ
う
な
空
間
的
イ
メ
ー
ジ

が
同
時
に
生
じ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。そ
う
し
た
空
間
感

覚
の
中
心
に
は
常
に
自
ら
の
身
体
感
覚
が
存
在
す
る
。

　

し
か
し
、瞑
想
が
深
ま
り
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触
に

意
識
が
収
束
し
て
ゆ
く
と
、
そ
こ
で
は
「
〜
の
音
で
あ
る
」

と
か
「
ど
こ
そ
こ
で
鳴
い
て
い
る
」
と
い
っ
た
認
識
作
用
が

消
失
す
る
。そ
し
て
、「
何
か（
感
覚
器
官
）」と「
何
か（
対
象
）」

が
接
触
し
て
い
る
様
子
が
、
あ
た
か
も
「
水
面
に
水
滴
が
落

ち
て
波
紋
が
広
が
る
の
を
見
て
い
る
」
か
の
よ
う
に
知
覚
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
集
中
が
深
ま
る
と
、
自
ら
の
身

体
感
覚
も
消
失
し
て
、「
宇
宙
空
間
の
中
を
意
識
が
漂
っ
て

い
る
」か
の
よ
う
な
微
細
な
意
識
状
態
に
入
る
。最
初
は「
自

分
が
消
え
て
し
ま
っ
た
」よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
不
安
に
な
り
、

目
を
開
け
て
身
体
に
触
っ
て
「
自
分
」
を
確
認
し
て
安
心
し

て
か
ら
、
ま
た
瞑
想
に
戻
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。

こ
う
し
た
繰
り
返
し
を
経
て
次
第
に
微
細
な
意
識
だ
け
の
状

態
に
慣
れ
親
し
ん
で
ゆ
く
。

　

こ
の
よ
う
に
高
度
な
集
中
力
が
養
成
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、

光
が
見
え
る
、
歓
喜
を
感
じ
る
、
丹
田
の
あ
た
り
か
ら
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
湧
き
上
が
り
背
骨
に
沿
っ
て
上
昇
す
る
、体
が
軽

く
な
る
、
身
体
が
自
然
に
ま
っ
す
ぐ
に
伸
び
て
く
る
、
観
察

が
自
動
的
に
進
む
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
、他
人
の
心
が
読
め

る
よ
う
な
気
が
す
る
な
ど
の
神
秘
的
な
体
験
が
発
生
す
る
。

こ
う
し
た
神
秘
体
験
に
は
必
ず
「
悟
っ
た
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
微
細
な
期
待
感
が
付
着
し
て
く
る
。こ
の
微
細
な
期

待
感
は
自
覚
し
に
く
い
た
め
、自
分
の
思
い
通
り
に
神
秘
体

験
を
再
現
で
き
な
い
ゆ
え
の
不
安
や
イ
ラ
イ
ラ
も
体
験
す
る

よ
う
に
な
る
。神
秘
体
験
自
体
は
集
中
力
が
深
ま
っ
た
結
果

で
あ
り
そ
れ
自
体
悪
い
も
の
で
は
な
い
が
、無
自
覚
の
期
待

感
が
瞑
想
の
成
長
を
阻
害
す
る
。
こ
う
し
た
現
象
は
ヴ
ィ

パ
ッ
サ
ナ
ー
の
汚
染
（vipassanā  anukilesa

）9

と
呼
ば
れ
る
。

　

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
の
汚
染
を
う
ま
く
通
過
で
き
る
と
、無

意
識
的
な
期
待
感
が
不
安
や
イ
ラ
イ
ラ
を
生
ん
で
い
る
と
い

う
よ
う
な
因
果
関
係
が
自
然
に
自
覚
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

三
昧
や
禅
定
を
支
え
る
心
の
働
き
が
五
蓋
の
各
要
素
を
中
和

し
て
ゆ
く
現
象
な
ど
も
体
感
で
き
る
よ
う
に
な
る
。た
と
え

ば
、
明
晰
な
思
考
力
は
眠
気
や
不
活
発
性
を
中
和
し
、
詳
細

な
観
察
力
は
疑
い
を
中
和
し
、
喜
び
は
怒
り
を
中
和
し
、
リ

ラ
ッ
ク
ス
は
心
の
浮
つ
き
や
後
悔
を
中
和
し
、一
体
感
は
貪

欲
を
中
和
す
る
。貪
欲
の
背
景
に
は
対
象
を
自
分
と
切
り
は

な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
認
識
す
る
疎
外
感
が
あ
り
、一
体
感

に
よ
っ
て
そ
の
距
離
感
が
埋
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。こ
う

し
た
中
和
現
象
は
、三
昧
や
禅
定
と
い
う
高
度
な
意
識
の
集

中
状
態
が
も
た
ら
す
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、集
中
が
解

け
る
と
五
蓋
は
再
び
活
性
化
す
る
機
会
を
伺
い
始
め
る
。

　

こ
の
よ
う
に
あ
り
の
ま
ま
を
見
つ
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
と
、身
体
感
覚
が
消
失
す
る
よ
う
に
感
じ
る
際
の

不
安
な
ど
を
見
守
っ
て
ゆ
く
瞑
想
の
器
が
形
成
さ
れ
て
ゆ

く
。
そ
れ
は
、
身
体
に
同
一
化
し
た
実
体
的
な
自
我
観
か
ら

時
間
の
経
過
と
共
に
変
化
し
続
け
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て

の
自
我
観
（
無
我
）
へ
の
移
行
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
。

１
｜
4

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
に
お
け
る
三
つ
の

観
察
視
点

　
『
気
づ
き
の
確
立
に
関
す
る
教
え
』
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
観

察
対
象
に
つ
い
て
、（
イ
）
自
ら
の
内
に
あ
る
も
の

（ajjhatam
■

）
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
こ
と
、（
ロ
）
他
者
と
い

う
外
界
に
あ
る
も
の
（bahiddhā

）
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
こ

と
、（
ハ
）
自
他
（ajjhata-bahiddhā

）
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る

こ
と
の
三
つ
の
観
察
視
点
が
説
か
れ
て
い
る
。
呼
吸
、
微
細

な
身
体
感
覚
、感
情
、思
考
、行
為
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
が
、

（
イ
）
自
分
を
見
つ
め
る
、（
ロ
）
他
者
を
見
つ
め
る
、（
ハ
）

自
他
と
い
う
関
係
性
の
間
や
場
を
見
つ
め
る
と
い
う
三
つ
の

次
元
か
ら
観
察
さ
れ
吟
味
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

実
際
に
こ
う
し
た
観
察
法
を
実
践
し
て
み
る
と
、呼
吸
の

長
短
や
深
浅
な
ど
に
よ
る
一
回
ご
と
の
微
妙
な
違
い
な
ど

は
、自
分
自
身
の
呼
吸
を
見
つ
め
る
時
よ
り
も
他
者
の
呼
吸

に
触
れ
た
り
し
な
が
ら
観
察
す
る
と
き
の
方
が
よ
り
明
確
に

実
感
を
伴
っ
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。怒
り
や

悲
し
み
な
ど
の
感
情
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
き
の
表
情
や
仕
草

や
口
調
な
ど
も
、自
ら
を
観
察
す
る
時
よ
り
も
こ
う
し
た
感

情
を
生
き
て
い
る
他
者
を
観
察
す
る
時
の
方
が
分
か
り
や
す

い
も
の
で
あ
る
。

　

自
分
自
身
を
知
る
こ
と
は
、私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
よ
り
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も
実
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。現
代
で
は
ビ
デ
オ
を
利
用
し

た
自
己
観
察
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
が
、ブ
ッ
ダ
の
瞑
想
法

に
お
い
て
は
自
己
観
察
と
他
者
観
察
を
交
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
自
分
を
よ
り
よ
く
知
る
こ
と
が
工
夫
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。他
者
を
鏡
と
し
て
自
己
を
よ
り
よ
く
知
る
手
法
で
あ

る
。

　

最
近
ジ
ャ
コ
モ
・
リ
ゾ
ラ
ッ
テ
ィ
ら
に
よ
っ
て
ミ
ラ
ー

ニ
ュ
ー
ロ
ン
あ
る
い
は
ミ
ラ
ー
シ
ス
テ
ム
の
存
在
が
発
見
さ

れ
た
。ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、「
自
分
が
行
為
を
行
う
と
き

に
も
、他
者
が
行
為
を
行
う
の
を
眺
め
て
い
る
と
き
に
も
活

性
化
す
る11

」
も
の
で
あ
り
、
他
者
認
知
と
自
己
認
知
の
つ
な

が
り
や
共
感
の
起
源11

、さ
ら
に
は
自
己
意
識
や
言
語
の
発
生

に
つ
い
て
新
た
な
理
解
の
光
を
当
て
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る11

。

　

ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
に
お
い
て
他
者
の
呼
吸
、
仕
草
、

感
情
、
思
考
、
行
動
な
ど
を
あ
り
の
ま
ま
に
観
察
す
る
こ
と

は
、相
手
を
共
感
的
に
理
解
し
受
容
し
て
寄
り
添
う
た
め
の

基
本
的
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な
る
。
ま
た
、
自
他
の
間
や
場

に
あ
る
こ
う
し
た
諸
対
象
を
あ
り
の
ま
ま
に
観
察
す
る
こ
と

は
、共
感
や
相
互
理
解
に
お
け
る
感
情
や
思
考
の
果
た
す
役

割
と
そ
れ
ら
が
陥
り
や
す
い
盲
点
を
明
確
化
す
る
た
め
に
役

立
つ11

。

　

言
語
や
概
念
や
イ
メ
ー
ジ
は
人
間
関
係
に
お
け
る
非
言
語

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
下
支
え
さ
れ
た
発
話
行
為
を
伴

う
交
流
の
中
で
創
造
さ
れ
保
持
さ
れ
発
展
し
続
け
て
お
り
、

呼
吸
、微
妙
な
身
体
感
覚
、表
情
、仕
草
、情
動
、感
情
、思
考
、

行
為
な
ど
の
響
き
合
い
を
こ
う
し
た
三
つ
の
視
点
か
ら
丁
寧

に
見
つ
め
て
ゆ
く
こ
と
は
自
我
意
識
の
発
生
過
程
や
人
間
存

在
の
集
合
的
・
社
会
的
側
面
に
意
識
の
光
を
当
て
る
こ
と
に

つ
な
が
る
。
そ
れ
は
、
主
観
と
客
観
と
い
う
視
点
か
ら
は
も

れ
落
ち
て
し
ま
う
人
間
存
在
の
間
主
観
的
な
次
元
に
目
を
開

く
こ
と
へ
の
誘
い
な
の
だ
。

　

個
と
個
が
あ
っ
て
関
係
性
が
成
立
す
る
と
い
う
考
え
方
か

ら
、個
と
は
関
係
性
の
中
か
ら
そ
の
つ
ど
紡
ぎ
だ
さ
れ
て
は

作
り
変
え
ら
れ
変
化
し
続
け
る
過
程
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

へ
の
転
換
は
、仏
教
に
お
け
る
無
我
理
解
を
存
在
論
の
次
元

か
ら
認
識
論
の
次
元
へ
と
連
れ
戻
す
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
で

あ
る
。

2
｜
1

気
づ
き
と
意
識
の
微
分
体
験

　
『
気
づ
き
の
確
立
に
関
す
る
教
え
』
で
「
気
づ
き
」
と
訳
し

た
原
語sati

は
、
従
来
は
伝
統
的
に
「
念
」
と
漢
訳
さ
れ
て

き
た
仏
教
用
語
で
あ
る
。Sati

はsarati

（
思
い
出
す
）
と
い

う
動
詞
の
名
詞
形
で
あ
り
、
記
憶
や
明
晰
な
自
覚
、
忘
れ
な

い
で
い
る
こ
と
、
注
意
深
さ
な
ど
を
意
味
す
る
。
思
い
出
す

こ
と
を
語
源
と
す
るsati
が
、仏
教
瞑
想
の
文
脈
に
お
い
て

「
気
づ
き
」
と
訳
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
は
な
ぜ
か
、次
の
よ

う
な
思
考
実
験
を
し
て
み
る
と
よ
い
。

　

五
年
前
の
印
象
深
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。一
年
前
の

こ
と
を
思
い
出
す
。
半
年
前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
一
ヶ
月

前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。
一
週
間
前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

昨
日
の
こ
と
を
思
い
出
す
。一
時
間
前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

一
分
前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。一
秒
前
の
こ
と
を
思
い
出
す
。

〇
・
一
秒
前
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
努
力
を
続
け
て
み
る
。

　

こ
の
思
考
実
験
に
よ
っ
て
、
自
我
意
識
に
よ
る
「
私
が
〜

解
脱
と
は
何
か

2

し
た
」
と
い
う
認
知
形
式
で
思
い
出
す
た
め
に
は
最
低
数
秒

程
度
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
の
単
位
時

間
以
下
の
短
い
過
去
を
思
い
出
そ
う
と
す
る
と
、「
私
」
と
い

う
自
我
意
識
が
成
立
す
る
前
の
、「
た
だ
見
え
て
い
る
」、「
た

だ
聞
こ
え
て
い
る
」
と
い
う
感
覚
あ
る
い
は
知
覚
体
験
の
流

れ
に
触
れ
る
だ
け
の
よ
う
な
意
識
状
態
が
体
験
さ
れ
る
。さ

ら
に
一
秒
前
、
〇
・
一
秒
前
を
思
い
出
そ
う
と
い
う
意
識
の

営
み
は
、今
こ
こ
に
お
け
る
純
粋
体
験
の
流
れ
に
触
れ
る
気

づ
き
の
体
験
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
を
「
意
識
の
微
分
体
験
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る11

。

　

Sati

は
、「
私
が
み
か
ん
を
食
べ
て
い
る
」
と
い
う
日
常
的

意
識
か
ら
、「
み
か
ん
を
つ
か
も
う
と
思
う
」、「
み
か
ん
を
見

て
い
る
」、「
み
か
ん
が
見
え
て
い
る
」、「
手
を
伸
ば
そ
う
と

思
う
」、「
手
を
伸
ば
し
な
が
ら
指
が
開
い
て
ゆ
く
」、「
み
か

ん
に
触
れ
る
」、「
み
か
ん
を
つ
か
む
」、「
口
に
運
ぶ
」、「
み

か
ん
が
唇
や
歯
に
触
れ
る
」、「
み
か
ん
を
噛
む
」、「
甘
さ
と

す
っ
ぱ
さ
を
感
じ
る
」、「
舌
に
触
れ
た
も
の
か
ら
刺
激
が
発

生
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
微
細
な
レ
ベ
ル
の
意
識
に
至
る
多

層
的
な
意
識
レ
ベ
ル
を
往
復
し
な
が
ら
自
我
意
識
の
発
生
と

変
化
と
消
滅
の
過
程
を
見
守
っ
て
ゆ
く
ガ
イ
ド
役
と
な
っ
て

く
れ
る
。こ
れ
が
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
の
洞
察
知
を
引
き

出
す
「
気
づ
き
」
の
役
割
で
あ
る
。

2
｜
2

解
脱
し
た
状
態
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ

て
い
る
か

　
『
気
づ
き
の
確
立
に
関
す
る
教
え
』
で
は
、諸
対
象
を
繰
り

返
し
見
つ
め
る
気
づ
き
の
実
践
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
洞

察
知
に
つ
い
て
「『
身
（
受
、心
、法
）
の
み
が
あ
る
』
と
い
う

気
づ
き
が
は
っ
き
り
と
現
わ
れ
て
く
る
（atthi kā yo/vedanā /

cittam
■ /dham

m
o ti vā  panassa sati paccupat■ t■ hitā  hoti

）」11

と
表

第一章　仏教瞑想の射程とマインドフルネスの応用可能性
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現
さ
れ
て
い
る
。注
釈
書
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、「
身
の
み
が
あ

る
」
と
い
う
気
づ
き
と
は
、「
私
」
や
「
私
の
も
の
」
と
い
っ

た
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
た
認
知
で
あ
る11

。
誰
で
も
な
く
、
誰

の
も
の
で
も
な
い
呼
吸
や
身
体
感
覚
や
感
情
や
思
考
に
気
づ

く
こ
と
が
で
き
た
時
、私
た
ち
は
解
脱
（vim

utti

）
へ
の
入
り

口
に
一
歩
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
愛
欲
に
関
し
て
、『
気
づ
き
の
確
立
に
関
す
る

教
え
』
に
従
え
ば
、
①
愛
欲
が
あ
る
と
き
に
「
私
の
中
に
愛

欲
が
あ
る
」
と
知
る
。
②
愛
欲
が
無
い
と
き
に
「
私
の
中
に

愛
欲
が
無
い
」
と
知
る
。
③
い
ま
だ
生
じ
て
い
な
い
愛
欲
が

生
じ
て
く
る
様
子
を
そ
の
と
お
り
に
知
る
。④
生
じ
て
き
た

愛
欲
が
手
放
さ
れ
る
様
子
を
そ
の
と
お
り
に
知
る
。⑤
手
放

さ
れ
た
愛
欲
が
将
来
生
じ
な
く
な
る
の
を
そ
の
と
お
り
に
知

る
。
⑥
「
法
（
愛
欲
）
の
み
が
あ
る
」
と
い
う
気
づ
き
が
現
わ

れ
る
と
い
う
瞑
想
過
程
を
経
て
、愛
欲
は
純
粋
な
現
象
と
し

て
体
験
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

愛
欲
か
ら
の
解
脱
と
は
、単
に
愛
欲
の
不
在
を
言
う
の
で

は
な
い
。
後
の
大
乗
仏
教
に
お
い
て
は
「
煩
悩
即
菩
提
」
と

い
う
概
念
が
生
ま
れ
て
く
る
が
、こ
こ
に
そ
の
初
期
仏
教
に

お
け
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た

い
。
愛
欲
は
、「
私
」
と
か
「
私
の
も
の
」
と
い
う
自
我
意
識

あ
る
い
は
個
的
所
有
概
念
の
束
縛
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
、

愛
欲
で
あ
り
な
が
ら
も
は
や
愛
欲
で
は
な
い
な
に
も
の
か
へ

と
昇
華
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

2
｜
3

解
脱
の
条
件

　

ブ
ッ
ダ
は
解
脱
に
関
し
て
、
預
流
（sotā panna

）、
一
来

（sakadā gā m
i

）、不
還
（anā gā m

i

）、阿
羅
漢
（araham

■

）
と
い
う

四
つ
の
段
階
が
あ
る
こ
と
を
説
き
、そ
れ
ら
の
条
件
に
つ
い

て
一
〇
の
束
縛
（sam

■ yojana

）
か
ら
の
解
放
と
い
う
指
標
を

明
示
し
て
い
る11

。
こ
こ
で
は
、
解
脱
の
第
一
段
階
で
あ
る
預

流
に
至
る
三
条
件
を
中
心
に
略
説
す
る
。

　

預
流
に
至
る
た
め
に
は
次
の
三
つ
の
束
縛
が
断
ち
切
ら
れ

る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。

　

①
有
身
見
（sakkā ya-dit■ t■ hi

）：
身
体
が
自
分
の
も
の
だ
と

い
う
思
い
込
み
。有
身
見
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら

の
病
や
死
の
受
容
が
容
易
に
な
り
、他
者
が
死
に
直
面
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
場
面
に
お
い
て
も
受
容
に
向
け
て
の
苦
し

み
や
困
難
に
共
感
的
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

る
。

　

②
戒
禁
取（sī labbata-parā m

asa

）：
社
会
的
文
化
的
な
慣
習
、

宗
教
的
な
儀
式
や
儀
礼
や
特
異
な
修
行
法
な
ど
へ
の
こ
だ
わ

り
。
戒
禁
取
を
超
越
す
る
こ
と
に
よ
り
、
有
益
な
慣
習
や
儀

式
な
ど
に
従
う
こ
と
も
、意
味
の
な
い
慣
習
や
儀
式
な
ど
か

ら
距
離
を
置
く
こ
と
も
、必
要
な
儀
式
を
そ
の
場
に
あ
わ
せ

て
創
造
す
る
こ
と
も
自
由
に
出
来
る
よ
う
に
な
る
。こ
れ
は

現
代
の
よ
う
に
社
会
構
造
が
急
速
に
激
変
す
る
社
会
の
変
革

期
に
あ
っ
て
、時
代
が
必
要
と
す
る
人
び
と
の
つ
な
が
り
方

や
価
値
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
を
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
ト
す
る
力
と
し

て
働
く
も
の
で
あ
る
。

　

③
懐
疑（vicikicchā
）：
解
脱
へ
の
道
の
り
や
修
行
法
、仏（
目

覚
め
を
体
現
し
た
人
）、
法
（
真
理
や
解
脱
へ
の
教
え
）、
僧
（
共

に
修
行
す
る
集
い
）
へ
の
疑
い
。外
的
な
権
威
に
依
存
す
る
こ

と
な
く
、自
ら
の
体
験
を
基
に
試
行
錯
誤
し
て
ゆ
け
る
基
本

的
な
自
己
信
頼
。

　

一
来
に
至
る
た
め
に
は
、次
の
二
つ
の
束
縛
が
弱
ま
る
こ

と
が
条
件
と
さ
れ
る
。

　

④
欲
愛
（kā m

a-rā ga

）：
五
感
の
感
覚
的
快
楽
へ
の
希
求
。

　

⑤
瞋
恚
（vyā pā da

）：
気
に
入
ら
な
い
も
の
を
否
定
し
破
壊

し
よ
う
と
す
る
攻
撃
性
。

　

不
還
に
至
る
た
め
に
は
、上
記
の
二
つ
の
束
縛
が
断
ち
切

ら
れ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
る
。

　

阿
羅
漢
に
至
る
た
め
に
は
、次
の
五
つ
の
束
縛
が
断
ち
切

ら
れ
る
こ
と
が
条
件
と
さ
れ
る
。

　

⑥
物
質
愛
（rū pa-rā ga

）：
微
細
心
を
持
っ
た
存
在
や
微
細

な
物
質
世
界
へ
の
希
求
。

　

⑦
精
神
愛
（arū pa-rā ga

）：
身
体
や
物
質
を
超
え
た
精
神
的

世
界
へ
の
希
求
。

　

⑧
慢
（m

ā na

）：
自
惚
れ
や
プ
ラ
イ
ド
、最
も
微
細
な
も
の

と
し
て
は
主
語
を
伴
わ
ず
に
存
在
す
る
と
い
う
感
覚
へ
の
こ

だ
わ
り11

が
あ
る
。

　

⑨
浮
つ
き
（uddhaca

）：
落
ち
着
き
の
無
さ
。善
い
こ
と
に

こ
だ
わ
る
こ
と
に
よ
る
心
の
浮
つ
き
。

　

⑩
無
明
（avijjā

）：
今
こ
こ
に
気
づ
か
ず
、
何
を
し
て
い
る

の
か
、本
当
は
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
な
ど
を
知
ら
な
い
こ

と
。2

｜
4

解
脱
へ
の
道
の
り

　

相
応
部
の
『
原
因
に
つ
い
て
の
教
え
（upanisā -sutta

19

）』
で

は
、解
脱
し
て
煩
悩
（
束
縛
）
が
根
絶
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
智

慧
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
に
つ
い
て
、そ
の
原
因
を
探
っ

て
ゆ
く
道
筋
が
説
き
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
解
脱
へ
の

縁
起
」
と
も
呼
ば
れ
る
経
典
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
要

素
の
中
核
部
分
を
列
挙
し
て
簡
単
な
考
察
を
付
す
。

　

①
根
絶
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
智
慧
（khaye ñā n

■ a

）
の
原
因

は
、解
脱
（vim

utti

）
で
あ
る
。

　

②
解
脱
の
原
因
は
、離
貪
（virā ga

）
で
あ
る
。

　

③
離
貪
の
原
因
は
、厭
離
（nibbidā

）
で
あ
る
。
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④
厭
離
の
原
因
は
、
如
実
知
見
（yathā bhū tañā n

■ dassana

）

で
あ
る
。

　

⑤
如
実
知
見
の
原
因
は
、三
昧
（sam

ā dhi

）
で
あ
る
。

　

⑥
三
昧
の
原
因
は
、安
楽
（sukha

）
で
あ
る
。

　

⑦
安
楽
の
原
因
は
、鎮
静
（passaddhi

）
で
あ
る
。

　

⑧
鎮
静
の
原
因
は
、喜
び
（pī ti

）
で
あ
る
。

　

⑨
喜
び
の
原
因
は
、和
み
（pā m

ojja

）
で
あ
る
。

　

⑩
和
み
の
原
因
は
、信
仰
（saddhā
）
で
あ
る
。

　

⑪
信
仰
の
原
因
は
、苦
し
み
（dukkha
）
で
あ
る
。

　

ブ
ッ
ダ
が
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
に
よ
っ
て
開
拓
し
た
新

境
地
は
、三
昧
か
ら
如
実
知
見
を
経
て
解
脱
に
至
る
プ
ロ
セ

ス
で
あ
っ
た
。解
脱
以
前
に
出
会
っ
た
ヨ
ー
ガ
や
精
神
修
行

の
世
界
で
は
、三
昧
か
ら
神
秘
体
験
を
経
て
実
存
的
苦
悩
が

再
生
産
さ
れ
る
ル
ー
プ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
。

　

こ
こ
で
如
実
知
見
か
ら
厭
離
に
至
る
過
程
は
、『
清
浄
道

論
』
で
は
①
生
滅
を
繰
り
返
し
見
つ
め
る
智
慧

（udayabbayā nupassanā ñā n
■ a

）、
②
壊
滅
を
繰
り
返
し
見
つ
め

る
智
慧
（bhangā nupassanā ñā n

■ a

）、
③
恐
れ
の
現
わ
れ
を
見

る
智
慧
（bhayatupat■ t■ hā nañā n

■ a

）、④
危
う
さ
を
繰
り
返
し
見

つ
め
る
智
慧
（ā dī navanupassanā ñā n

■ a

）
と
し
て
詳
述
さ
れ
て

い
る11

。

　

恐
れ
や
危
う
さ
を
見
つ
め
る
智
慧
と
は
、そ
れ
ま
で
確
信

し
て
い
た
世
界
観
や
自
我
理
想
な
ど
を
手
放
す
際
に
体
験
す

る
悲
嘆
や
抑
う
つ
を
含
む
。こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義

に
お
け
る
魂
の
暗
夜
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、こ
う
し
た

瞑
想
過
程
を
体
験
す
る
こ
と
は
、何
ら
か
の
対
象
喪
失
に
よ

る
苦
し
み
の
渦
中
に
あ
る
人
々
へ
の
共
感
と
寄
り
添
い
の
能

力
を
高
め
る
効
果
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
仏
教
に
お
け
る
信
仰
と
は
、
心
を
ど
の
よ
う
に
置

く
か
、物
事
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
無
意
識
的

な
思
考
の
枠
組
み
を
さ
す
。
実
存
的
な
苦
し
み
に
対
し
て
、

そ
う
し
た
考
え
方
や
受
け
と
め
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
現

実
世
界
を
生
き
抜
く
勇
気
が
生
ま
れ
、
意
味
が
見
出
さ
れ
、

心
が
澄
み
切
っ
て
く
る
と
い
う
作
用
が
あ
る
。

3
｜
1

仏
教
瞑
想
と
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

　

ジ
ョ
ン
・
カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
が
一
九
七
九
年
に
マ
サ
チ
ュ
ー

セ
ッ
ツ
大
学
メ
デ
ィ
カ
ル
セ
ン
タ
ー
の
ス
ト
レ
ス
ク
リ
ニ
ッ

ク
で
創
始
し
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
に
基
づ
い
た
ス
ト

レ
ス
緩
和
法
（
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
）
は
、初
期
に
は
治
療
困
難
な
慢
性

疼
痛
へ
の
対
処
法
と
し
て
成
果
を
上
げ
、次
第
に
摂
食
障
害

や
パ
ニ
ッ
ク
障
害
な
ど
の
心
理
的
な
問
題
に
も
効
果
の
あ
る

こ
と
が
検
証
さ
れ
て
、今
で
は
保
険
の
適
用
も
認
め
ら
れ
て

医
療
や
ヘ
ル
ス
ケ
ア
の
主
流
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。一
九

九
五
年
か
ら
はCenter	for	M

indfulness

が
設
立
さ
れ
、

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
研
修
な
ど
を
含
め
て
そ
の
活
動
を
充
実
さ

せ
て
い
る
。
八
週
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
内
容
は
『
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
ス
ト
レ
ス
低
減
法
』
の
中
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
、
最

近
で
は
日
本
で
も
ホ
ス
ピ
ス
ケ
ア
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑

想
を
応
用
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
始
ま
っ
て
い
る
。

　

カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
は
、マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
法
」
は
、“
注
意
集
中
力
”
を

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
応
用
可
能
性

3

高
め
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
体
系
的
に
組
み
立
て

た
も
の
で
す
。こ
れ
は
ア
ジ
ア
の
仏
教
に
ル
ー
ツ
を
も
つ

瞑
想
の
一
つ
の
形
式
を
基
本
と
し
て
い
ま
す
。注
意
を
集

中
す
る
と
い
う
こ
と
は
、“
一
つ
ひ
と
つ
の
瞬
間
に
意
識

を
向
け
る
”
と
い
う
単
純
な
方
法
で
す
。
こ
の
力
は
、
今

ま
で
は
全
く
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
、意
識
的
に

注
意
を
は
ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
高
ま
っ
て
き
ま
す
。つ
ま

り「
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
法
」は
、リ
ラ
ク
セ
ー
シ
ョ

ン
（
緊
張
が
ゆ
る
み
、安
ら
い
で
い
る
状
態
）
や
注
意
力
、意

識
、
洞
察
力
を
も
た
ら
す
潜
在
的
な
能
力
を
活
か
し
て
、

自
分
の
人
生
を
上
手
に
管
理
す
る
新
し
い
力
を
開
発
す

る
た
め
の
体
系
的
な
方
法
な
の
で
す11

。

　　

伝
統
的
な
仏
教
瞑
想
が
止
観
と
し
て
集
中
力
と
洞
察
力
の

養
成
を
明
確
に
区
別
し
て
説
明
し
て
き
た
の
に
対
し
て
、現

代
的
な
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
で
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
い
う
呼
称
の

う
ち
に
両
者
を
包
括
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

3
｜
2

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
と
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ

　

カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
に
よ
る
と
、患
者
は
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に

参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
違
え
る
よ
う
な
変
化
を
見
せ
る

が
、抱
え
て
い
る
病
気
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。

　

こ
の
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
来
て
、彼
の
心
臓
疾
患
が
治
っ
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病
状
は
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
終
了

し
た
と
き
も
、
来
た
と
き
と
同
じ
で
す
。
し
か
し
、
こ
こ

へ
来
た
と
き
は
、彼
は
自
分
を
病
人
だ
と
思
い
こ
ん
で
い

ま
し
た
。絶
望
感
に
襲
わ
れ
て
い
た
心
臓
病
患
者
だ
っ
た

わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
八
週
間
た
っ
た
と
き
、
彼
は
健

第一章　仏教瞑想の射程とマインドフルネスの応用可能性
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康
そ
う
で
幸
せ
そ
う
に
見
え
ま
し
た
。
病
気
や
仕
事
と

い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
か
か
え
て
い
て
も
、人
生
に

喜
び
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
す
。
彼
は
、
自
分
を
心
臓
病

患
者
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、一
人
の
人
間
と
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す11

。

　

こ
う
し
た
表
現
は
、病
気
で
あ
る
こ
と
を
受
容
し
て
健
康

に
生
き
る
道
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一

九
九
八
年
に
Ｗ
Ｈ
Ｏ
が
健
康
の
定
義
を
改
正
す
る
動
き
を
始

め
て
、「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
」
と
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
」
と
い
う

二
つ
の
言
葉
を
旧
来
の
定
義
に
追
加
し
よ
う
と
し
て
い
る
流

れ
に
も
深
く
つ
な
が
っ
た
現
象
で
あ
る
。新
し
い
健
康
の
定

義
案
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
「
健
康
と
は
、
単
に
病
気
や
虚
弱
さ
が
な
い
だ
け
で
は
な

く
、身
体
的
、心
理
的
、社
会
的
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
に
完
全

に
良
好
な
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
状
態
で
あ
る11

」

　

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
状
態
と
は
、人
生
は
山
あ
り
谷
あ
り
の

変
化
の
連
続
で
、病
気
や
死
ぬ
こ
と
を
含
め
て
さ
ま
ざ
ま
な

景
色
や
天
候
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
身
体
的
、
心

理
的
、
社
会
的
に
ど
の
よ
う
な
逆
境
に
出
会
っ
て
も
、
そ
こ

で
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
て
、
希
望
や
喜
び
を

持
っ
て
最
後
ま
で
生
き
抜
い
て
ゆ
け
る
力
を
与
え
て
く
れ
る

の
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
し
て
現
わ
れ
る
健
康
を
支
え

る
第
四
の
窓
口
な
の
で
あ
る
。

　

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
は
、伝
統
的
な
宗
教
の
枠
に
囚

わ
れ
ず
に
瞑
想
の
本
質
を
現
代
社
会
に
活
か
し
て
ゆ
こ
う
と

す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
動
き
の
一
つ
の
典
型
な
の
で
あ

る
。

3
｜
3

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
の
実
践
例

　

カ
バ
ッ
ト
ジ
ン
は
、マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
法
に
つ
い

て
、「“
何
も
し
な
い
”
こ
と
を
学
ぶ11

」
と
い
う
表
現
を
用
い

て
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
存
在
す
る
こ
と
」
を
学
ぶ
こ

と
で
あ
り
、
意
図
的
に
何
か
を
す
る
の
を
や
め
て
“
今
”
と

い
う
瞬
間
の
中
で
自
分
を
解
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、生
き
て

い
る
こ
と
や
存
在
し
て
い
る
こ
と
の
本
質
に
ふ
み
こ
も
う
と

す
る
こ
と
な
の
だ
と
い
う
。

　

具
体
的
な
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
の
中
核
と
な
る
の
は

呼
吸
瞑
想
で
あ
る
。そ
こ
で
は
呼
吸
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る

の
で
は
な
く
、
鼻
で
あ
れ
胸
で
あ
れ
腹
で
あ
れ
、
呼
吸
に
連

れ
た
空
気
の
流
れ
や
身
体
の
動
き
の
感
覚
を
あ
り
の
ま
ま
に

見
つ
め
よ
う
と
注
意
を
集
中
さ
せ
る
。心
は
自
然
に
さ
迷
い

出
す
も
の
で
あ
る
が
、そ
の
た
び
に
意
識
を
呼
吸
に
連
れ
戻

す
。
こ
う
し
た
繰
り
返
し
を
通
し
て
、
自
然
に
自
分
の
心
が

観
察
で
き
る
よ
う
に
な
り
、日
常
生
活
の
中
で
い
か
に
無
意

識
的
に
自
分
を
見
失
っ
て
い
る
の
か
に
気
づ
き
や
す
く
な
っ

て
ゆ
く
。こ
の
訓
練
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
カ

バ
ッ
ト
ジ
ン
は
こ
う
語
っ
て
い
る
。

　

瞑
想
を
行
う
と
き
は
、呼
吸
が
注
意
力
を
つ
な
ぎ
と
め

る
役
割
を
果
た
し
ま
す
。体
の
奥
の
呼
吸
を
感
じ
ら
れ
る

場
所
に
注
意
を
集
中
す
る
と
、表
面
で
は
揺
れ
動
い
て
い

て
も
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
安
ら
い
だ
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。
す
こ
し
の
あ
い
だ
、
呼
吸
に
注
意
を
集
中
す
る
だ
け

で
、
水
面
が
波
立
っ
て
い
て
も
、
風
の
影
響
を
受
け
ず
に

お
だ
や
か
な
海
の
奥
の
よ
う
な
、緊
張
状
態
の
影
響
を
受

け
な
い
で
す
む
場
所
に
移
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。こ

れ
は
、自
分
自
身
の
内
部
に
平
和
な
場
所
を
作
る
う
え
で

非
常
に
効
果
的
な
方
法
で
す11

。

　

こ
う
し
た
呼
吸
瞑
想
は
毎
日
時
間
を
決
め
て
訓
練
す
る

「
正
式
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
と
、日
常
生
活
の
中
で
折
に
触
れ

て
行
う
「
ふ
だ
ん
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
と
に
分
け
て
実
践
さ

れ
る
。

　

呼
吸
法
を
中
心
と
し
て
、
丁
寧
に
食
べ
る
瞑
想
、
歩
く
瞑

想
、
全
身
を
感
じ
て
ゆ
く
ボ
デ
ィ
ー
ス
キ
ャ
ン
、
ヨ
ー
ガ
の

ポ
ー
ズ
を
用
い
て
体
と
心
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
瞑
想
な
ど

が
適
宜
組
み
合
わ
さ
れ
て
実
践
さ
れ
て
ゆ
く
。こ
う
し
た
訓

練
を
通
し
て
患
者
は
自
分
の
体
の
感
覚
に
注
意
を
向
け
て
体

を
感
じ
と
り
“
体
の
声
”
を
尊
重
す
る
こ
と
を
学
ん
で
ゆ
く
。

呼
吸
瞑
想
、ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
と
な
ら
ん
で
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
の
三

本
柱
の
一
つ
で
あ
る
ヨ
ー
ガ
瞑
想
法
に
つ
い
て
カ
バ
ッ
ト
ジ

ン
は
こ
う
語
る
。

　

ス
ト
レ
ス
・
ク
リ
ニ
ッ
ク
で
行
う
ヨ
ー
ガ
瞑
想
法
の

基
本
原
則
は
、
各
人
が
意
識
的
に
、“
自
分
の
体
の
発
す

る
信
号
”
を
読
み
取
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
分
の
体

が
あ
な
た
に
伝
え
て
い
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
、そ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
あ
な
ど
ら
ず
に
十
分
に
尊
重
す
る
と
い
う
こ

と
が
大
切
な
の
で
す
。

　

あ
な
た
の
体
の
声
を
聴
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
あ
な

た
だ
け
で
す
。
成
長
し
、
癒
し
た
い
と
思
う
な
ら
、
責
任

を
も
っ
て
体
の
声
を
聴
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。体
は
人
に

よ
っ
て
違
い
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
限
界
を
知
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
限
界
は
、
慎
重
に
注
意
を
集
中
し

て
、
時
間
を
か
け
て
、
ゆ
っ
く
り
と
探
し
出
す
し
か
あ
り

ま
せ
ん11

。
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痛
み
に
向
か
い
合
う
こ
と
も
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
重
要
な

テ
ー
マ
で
あ
る
。そ
こ
で
は
痛
み
と
共
に
生
き
る
姿
勢
が
教

え
ら
れ
、痛
み
の
受
け
入
れ
方
や
痛
み
に“
静
か
に
、優
し
く
、

そ
れ
で
い
て
し
っ
か
り
と
、そ
の
痛
み
に
注
意
を
集
中
す
る
”

ア
プ
ロ
ー
チ
が
訓
練
さ
れ
る
。こ
う
し
て
患
者
は
痛
い
と
い

う
感
覚
に
対
す
る
自
分
の
思
い
や
感
情
に
気
づ
く
よ
う
に
な

る
。
痛
み
を
「
悪
い
も
の
で
あ
る
」
と
決
め
付
け
た
り
、「
受

け
入
れ
た
く
な
い
、
消
え
去
っ
て
ほ
し
い
」
と
願
う
思
い
を

手
放
す
こ
と
が
で
き
る
と
、痛
み
の
感
覚
を
受
け
入
れ
る
準

備
が
整
う
。こ
う
し
て
痛
み
を
客
観
的
に
観
察
で
き
る
傍
観

者
的
な
見
方
が
体
得
さ
れ
る
と
、
名
称
や
感
情
や
思
考
、
意

見
や
信
念
な
ど
を
超
え
た
純
粋
な
存
在
と
し
て
自
分
を
感
じ

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。そ
の
あ
り
よ
う
を
カ
バ
ッ

ト
ジ
ン
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
思
い
や
感
情
を
手
放
す
と
、す
べ
て
の
概
念

が
静
寂
の
中
に
溶
け
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る

も
の
を
超
え
た
意
識
だ
け
が
残
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

静
寂
の
中
で
、“
自
分
は
、
自
分
の
体
と
は
別
の
存
在
で

あ
る
”
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
で
す
。
体
と
い
う
の
は
、

一
緒
に
人
生
を
歩
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
伴
侶

で
あ
り
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
自
分
の
も

の
で
は
な
い
の
で
す
。
便
利
で
不
思
議
な
媒
体
で
す
が
、

自
分
で
は
な
い
の
で
す
。

　

体
が
自
分
で
は
な
い
と
い
う
な
ら
、“
体
の
痛
み
”
も
自

分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
自
己

の
存
在
感
に
入
り
こ
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、あ
な
た
と
“
体

の
痛
み
”
と
の
関
係
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。あ
な
た
も
、瞑

想
を
通
じ
て
こ
う
い
う
体
験
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、痛

み
を
受
け
入
れ
る
余
裕
を
作
り
だ
し
、痛
み
と
共
に
生
き

る
自
分
な
り
の
方
法
を
開
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
で
し
ょ
う11

。

　

こ
れ
は
伝
統
仏
教
に
お
け
る
有
身
見
の
超
越
の
現
代
的
な

説
明
に
他
な
ら
な
い
。

3
｜
4

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
の
応
用
的
発
展

　

Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
を
さ
ら
に
医
療
の
分
野
に
知
ら
し
め
た
の
は
、

テ
ィ
ー
ズ
デ
ー
ル
ら
が
Ｍ
Ｂ
Ｓ
Ｒ
を
取
り
入
れ
て
う
つ
病
の

再
発
防
止
の
た
め
の
認
知
療
法
（M

indfulness based 

cognitive therapy

：
Ｍ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
）
を
開
発
し
、
そ
の
有
効
性
が

検
証
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た11

。
ま
た
、
治
療
者
が
振
り
回
さ

れ
て
対
応
が
最
も
難
し
い
と
い
わ
れ
る
境
界
性
人
格
障
害
に

対
し
て
、禅
に
基
づ
い
た
弁
証
法
的
行
動
療
法
（
Ｄ
Ｂ
Ｔ
）
を

創
始
し
た
マ
ー
シ
ャ
・
リ
ネ
ハ
ン
は
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

の
本
質
を
脱
中
心
化
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
応
用
実
践
し
て

い
る12

。

　

Ｄ
Ｂ
Ｔ
と
並
ん
で
第
三
世
代
の
認
知
療
法
と
し
て
最
近
日

本
に
も
広
ま
り
つ
つ
あ
る
Ｓ
・
Ｃ
・
ヘ
イ
ズ
の
ア
ク
セ
プ
タ

ン
ス
＆
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
セ
ラ
ピ
ー
（
Ａ
Ｃ
Ｔ
）
に
お
い

て
は
、デ
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
と
い
う
呼
び
名
で
脱
中
心
化
が
行

わ
れ
る
。
Ａ
Ｃ
Ｔ
で
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
感
情
や
思
考
を
観

察
・
受
容
す
る
こ
と
や
自
分
の
価
値
を
再
発
見
・
再
自
覚
し

て
自
ら
の
ペ
ー
ス
で
行
動
し
て
ゆ
く
こ
と
が
ア
ク
セ
プ
タ
ン

ス
と
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
背
景
に
は
、
今
こ
の
瞬
間
と
の
接
触
に
よ
っ
て

と
ら
わ
れ
か
ら
脱
し
て
心
の
柔
軟
性
を
養
う
と
い
う
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
の
実
践
が
活
か
さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め

　

仏
教
瞑
想
に
お
け
る
自
覚
や
洞
察
の
実
践
と
解
脱
や
悟
り

の
智
慧
が
、マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ

に
よ
っ
て
、現
代
の
医
療
や
心
理
療
法
に
お
い
て
再
構
築
さ

れ
て
い
る
様
子
を
概
観
し
て
き
た
。本
論
で
取
り
上
げ
た
Ｍ

Ｂ
Ｓ
Ｒ
、Ｍ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
、Ｄ
Ｂ
Ｔ
、Ａ
Ｃ
Ｔ
以
外
に
も
Ａ
・
ミ
ン

デ
ル
の
プ
ロ
セ
ス
指
向
心
理
学
に
お
け
る
ア
ウ
ェ
ア
ネ
ス
や

セ
ン
シ
エ
ン
ト11

、Ｒ
・
ク
ル
ツ
の
ハ
コ
ミ
・
セ
ラ
ピ
ー
の
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
や
ラ
ビ
ン
グ
・
プ
レ
ゼ
ン
ス11

な
ど
、
仏
教

瞑
想
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
た
新
世
代
の
心
理
療
法
は
少

な
く
な
い
。

　

ま
た
、Ｍ
・
エ
プ
ス
タ
イ
ン
の
よ
う
に
精
神
科
医
と
し
て

精
神
分
析
と
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
瞑
想
を
同
時
に
実
践
し
な
が

ら
空
と
い
う
仏
教
概
念
を
心
理
療
法
の
中
に
位
置
づ
け
よ
う

と
す
る
画
期
的
な
試
み
も
す
で
に
一
定
の
評
価
を
得
て
い

る
。エ
プ
ス
タ
イ
ン
の
画
期
的
な
著
書
の
タ
イ
ト
ル
で
あ
る

Thoughts w
ithout a thinker

33

と
い
う
言
葉
は
、ビ
オ
ン
を
引

用
し
た
も
の
で
あ
る
が
、西
洋
的
な
文
脈
の
中
で
仏
教
瞑
想

の
真
髄
が
確
実
に
根
付
き
つ
つ
あ
る
こ
と
の
傍
証
な
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、こ
う
し
た
新
世
代
の
心
理
療
法
に
お
け
る
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
潮
流
に
つ
い
て
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
が
、今
後
の
テ
ー
マ
と
し
て
あ
ら
た
め
て
取
り
上

げ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

注１　
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中
部
ア
フ
リ
カ
の
熱
帯
雨
林
に
は
「
森
の
民
」
と
呼
ば
れ

る
ピ
グ
ミ
ー
系
狩
猟
採
集
民
が
居
住
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、

古
く
か
ら
、少
な
く
と
も
数
千
年
前
か
ら
の
森
に
棲
ん
で
き

た
人
々
で
あ
り
、
狩
猟
採
集
を
営
ん
で
き
た
。
数
百
年
以
上

前
か
ら
、農
耕
民
諸
集
団
と
の
接
触
や
近
代
化
の
影
響
を
受

け
る
中
で
生
業
経
済
や
生
活
文
化
に
お
い
て
、様
々
な
変
化

が
進
ん
で
い
る
が
、現
在
で
も
彼
ら
の
多
く
が
森
の
中
の
狩

猟
採
集
生
活
に
強
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ
て
い
る
。

私
は
、カ
メ
ル
ー
ン
の
熱
帯
雨
林
で
そ
の
う
ち
の
一
集
団
で

あ
る
バ
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
と
そ
の
近
隣
農
耕
民
の
一
集
団
で
あ

る
バ
ク
ウ
ェ
レ
と
出
会
い
、二
〇
〇
二
年
か
ら
現
在
に
至
る

ま
で
人
類
学
的
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
継
続
し
て
い
る
。

　

バ
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
と
バ
ク
ウ
ェ
レ
の
人
た
ち
は
、
同
じ
地

域
で
隣
り
合
っ
て
居
住
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、他
の

地
域
の
ピ
グ
ミ
ー
系
住
民
と
バ
ン
ツ
ー
系
農
耕
民
の
間
で
見

な
ぜ
、ピ
グ
ミ
ー
た
ち
は
わ
た
し
の

緊
張
を
解
く
こ
と
が
で
き
る
の
か

1

ら
れ
る
よ
う
な
対
照
的
な
ラ
イ
フ
・
ス
タ
イ
ル
や
価
値
観
の

も
と
で
生
き
て
い
る
。両
集
団
の
モ
ノ
感
覚
に
つ
い
て
の
相

違
に
つ
い
て
は
、『
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
』第
二
号（
大
石
、

二
〇
〇
八
年
）
ほ
か
で
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
、こ
こ

で
は
繰
り
返
さ
な
い
。

　

本
稿
で
は
、バ
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
の
人
々
の
も
つ
、「
身
を
ほ

ぐ
し
、
心
を
ほ
ぐ
す
」
技
術
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
彼

ら
の
動
き
は
軽
快
で
む
だ
が
な
い
。か
と
い
っ
て
張
り
つ
め

た
感
じ
が
す
る
わ
け
で
は
な
い
。な
に
よ
り
も
不
思
議
な
の

は
、
私
も
そ
う
だ
が
バ
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
の
人
々
と
出
会
っ
た

多
く
の
研
究
者
は
、
彼
ら
の
も
つ
「
柔
ら
か
い
イ
ン
タ
ラ
ク

シ
ョ
ン
」（
木
村
、二
〇
〇
三
年
）
に
圧
倒
さ
れ
包
み
込
ま
れ
て

し
ま
う
こ
と
だ
。そ
れ
は
、文
字
通
り
「
や
わ
ら
か
い
」
と
か

「
優
し
い
」
と
か
「
ふ
わ
ふ
わ
し
た
」
と
い
っ
た
形
容
詞
が
与

え
ら
れ
う
る
。
彼
ら
の
発
す
る
会
話
（
た
だ
し
、
酔
っ
払
っ
た

時
を
除
く
）
や
「
ふ
ん
わ
か
」
と
し
た
場
の
空
気
に
触
れ
て
い

る
だ
け
で
、
こ
ち
ら
ま
で
「
ふ
ん
わ
か
」
と
し
た
心
も
ち
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う
い
っ
た
特
徴

は
バ
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
だ
け
で
は
な
く
他
の
狩
猟
採
集
民
集
団

の
多
く
に
も
言
え
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
、と
私
は
考
え

た
。
い
っ
た
い
ど
う
し
て
、
彼
ら
は
私
の
緊
張
を
解
く
こ
と

が
で
き
る
の
か
。
こ
の
短
い
エ
ッ
セ
イ
は
、
そ
の
理
由
を
考

え
る
上
で
の
ひ
と
つ
の
前
仮
説
的
着
想
で
あ
る
。

　

人
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
「
い
の
ち
」
を
維
持
し
、
つ

な
い
で
ゆ
く
こ
と
を
生
存
と
す
る
な
ら
ば
、子
ど
も
を
安
全

に
生
み
、
育
て
る
技
術
は
「
生
存
の
た
め
の
ワ
ザ
」
の
中
で

も
最
も
重
要
な
根
幹
を
な
す
も
の
だ
ろ
う
。直
立
二
足
歩
行

を
可
能
に
し
た
ヒ
ト
の
身
体
は
、同
時
に
骨
盤
が
狭
く
な
り

難
産
に
な
り
や
す
い
と
い
う
困
難
を
も
た
ら
し
た
。無
事
な

出
産
を
成
り
立
た
せ
る
技
術
に
は
様
々
な
要
素
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、と
く
に
産
婦
さ
ん
と
赤
ち
ゃ
ん
を
ど
う
リ
ラ
ッ

ク
ス
さ
せ
る
か
と
い
う
技
術
に
注
目
し
た
い
。

　

日
本
に
お
け
る
映
像
民
俗
学
の
草
分
け
の
一
人
で
あ
る
姫

出
産
時
に
お
け
る
赤
ん
坊
を

笑
わ
せ
る
ワ
ザ

2

第
二
章

身
を
ほ
ぐ
し
、心
を
ほ
ぐ
す

技
術
と
平
和
力

─
─
出
産
・
武
術
・
狩
猟
を
貫
く「
生
存
の
た
め
の
ワ
ザ
」を
構
想
す
る

大
石
高
典 

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

か
ら
だ
と
ワ
ザ

第
2
部	

第二章　身をほぐし、心をほぐす技術と平和力 ──出産・武術・狩猟を貫く「生存のためのワザ」を構想する
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田
忠
義
は
、『
子
育
て
の
民
俗
を
た
ず
ね
て
』（
一
九
八
三
年
）
と

い
う
著
書
の
冒
頭
で
、「
産
ま
れ
て
く
る
赤
ち
ゃ
ん
は
、み
ん
な

喜
ん
で
こ
の
世
の
中
に
出
て
き
ま
す
よ
」
と
い
う
青
木
愛
子
さ

ん
と
い
う
ア
イ
ヌ
の
産
婆
さ
ん
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
。

　

は
じ
め
て
お
婆
さ
ん
が
そ
う
い
っ
た
の
は
、長
井
さ
ん

夫
妻
が
連
れ
て
い
っ
て
い
た
生
後
何
カ
月
か
の
彼
ら
の

赤
ち
ゃ
ん
を
実
験
台
に
し
て
、赤
ち
ゃ
ん
の
と
り
あ
げ
方

を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
み
せ
た
と
き
だ
と
い
い
ま
す
。

　

た
ま
た
ま
逆
子
の
と
り
あ
げ
方
の
こ
と
に
な
り
、お
婆

さ
ん
が
、こ
の
ま
ま
だ
と
顎
が
ひ
っ
か
か
る
か
ら
こ
こ
を

こ
う
持
っ
て
、と
や
る
と
赤
ち
ゃ
ん
が
声
を
出
し
て
笑
い

ま
し
た
。
そ
れ
も
一
度
だ
け
で
な
く
、
何
度
や
っ
て
も
同

じ
よ
う
に
笑
っ
た
そ
う
で
す
。そ
し
て
そ
の
と
き
お
婆
さ

ん
が
「
こ
う
や
っ
て
赤
ち
ゃ
ん
は
喜
ん
で
生
ま
れ
て
く
る

も
ん
だ
」
と
い
っ
た
そ
う
で
す
。

…
（
中
略
）
…

　

笑
う
と
い
う
こ
と
は
緊
張
が
ほ
ぐ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

し
ょ
う
。そ
し
て
緊
張
し
て
い
て
は
顎
が
ひ
っ
か
か
っ
て

出
ら
れ
な
い
逆
子
の
赤
ち
ゃ
ん
が
、緊
張
を
ほ
ぐ
し
て
も

ら
う
こ
と
に
よ
っ
て
楽
に
出
て
こ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
産

婆
で
も
医
者
で
も
な
い
私
に
も
、と
て
も
大
事
な
技
術
だ

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
産
婆
技
術
の
み
で
な
く
、

非
常
に
広
い
一
般
性
な
い
し
普
遍
性
を
持
っ
た
技
術
だ
と

い
え
る
と
私
は
思
い
ま
す
。た
と
え
ば
俳
優
の
訓
練
法
の

中
で
、お
の
れ
の
身
体
の
緊
張
を
ほ
ぐ
す
技
術
を
身
に
つ

け
る
こ
と
が
非
常
に
大
事
な
も
の
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

考
え
て
み
る
と
、こ
の
緊
張
を
ほ
ぐ
す
と
い
う
こ
と
は

た
だ
単
な
る
技
術
の
問
題
で
は
な
く
、人
間
同
士
の
つ
き

あ
い
な
ど
、人
間
そ
の
も
の
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
問
題

で
し
ょ
う
。
緊
張
し
硬
直
し
た
人
間
関
係
は
、
ゆ
き
つ
く

と
こ
ろ
喧
嘩
を
よ
び
お
こ
し
戦
争
を
よ
び
お
こ
し
ま
す
。

（
姫
田
、一
九
八
三
年
、二
二
〜
二
三
頁
）

　

お
そ
ら
く
、姫
田
が
紹
介
し
て
い
る
青
木
さ
ん
の
や
り
方

だ
け
で
は
な
く
、
母
親
の
緊
張
、
そ
し
て
生
ま
れ
て
く
る
赤

ち
ゃ
ん
の
緊
張
を
緩
め
、リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
た
め
の
技
術

は
無
数
に
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
着
目
し

た
い
の
は
、
人
間
に
と
っ
て
、
緊
張
を
解
く
と
い
う
極
め
て

身
体
的
な
ワ
ザ
が
出
生
の
時
点
か
ら
し
て
他
者
と
の
関
わ
り

の
中
で
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
母
親
、
そ
し

て
産
婆
さ
ん
と
の
身
体
的
な
手
掛
か
り
を
通
じ
て
、こ
こ
ろ

が
ほ
ぐ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
赤
ち
ゃ
ん
は
こ
の
世
に
現
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

自
ら
の
い
の
ち
の
存
亡
に
は
、
出
産
と
死
と
い
う
、
一
回

「
他
者
」
の
い
の
ち
と
向
き
合
う

─
─
狩
猟
と
武
術
に
お
け
る
緊
張
解
除

3

限
り
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
し
か
体
験
で
き
な
い
が
、わ
れ

わ
れ
は
、「
他
者
」
の
い
の
ち
と
は
毎
日
向
き
合
っ
て
い
る
。

人
間
も
、他
の
動
物
と
同
様
に
他
の
生
き
物
を
殺
し
て
食
べ

な
け
れ
ば
生
命
を
保
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。し
か
し
、今
日
、

わ
れ
わ
れ
の
生
き
る
産
業
社
会
で
は
、食
糧
生
産
に
お
け
る

分
業
が
極
端
に
進
ん
だ
結
果
、毎
日
食
事
の
際
に
向
き
合
う

動
物
や
植
物
の
い
の
ち
は
既
に
全
体
性
を
失
っ
て
い
る
。高

級
な
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
・
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
っ
て
も
、
す
べ
て

の
食
品
に
つ
い
て
、ど
こ
か
ら
来
た
ど
ん
な
い
の
ち
を
食
し

て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
こ
れ
と
は
逆
に
、
狩

猟
採
集
生
活
に
お
い
て
は
、直
接
的
に
人
間
以
外
の
い
の
ち

と
向
き
合
う
こ
と
が
日
常
で
あ
る
（
写
真
１
・
２
）。
狩
猟
採

集
生
活
が
、動
植
物
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
い
の
ち
と
の

深
い
関
わ
り
の
中
で
営
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、狩
猟
採
集
民

を
対
象
と
し
た
民
族
植
物
学
や
民
族
動
物
学
の
蓄
積
が
語
っ

て
い
る
。
近
代
化
の
過
程
は
、
生
活
の
中
か
ら
、
い
の
ち
が

し
だ
い
に
隠
蔽
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。

　

狩
猟
は
、動
物
と
の
対
峙
・
交
渉
を
必
要
と
す
る
。槍
や
弓

写真１　生け捕りにしたセンザンコウとじゃ
れあうデデ氏

写真２　コウモリで目隠しのポーズをとるメ
ニャタ氏
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矢
を
使
う
猟
で
は
、動
物
を
啼
き
真
似
を
し
て
呼
び
寄
せ
た

り
、あ
る
い
は
動
物
に
気
配
を
悟
ら
れ
ず
近
寄
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。そ
こ
に
あ
る
の
は
動
物
と
の
一
方
的
な
緊
張
関

係
だ
け
で
は
な
い
。
動
物
は
狩
猟
者
を
出
し
抜
き
、
時
に
は

裏
を
か
く
。そ
こ
に
は
、狩
る
者
と
狩
ら
れ
る
者
と
い
っ
た
関

係
を
越
え
た
交
渉
の
世
界
が
あ
る
。待
ち
伏
せ
型
の
罠
猟
で

あ
っ
て
も
、泥
や
土
の
上
に
足
跡
を
見
つ
け
、追
跡
し
、獣
道

を
読
ん
で
罠
を
仕
掛
け
る
だ
け
で
は
な
い
。狩
猟
が
成
功
し

た
な
ら
ば
、罠
に
掛
か
っ
た
獲
物
に
ト
ド
メ
を
刺
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。こ
の
「
殺
す
」
過
程
も
狩
猟
の
結
果
で
あ
る
食

物
獲
得
に
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
獲
物

を
絞
め
る
と
き
、動
物
は
暴
れ
る
こ
と
が
あ
る
。一
旦
暴
れ
る

と
、
動
物
は
興
奮
し
て
ま
す
ま
す
暴
れ
る
。
結
果
的
に
血
抜

き
が
う
ま
く
行
か
ず
、血
が
全
身
に
回
っ
て
生
臭
く
な
っ
て

し
ま
う
。い
か
に
う
ま
く
血
抜
き
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
獣

肉
を
お
い
し
く
食
べ
る
た
め
に
と
て
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る

（
写
真
３
）。不
必
要
な
苦
痛
を
与
え
ず
に
、動
物
を
リ
ラ
ッ
ク

ス
さ
せ
一
気
に
ト
ド
メ
を
刺
し
て
あ
げ
る
の
で
あ
る
。

　

か
つ
て
、自
然
人
類
学
で
は
人
類
が
狩
猟
具
を
発
明
し
た

と
き
、そ
れ
が
動
物
だ
け
で
は
な
く
同
じ
仲
間
の
人
類
を
襲

う
の
に
も
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
仮
説
が
唱
え

ら
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
狩
猟
民
は
極
め
て
暴
力
的
な
イ

メ
ー
ジ
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
が
、実
際
に
は
暴
力
的
な
狩

猟
採
集
民
像
を
証
明
す
る
よ
う
な
証
拠
は
、
化
石
か
ら
も
、

同
時
代
を
生
き
る
狩
猟
採
集
民
社
会
の
研
究
か
ら
も
得
ら
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
山
極
、二
〇
〇
七
）。

　

こ
こ
で
は
、こ
う
い
っ
た
狩
猟
と
戦
争
の
関
連
を
議
論
す

る
文
脈
か
ら
は
離
れ
、
武
術
に
お
け
る
自
ら
と
、
さ
ら
に
は

戦
う
べ
き
相
手
ま
で
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
て
し
ま
う
ワ
ザ
に
つ

い
て
描
写
し
た
あ
る
漫
画
作
品
の
シ
ー
ン
を
引
用
し
、狩
猟

活
動
に
お
け
る
狩
猟
者
と
動
物
の
関
係
と
対
比
し
て
み
る
。

狩
猟
を
暴
力
に
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、逆
の
こ
と
を
考

え
て
み
る
た
め
に
。

　
『
バ
ガ
ボ
ン
ド
』
は
、
吉
川
英
治
に
よ
る
『
宮
本
武
蔵
』
を

原
作
に
井
上
雄
彦
が
漫
画
に
し
た『
モ
ー
ニ
ン
グ
』（
講
談
社
）

に
現
在
連
載
継
続
中
の
作
品
で
あ
る
。こ
の
作
品
の
第
二
六

〜
二
七
巻
は
、有
名
な
一
乗
寺
下
が
り
松
で
の
宮
本
武
蔵
と

吉
岡
道
場
一
門
七
〇
余
名
の
決
闘
の
場
面
を
描
写
し
て
い

る
。
凄
惨
な
七
〇
人
切
り
の
中
で
、
武
蔵
が
か
つ
て
奈
良
を

修
行
中
に
出
会
っ
た
柳
生
家
の
老
人
が
お
化
け
の
よ
う
な
格

好
を
し
て
現
れ
て
き
て
、と
き
ど
き
力
ん
で
固
く
な
る
武
蔵

に
つ
ぶ
や
く
。
そ
こ
で
、
老
人
か
ら
武
蔵
に
た
い
し
て
表
現

さ
れ
て
い
る
ア
ド
バ
イ
ス
は
、い
か
に
激
し
い
斬
り
合
い
の

中
に
あ
っ
て
も
「
や
わ
ら
か
い
空
気
」
の
中
に
い
る
限
り
は

決
し
て
負
け
る
気
は
し
な
い
も
の
だ
が
、力
む
と
そ
の
よ
う

な
空
気
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、た
ち
ま
ち
危
う
く
な
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
老
人
は
、
謎
か
け
の
よ
う
に

次
の
言
葉
を
足
し
て
い
る
。

「
こ
の
や
ら
か
い
空
気
に
包
ま
れ
て
い
る
限
り
斬
ら
れ
る

気
は
せ
ぬ
も
の
よ
…
そ
の
う
ち
そ
の
空
気
は
相
手
を
も

包
む
ほ
ど
の
び
て
─
─
─
─
そ
し
た
ら
ど
う
な
る
と
思

う
武
蔵
よ
…
…
？
」（
井
上
、二
〇
〇
七
：『
バ
ガ
ボ
ン
ド
』
二

七
巻
＃
二
三
六
）

　

こ
の
、
武
蔵
へ
の
問
い
か
け
に
、
漫
画
の
中
で
は
武
蔵
か

ら
の
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
想

定
さ
れ
て
い
る
の
は
、切
る
者
と
切
ら
れ
る
者
と
い
っ
た
区

分
を
越
え
た
同
一
化
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
敵
味
方
は
超

越
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
漫
画
の
中
で

は
、
武
蔵
は
斬
り
続
け
、
一
人
生
き
残
る
こ
と
に
な
る
の
で

あ
る
。

　

相
手
と
戦
い
倒
す
た
め
の
は
ず
の
武
術
の
、一
つ
の
到
達

点
が
平
和
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
気
づ
き
を
狩
猟
に
あ

て
は
め
る
こ
と
は
荒
唐
無
稽
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、

同
種
か
他
種
か
と
い
う
重
大
な
相
違
を
越
え
て
、狩
猟
者
が

狩
猟
実
践
の
中
で
こ
の
よ
う
な
境
地
に
至
る
こ
と
は
あ
り
得

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。狩
猟
実
践
に
少
年
期
か
ら
参
加

し
、
動
物
と
い
う
「
他
者
」
の
い
の
ち
に
向
き
合
い
続
け
る

こ
と
が
、狩
猟
民
の
身
体
や
こ
こ
ろ
を
お
の
ず
か
ら
ほ
ぐ
し
、

向
き
合
う
相
手
を
も
ほ
ぐ
し
て
し
ま
う
と
い
う
力
を
身
に
つ

け
さ
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

　

バ
カ
・
ピ
グ
ミ
ー
た
ち
の
発
す
る
「
や
わ
ら
か
さ
」
は
、

井
上
雄
彦
の
描
く
武
蔵
の
事
例
と
異
な
る
点
も
あ
る
。一
人

一
人
も
そ
れ
を
発
し
て
い
る
の
だ
が
、生
き
て
い
る
場
全
体

平
和
と
い
う
「
生
存
の
た
め
の
ワ
ザ
」

4

第二章　身をほぐし、心をほぐす技術と平和力 ──出産・武術・狩猟を貫く「生存のためのワザ」を構想する
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か
ら
発
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
集
団
的
で
あ
り
、

強
い
社
会
性
を
伴
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

西
田
正
規
は
、「
社
会
進
化
と
平
和
力
」
と
い
う
論
考
に
お

い
て
、ヒ
ト
化
の
過
程
で
平
和
力
が
進
化
し
た
理
由
の
一
つ

を
身
体
の「
セ
ク
シ
ー
化
」と
集
団
的
な「
酩
酊
」に
求
め
た
。

確
か
に
ヒ
ト
の
身
体
は
他
の
類
人
猿
に
比
べ
て
も
大
変
セ
ク

シ
ー
で
あ
り
、お
ま
け
に
発
情
期
が
分
か
ら
な
い
。

　

身
体
接
触
を
伴
う
性
交
や
育
児
な
ど
の
場
面
に
お
い

て
、
私
た
ち
の
身
体
は
親
密
、
平
和
、
安
ら
ぎ
な
ど
と
表

現
し
て
い
る
感
覚
に
深
く
包
ま
れ
、警
戒
心
や
攻
撃
性
は

感
情
の
裏
に
隠
れ
て
し
ま
う
。
…
（
中
略
）
…
つ
ま
り
集

団
内
部
を
セ
ク
シ
ー
な
場
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、一
種

の
集
団
的
酩
酊
状
態
を
作
り
出
し
、そ
れ
に
よ
っ
て
警
戒

心
や
攻
撃
心
の
レ
ベ
ル
を
低
下
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
の
で
あ
る
。（
西
田
、二
〇
〇
三
年
、八
三
頁
）

　

も
し
、
前
節
で
述
べ
た
狩
猟
に
よ
る
「
緊
張
緩
和
力
の
強

化
」仮
説
が
証
明
で
き
れ
ば
、「
過
剰
な
身
体
の
セ
ク
シ
ー
化
」

と
と
も
に
狩
猟
活
動
も
ま
た
、人
類
の
平
和
力
の
進
化
に
貢

献
し
た
一
つ
の
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。
狩
猟
や
武
術
の
ワ
ザ
に
は
、
究
極
的
に
は
自
分
も
相
手

も
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
平
和
を
も
た
ら
す
と
い

う
人
間
の
性
愛
の
あ
り
方
に
通
じ
る
要
素
が
含
ま
れ
て
い

る
。そ
し
て
、狩
猟
活
動
を
行
わ
な
く
な
っ
た
時
代
に
、人
々

は
武
術
を
狩
猟
に
代
わ
っ
て
心
身
を
ほ
ぐ
す
ワ
ザ
と
し
て
無

意
識
に
活
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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は
じ
め
に
─
─
モ
ノ
学
と
ワ
ザ
学
と
こ
こ
ろ
学

　

二
〇
〇
六
年
四
月
に
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
」
の
旗

を
掲
げ
、
そ
れ
を
こ
の
五
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
研
究

し
て
き
た
。そ
し
て
、そ
の
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
」
の

幹
か
ら
、「
ワ
ザ
学
」
の
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
生
ま
れ
た
の

が
二
〇
〇
八
年
四
月
で
あ
っ
た
。正
式
に
は
、こ
の「
ワ
ザ
学
」

研
究
は
、「
こ
こ
ろ
と
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
ワ
ザ
の
研
究
」
で
、通

称
「
ワ
ザ
学
研
究
会
」
と
呼
ん
で
い
る
。
す
で
に
三
年
が
過

ぎ
よ
う
と
し
て
い
る
が
、こ
の
分
野
は
あ
ま
り
に
も
広
範
な

領
域
で
あ
る
た
め
、本
年
度
は
特
に
身ボ

デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
に
焦
点
を
当

て
た
研
究
を
試
み
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
日
本
独
自
の

身ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
と
し
て
の
「
滝
行
」
か
ら
見
え
て
く
る
問
題
を
考

察
し
て
み
た
い
。

　

そ
の
前
に
、前
置
き
と
し
て
、「
こ
こ
ろ
」と「
モ
ノ
」と「
ワ

ザ
」の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
き
た
い
。「
モ
ノ
」が「
霊

性
・
者
性
・
物
性
」
の
三
層
を
成
し
て
い
る
統
一
体
で
あ
る

こ
と
は
す
で
に
何
度
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
き
た
。こ
の「
モ

ノ
」
観
は
、
日
本
人
お
よ
び
日
本
語
の
存
在
論
的
な
基
盤
に

あ
る
認
識
で
あ
り
、
根
源
語
で
あ
る
。
そ
の
「
モ
ノ
」
が
、
で

は
実
際
に
わ
た
し
た
ち
の
生
活
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
な
働

き
を
見
せ
る
か
、
そ
の
実
践
過
程
で
「
ワ
ザ
（
技
・
業
・
術
）」

が
編
み
出
さ
れ
て
く
る
。そ
し
て
、そ
の
「
ワ
ザ
」
は
「
モ
ノ
」

と「
こ
こ
ろ
」を
つ
な
ぐ
媒
介
・
媒
体（
メ
デ
ィ
ア
）で
も
あ
る
。

「
ワ
ザ
」
の
実
用
性
・
活
用
性
な
し
に
、「
モ
ノ
」
も
「
こ
こ
ろ
」

も
そ
の
具
体
相
を
露
わ
に
で
き
な
い
の
で
あ
る
。た
と
え
ば
、

言
語
と
い
う
「
モ
ノ
」
は
、
発
話
や
書
記
や
歌
と
い
う
具
体

的
な
運
用
・
活
用
の
「
ワ
ザ
」
と
と
も
に
発
現
で
き
な
け
れ

ば
ど
の
よ
う
な
力
に
も
意
味
に
も
な
り
え
な
い
。そ
こ
に
は

言
語
活
用
の
「
ワ
ザ
」
が
必
要
で
あ
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
「
こ

こ
ろ
」
も
表
出
さ
れ
る
（
と
考
え
ら
れ
て
き
た
）
の
で
あ
る
。

　

モ
ノ
学
は
ワ
ザ
学
を
介
し
て
こ
こ
ろ
学
と
関
係
す
る
。す

な
わ
ち
、モ
ノ
学
と
こ
こ
ろ
学
を
媒
介
す
る
領
域
が
ワ
ザ
学

と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
「
ワ
ザ
」
と
は
、
人
間
が
編
み
出
し
、
伝
承
し
、
改
変

を
加
え
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な
技
法
で
あ
る
。そ
の
技
法
に
は
、

呼
吸
法
や
瞑
想
法
や
滝
行
な
ど
を
含
む
諸
種
の
身
体
技
法

や
、
各
種
の
芸
能
・
芸
術
の
技
法
や
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
技
術
な
ど
、
実
に
多
様
で
豊
か
な
種
類
と
諸
相
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な「
ワ
ザ
」に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、人
間
の「
こ

こ
ろ
」
と
、人
間
が
作
り
上
げ
て
き
た
「
モ
ノ
」
や
道
具
や
観

念
世
界
な
ど
と
の
相
互
関
係
を
具
体
的
に
吟
味
で
き
る
。な

ぜ
な
ら
、先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ワ
ザ
」は「
こ
こ
ろ
」と「
モ

ノ
」
と
を
つ
な
ぐ
媒メ

デ
ィ
ア

介
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

通
常
、「
物
」
は
目
に
見
え
る
が
、「
こ
こ
ろ
」
は
目
に
見
え

な
い
。だ
が
、「
こ
こ
ろ
」は
さ
ま
ざ
ま
な「
ワ
ザ
」を
通
し
て
、

「
物
」
の
世
界
に
「
形
」
を
与
え
、
人
間
世
界
に
広
が
り
と
深

み
を
も
た
ら
す
。

　

古
く
は
、
わ
が
国
で
は
神
を
呼
び
出
し
、
交
わ
り
、
生
命

力
を
高
め
強
化
す
る
技
法
を
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
と
呼
ん
だ
。「
ワ

ザ
ヲ
ギ
（
俳
優
）」（『
日
本
書
紀
』『
古
語
拾
遺
』）
と
は
、「
魂
を

招
く
招
魂
技
法
」
で
あ
り
、「
神
楽
」（『
古
語
拾
遺
』）
と
も
呼

ば
れ
た
。「
ワ
ザ
ヲ
ギ
（
俳
優
）・
神
楽
」
は
、本
来
、「
神
懸
り
」

の
ワ
ザ
で
あ
り
、神
と
一
体
と
な
る
技
法
（
舞
踊
・
音
楽
を
含

む
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
神
と
の
一
体
化
を
表
す
技
法
と
し
て

の
「
神
楽
」
が
、一
方
で
は
、服
属
儀
礼
化
し
（
隼
人
舞
な
ど
）、

第
三
章
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─
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そ
の
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本
的
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ワ
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芸
能
化
す
る
と
同
時
に
、差
別
化
・
階
級
差
も
生
ま
れ
た
。「
神

楽
」
は
宮
中
神
楽
の
ほ
か
、地
域
の
民
俗
芸
能
（
石
見
神
楽
や

高
千
穂
神
楽
や
早
池
峰
神
楽
な
ど
）
と
し
て
残
り
、
民
俗
芸
能

化
す
る
。中
世
に
、大
和
猿
楽
の
中
か
ら
“
新
神
楽
”
と
し
て

「
申
楽
」（
能
）が
生
ま
れ
る
。「
申
楽
」と
は「
神
楽
」か
ら「
示

す
偏
」
を
取
っ
た
字
で
あ
る
。
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
な
ど
が
行
っ

た
古
代
の
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
は
神
と
の
一
体
化
を
は
か
る
招
魂

技
法
で
あ
っ
た
が
、
世
阿
弥
な
ど
が
行
っ
た
中
世
の
「
ワ
ザ

ヲ
ギ
」で
あ
る「
申
楽
＝
能
」は
、そ
の
一
体
化
か
ら
離
脱
し
、

そ
の
ト
ラ
ン
ス
技
術
を
演
劇
的
な
演
技
・
演
出
術
と
し
て
大

胆
華
麗
に
儀
礼
演
劇
化
し
、
そ
の
演
劇
化
を
「
夢
幻
能
」
と

い
う
形
式
で
達
成
し
た
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
、原
初
の
「
ワ

ザ
ヲ
ギ
─

ト
ラ
ン
ス
技
術
」
は
、
い
わ
ば
、
民
俗
芸
能
化
し

た
「
神
楽
」
と
古
典
芸
能
化
し
た
「
申
楽
＝
能
」
に
二
極
分
解

し
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。そ
の「
神
楽
」と「
申
楽
＝
能
」

の
違
い
は
、
端
的
に
、“
神
と
成
る
楽
し
み
”
と
“
神
と
離
れ

る
哀
し
み
”
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
ワ
ザ
」
は
諸
種
の
儀
礼
や
芸
能
や
芸
術
や

技
術
や
学
芸
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
、
人
類
（
ヒ

ト
）
は
こ
れ
ら
の
「
ワ
ザ
」
の
力
に
よ
っ
て
豊
か
で
独
自
な

文
化
を
形
成
し
、生
の
充
実
を
は
か
ろ
う
と
し
て
き
た
。

　

こ
の
「
ワ
ザ
」
は
「
こ
こ
ろ
」
と
同
様
に
広
が
り
と
多
義
性

を
持
つ
言
葉
で
あ
る
が
、た
と
え
ば
、柔
道
で
は「
ワ
ザ
ア
リ
」

と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
国
際
判
定
語
に
な
っ
て
い
る
よ
う

に
、
世
界
共
通
語
と
し
て
の
「
ワ
ザ
」
の
世
界
を
探
求
し
て

い
く
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。そ
し
て
、「
ワ
ザ
」
の
本
質
と

意
味
、ま
た
そ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
諸
相
）
を
研
究
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、「
こ
こ
ろ
」
と
生
の
豊
か
さ
と
面
白
さ
や
楽

し
さ
を
捉
え
、そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
実
践
に
生
か
し
応
用
す
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
探
究
が
、
個
性
と
自

由
を
担
保
し
た
こ
こ
ろ
直
し
と
世
直
し
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く

と
わ
た
し
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
観
点
か
ら
、「
ワ
ザ
」
と
い
う
概
念
の
吟
味
と
そ

の
諸
相
を
広
く
リ
サ
ー
チ
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も
試
み

て
い
き
た
い
。狩
猟
・
漁
労
、マ
タ
ギ
、修
験
道
、寺
社
建
築

に
か
か
わ
る
大
工
、
石
工
、
芸
能
者
、
禅
や
ヨ
ー
ガ
や
気
功

な
ど
の
身
体
技
法
、身
体
・
音
楽
・
造
形
に
関
わ
る
芸
術
表
現
、

人
間
関
係
の
諸
技
術
な
ど
、幅
広
く
「
ワ
ザ
」
の
諸
相
を
探
っ

て
み
た
い
。
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
も

行
っ
て
い
る
し
、
研
究
メ
ン
バ
ー
や
外
部
の
講
師
や
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
を
招
い
て
の
研
究
発
表
や
実
践
報
告
会
も
行
っ
て

い
る
。
さ
ら
に
、
世
阿
弥
研
究
会
を
開
い
て
、
月
二
回
世
阿

弥
の
著
し
た
テ
キ
ス
ト
を
輪
読
し
議
論
す
る
研
究
会
を
ま
る

二
年
続
け
て
い
る
。テ
キ
ス
ト
は
、『
風
姿
花
伝
』『
花
鏡
』『
至

花
道
』
を
読
了
し
、『
申
楽
談
義
』
に
入
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
ワ
ザ
学
」
研
究
の
一
環
の
中
で
、「
滝
行
」

を
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
の
特
色
や
意
味
・
意
義
に
つ
い
て

考
え
て
い
き
た
い
の
で
あ
る
。

　

ま
ず
最
初
に
、「
ワ
ザ
学
」
研
究
の
中
の
身ボ

デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
研
究
の

位
置
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
こ
う
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
ワ
ザ
（
技
・
業
・
術
）」
と
は
人
間

が
編
み
出
し
、
伝
承
し
、
改
変
を
加
え
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
な

技
法
・
技
術
で
あ
り
、そ
の
技
法
に
は
、物
体
を
用
い
る
技
法
、

身
体
を
用
い
る
技
法
、
言
語
や
イ
メ
ー
ジ
・
象
徴
な
ど
を
通

し
て
意
識
に
改
変
を
加
え
る
技
法
な
ど
、実
に
多
様
で
豊
か

な
種
類
が
あ
る
。そ
う
し
た
諸
種
の
「
ワ
ザ
」
の
中
で
、次
の

よ
う
に
、
作
業
仮
説
的
に
「
身ボ

デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
（bodyw

ork

）」
の
定

身
体
技
法
と
し
て
の
滝
行

1

義
を
し
て
お
き
た
い
。「
身ボ

デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
と
は
、あ
る
目
的
（
解
脱
・

霊
験
・
法
力
・
活
力
を
得
る
・
悩
み
の
解
除
な
ど
）
を
達
成
す
る

た
め
に
、
心
身
を
鍛
錬
し
有
効
に
用
い
る
ワ
ザ
・
作
法
・
技

法
で
あ
る
」
と
。

　

こ
の
身ボ

デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
の
諸
種
・
諸
相
を
、
空
海
が
提
唱
し
た
密

教
の
六
大
説
（
地
・
水
・
火
・
風
・
空
・
識
）
の
観
点
を
取
り

入
れ
て
、次
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

①
地
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
（
土
中
入
定
、洞
窟
瞑
想
な
ど
）

②
水
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
（
沐
浴
・
禊
・
滝
行
な
ど
）

③
火
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
（
護
摩
・
修
験
道
の
火
渡
り
・
焼
身

な
ど
）

④
風
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク（
呼
吸
を
止
め
る
行
、バ
ン
ジ
ー
ジ
ャ

ン
プ
な
ど
）

⑤
空
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
（
止
観
・
座
禅
な
ど
）

⑥
識
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
（
三
密
加
持
・
五
相
成
身
観
な
ど
）

　

以
上
の
六
つ
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
群
の
分
類
で
あ
る
。

　

こ
の
中
の
「
水
の
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
」
に
お
け
る
日
本
独
自

の
も
の
が
、小
論
の
対
象
と
な
る
「
滝
行
」
で
あ
る
が
、そ
れ

で
は
滝
と
は
ど
の
よ
う
な
水
と
水
場
の
形
態
な
の
か
、滝
の

定
義
を
次
に
見
て
み
た
い
。

　

ま
ず
滝
の
辞
書
的
定
義
。『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
）
で
は
、

滝
は
、「
①
（
古
く
は
タ
ギ
）
河
の
瀬
の
傾
斜
の
急
な
所
を
勢

い
よ
く
流
れ
る
水
。
激
流
。
奔
流
。
②
高
い
が
け
か
ら
流
れ

落
ち
る
水
。
瀑
布
。
奈
良
時
代
は
「
た
る
み
」
と
も
い
う
。」

と
あ
り
、国
土
地
理
院
の
滝
の
定
義
で
は
、「
流
水
が
急
激
に

落
下
す
る
場
所
。
ふ
つ
う
は
高
さ
が
五
メ
ー
ト
ル
以
上
で
、

い
つ
も
水
が
流
れ
て
い
る
有
名
な
滝
や
好
目
標
と
な
る
滝
を

表
示
。滝
の
は
ば
が
二
〇
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
は
滝（
小
）、

は
ば
が
二
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
は
滝（
大
）で
表
示
」（
出

典
：
国
土
地
理
院
Ｈ
Ｐ
「
二
万
五
千
分
の
一
地
形
図
の
読
み
方
・
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使
い
方
：
滝
」）
と
あ
る
。
国
土
地
理
院
の
滝
の
定
義
が
よ
り

具
体
的
で
数
量
的
で
あ
る
。

　

わ
た
し
た
ち
が
行
っ
て
き
た
「
滝
行
」
と
い
う
身
体
技
法

の
実
践
的
観
点
か
ら
す
る
と
、『
広
辞
苑
』
の
よ
う
な
一
般
的

な
辞
書
的
定
義
よ
り
も
、国
土
地
理
院
の
よ
り
具
体
的
な
定

義
の
方
が
滝
の
形
態
を
は
っ
き
り
さ
せ
や
す
く
、参
考
に
な

る
。
た
だ
、
滝
の
高
さ
や
落
差
が
仮
に
一
メ
ー
ト
ル
や
二
〜

三
メ
ー
ト
ル
、
つ
ま
り
五
メ
ー
ト
ル
以
下
で
あ
っ
て
も
、
滝

壺
に
身
を
沈
め
た
り
、
屈
ん
だ
り
、
座
っ
た
り
す
れ
ば
、
頭

か
ら
滝
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、滝
行
と
し
て
は
十

分
成
立
す
る
。

　

そ
こ
で
、滝
行
と
い
う
観
点
か
ら
の
滝
の
定
義
は
次
の
よ

う
に
な
る
だ
ろ
う
。「
滝
行
に
お
け
る
滝
と
は
、自
然
で
あ
る

と
人
口
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、修
行
者
が
全
身
に
受
け
ら
れ

る
一
定
の
落
差
が
あ
る
水
流
を
い
う
」（
図
１
、
図
２
）。

　

次
に
、古
典
に
出
て
く
る
滝
の
諸
相
に
つ
い
て
代
表
的
な

も
の
を
拾
っ
て
お
こ
う
。

　
『
広
辞
苑
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、奈
良
時
代
に
は
、滝
は

「
た
る
み
」
と
も
呼
ば
れ
た
。『
万
葉
集
』
巻
八
の
有
名
な
志

貴
皇
子
の
春
の
訪
れ
を
告
げ
る
歌
も
滝
の
歌
で
あ
る
。

　

石
ば
し
る
垂
水
の
上
の
さ
わ
ら
び
の
萌
え
出
づ
る
春

に
な
り
に
け
る
か
も
（
一
四
一
八
）

　

ま
た
、同
巻
一
五
の
大
石
蓑
麻
呂
の
次
の
歌
。

　

石
走
る
滝
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
蝉
の
声
を
し
聞
け
ば
京

師
し
思
ほ
ゆ
（
三
六
一
七
）

日
本
の
古
典
に
登
場
す
る
滝
、

あ
る
い
は
滝
の
文
化
誌

2

　

こ
の「
石
ば
し
る
」と
い
う
歌
頭
に
枕
詞
が
つ
く
歌
は『
古

今
和
歌
集
』
よ
み
人
し
ら
ず
の
次
の
歌
も
風
情
が
あ
る
。

　

石
ば
し
る
滝
な
く
も
が
な
桜
花
手
折
り
て
も
来
む
見

ぬ
人
の
た
め

　

同
集
の
兼
芸
法
師
の
歌
に
は
、「
仁
和
の
み
か
ど
み
こ
に

お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、布
留
の
滝
御
覧
じ
に
お
は
し
ま
し

て
か
へ
り
た
ま
ひ
け
る
に
よ
め
る
」と
い
う
詞
書
が
あ
る
が
、

大
和
の
石
上
神
宮
に
あ
る
桃
尾
の
滝
（
現
在
、天
理
市
滝
本
町
）

の
こ
と
か
と
思
わ
れ
る
。

　

あ
か
ず
し
て
別
る
る
涙	

滝
に
そ
ふ
水
ま
さ
る
と
や
し

も
は
見
る
ら
む

　
『
枕
草
子
』（
六
一
段
）
に
も
、「
瀧

は
、
お
と
な
し
の
瀧
、
布
留
の
瀧
は

法
皇
の
御
覧
じ
に
お
は
し
ま
し
な
け

ん
こ
そ
め
で
た
け
れ
。那
智
の
瀧
は
、

熊
野
に
あ
り
と
聞
く
が
あ
は
れ
な
る

な
り
。
と
ど
ろ
き
の
瀧
は
、
い
か
に

か
し
が
ま
し
く
お
そ
ろ
し
か
ら
ん
」

と
あ
っ
て
、
音
無
、
布
留
、
那
智
、
轟

の
四
滝
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

布
留
の
滝
に
つ
い
て
は
、謡
曲「
布

留
」
に
も
、「
布
留
の
滝
つ
瀬
い
さ
ぎ

よ
き
、
水
滔
々
と
し
て
波
漾よ

う

々よ
う

た
り

と
か
や
」
と
あ
り
、ま
た
芭
蕉
の
『
笈

の
小
文
』
に
も
「
布
留
の
瀧
は
布
留

第三章　滝行──その日本的身体技法の形成と特色についての一考察

図１　称名の滝（富山県立山）　
　　　落差 350m、最高水量毎秒 100トン

図２　空也の滝（京都愛宕山麓）
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の
宮
よ
り
二
十
五
丁
山
の
奥
也
」
と
あ
っ
て
、
歌
枕
の
名
所

と
も
な
っ
て
い
る
。

　

那
智
の
滝
も
、
も
ち
ろ
ん
古
来
名
瀑
と
し
て
知
ら
れ
、
西

国
三
十
三
所
の
第
一
番
札
所
那
智
山
青
岸
渡
寺
の
巡
礼
者
の

御
詠
歌
に
次
の
よ
う
に
詠
わ
れ
て
い
る
。

　

補
陀
洛
や
岸
打
つ
波
は
三
熊
野
の
那
智
の
お
山
に
ひ

び
く
滝
津
瀬

　

さ
て
、
滝
は
も
ち
ろ
ん
世
界
各
地
に
あ
る
の
だ
が
、
日
本

は
特
に
滝
の
多
い
国
で
あ
る
。

　

そ
の
理
由
は
、日
本
列
島
の
下
部
で
、ユ
ー
ラ
シ
ア
・
北
米
・

太
平
洋
・
フ
ィ
リ
ピ
ン
海
の
四
つ
の
プ
レ
ー
ト
が
ぶ
つ
か
り

重
な
り
あ
っ
て
い
る
の
で
、弓
な
り
に
な
っ
た
列
島
の
中
央

部
は
背
骨
の
よ
う
に
高
い
山
脈
が
走
り
、海
岸
線
に
ま
で
そ

の
山
脈
系
の
裾
野
が
延
び
て
い
る
こ
と
が
多
く
、そ
の
た
め

に
谷
間
の
急
峻
な
斜
面
に
豊
か
な
雨
量
と
保
水
能
力
を
持
つ

森
林
か
ら
流
れ
落
ち
る
激
し
い
清
流
が
滝
と
な
っ
て
流
れ
落

ち
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
国
土
面
積
に
比
し
、
こ
れ

ほ
ど
滝
と
温
泉
が
多
い
国
は
、日
本
を
置
い
て
他
に
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

そ
の
滝
を
愛
で
る
文
化
的
態
度
が
、歌
や
文
学
に
も
し
ば

し
ば
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、一
九
九
〇
年
に
そ
の

数
知
れ
ず
あ
る
全
国
の
滝
の
中
か
ら「
日
本
の
滝
百
選
」（「
日

本
百
名
滝
」「
日
本
百
名
瀑
」）
が
選
ば
れ
た
。こ
れ
は
、緑
の
文

明
学
会
、
グ
リ
ー
ン
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
、
緑
の
地
球
防
衛
基
金

が
主
に
な
り
、
環
境
庁
（
現
在
、
環
境
省
）
と
林
野
庁
が
後
援

し
て
全
国
公
募
さ
れ
、北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
応
募
総
数
五

滝
の
自
然
史
と
「
日
本
の
滝
百
選
」

3

一
七
件
の
中
か
ら
選
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
、
森

林
浴
の
森
全
国
協
議
会
、
日
本
の
滝
全
国
協
議
会
、
日
本
の

渚
全
国
協
議
会
の
統
合
に
よ
り
二
〇
〇
七
年
に
発
足
し
た
全

国
協
議
会
で
あ
る
「
日
本
の
森
・
滝
・
渚
全
国
協
議
会
」
が

事
務
局
と
な
っ
て
い
る
（
事
務
局
は
山
口
県
光
市
役
所
環
境
政

策
課
に
設
置
）。

　

そ
の
一
番
目
の
北
海
道
の
羽
衣
の
滝
か
ら
一
〇
〇
番
目
マ

リ
ユ
ド
ゥ
の
滝
ま
で
の
一
〇
〇
滝
の
中
で
、実
際
に
わ
た
し

が
打
た
れ
た
こ
と
が
あ
る
滝
は
、
残
念
な
が
ら
、
徳
島
県
海

陽
町
の
轟
九
十
九
滝
と
沖
縄
県
竹
富
町
西
表
島
の
マ
リ
ユ

ド
ゥ
の
滝
の
二
つ
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ

の
よ
う
な
名
瀑
百
選
な
ど
を
選
定
で
き
る
の
も
、そ
こ
に
実

に
豊
富
な
滝
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

次
に
、
本
題
の
「
滝
行
」
に
つ
い
て
考
察
を
め
ぐ
ら
せ
て

み
る
。

　

ま
ず
「
滝
行
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
く
。「
滝
行
と

は
、
滝
場
に
顕
現
す
る
神
仏
や
諸
霊
へ
の
畏
怖
・
畏
敬
の
念

に
基
づ
き
、
滝
の
水
流
を
全
身
に
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
あ

る
目
的
（
解
脱
・
霊
験
・
法
力
・
活
力
を
得
る
、
悩
み
の
解
除
・

祓
い
、武
道
や
ス
ポ
ー
ツ
の
技
量
の
向
上
な
ど
）を
達
成
す
べ
く
、

心
身
を
鍛
錬
す
る
日
本
の
伝
統
的
な
身
体
技
法
で
あ
る
」。

　

こ
う
し
た
滝
行
の
前
提
・
前
段
と
し
て
、
先
に
指
摘
し
た

よ
う
に
、
ま
ず
、
日
本
列
島
の
中
に
た
く
さ
ん
の
滝
を
持
つ

自
然
風
土
の
特
徴
を
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。そ
の
前

提
の
上
に
、滝
行
の
経
験
と
歴
史
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
る
。

　

ま
ず
、
滝
行
の
前
段
と
し
て
、
神
道
の
禊
祓
と
い
う
親
水

滝
行
の
始
ま
り

4

文
化
や
儀
礼
を
取
り
上
げ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
、

『
古
事
記
』（
七
一
二
年
編
纂
）
に
は
、
伊い

邪ざ

那な

岐ぎ
の

命み
こ
との

禊
と
し

て
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
る
と
、イ
ザ
ナ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
は
黄
泉
の
国
で
妻

の
神
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
の
屍
体
を
見
、穢
れ
た
も
の
を
見

た
と
思
い
、筑
紫
の
日
向
の
橘
の
小
門
の
阿
波
岐
原
で
禊
祓

を
し
た
。
そ
の
と
き
、
杖
を
投
げ
捨
て
、
着
て
い
る
衣
服
を

次
々
に
脱
い
で
い
く
と
、
そ
の
杖
や
衣
服
か
ら
も
次
々
と

神
々
が
生
ま
れ
、
川
の
中
瀬
に
入
り
、
水
に
潜
っ
て
身
を
浄

め
た
と
き
、禍ま

が

津つ

日ひ
の

神か
み

や
直な

お

毘び
の

神か
み

や
伊い

豆ず

能の

売め
の

神か
み

や
住
吉
の

神
な
ど
、
た
く
さ
ん
の
神
々
が
生
ま
れ
た
。
水
底
で
身
を
滌

ぐ
と
、
底そ

こ

津つ

綿わ
た

津つ

見み
の

神か
み

、
ま
た
の
名
を
底そ

こ

筒つ
つ

之の

男を
の

命み
こ
と、

水
中

で
身
を
滌
ぐ
と
、
中な

か

津つ

綿わ
た

津つ

見み
の

神か
み

、
ま
た
の
名
を
中な

か

筒つ
つ

之の

男を
の

命み
こ
と、

水
上
で
身
を
滌
ぐ
と
、
上う

わ

津つ

綿わ
た

津つ

見み
の

神か
み

、
ま
た
の
名
を

上う
わ

筒つ
つ

之の

男を
の

命み
こ
との

住
吉
の
神
々
が
生
ま
れ
、
最
後
に
、
左
目
を

洗
い
浄
め
る
と
天あ

ま
て
ら
す
お
お
み
か
み

照
大
御
神
、
右
目
を
洗
い
浄
め
る
と

月つ
く
よ
み
の
か
み

讀
神
、鼻
を
洗
い
浄
め
る
と
須す

佐さ

之の

男を
の

神か
み

が
生
ま
れ
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
最
後
の
三
神
を
特
別
に
「
三
柱
の
貴
の
御

子
」
と
し
、そ
れ
ぞ
れ
に
高
天
原
、夜
の
食お

す

国く
に

、大
海
原
を
治

め
さ
せ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
禊
祓
文
化
が
基
層
に
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ

こ
か
ら
滝
行
ま
で
は
あ
る
飛
躍
が
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
神

道
に
は
禊
祓
と
い
う
潔
斎
に
関
わ
る
儀
礼
は
あ
る
が
、い
わ

ゆ
る
「
行
」
と
い
う
意
識
と
制
度
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ

れ
に
は
道
教
や
仏
教
の
到
来
と
そ
の
影
響
が
あ
る
と
推
測
で

き
る
。

　

滝
行
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
を
、文
献
資
料
に
よ

り
は
っ
き
り
と
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。伝
承
的
に
は
、

原
生
林
で
覆
わ
れ
た
那
智
の
滝
で
の
修
行
が
イ
ン
ド
人
と
思

わ
れ
る
裸
形
上
人
に
よ
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
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て
い
る
。那
智
に
は
古
く
か
ら
七
滝
と
も
十
二
滝
と
も
四
十

八
滝
と
も
呼
ば
れ
る
滝
行
場
が
あ
る
が
、そ
の
い
ず
れ
か
で
、

裸
形
上
人
、生
仏
上
人
、浄
蔵
、花
山
院
、文
覚
上
人
が
修
行

し
た
と
い
わ
れ
る
。『
扶
桑
略
記
』
に
は
延
喜
七
年
（
九
〇
七
）

に
浄
蔵
が
滝
行
を
行
っ
た
と
記
録
さ
れ
、
ま
た
『
熊
野
山
略

記
』
に
は
、裸
形
上
人
、役
小
角
、最
澄
、空
海
、円
珍
、睿
豪

の
那
智
七
仙
徳
が
千
日
行
を
行
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　

中
で
も
上
皇
で
あ
り
法
皇
で
も
あ
っ
た
花
山
院
（
九
六
八

〜
一
〇
〇
八
）
は
、那
智
の
二
の
滝
に
籠
も
っ
て
千
日
滝
籠
行

を
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。ま
た
、『
平
家
物
語
』
な
ど
に
よ
れ

ば
文
覚
上
人
（
一
一
三
九
〜
一
二
〇
四
）
の
那
智
で
の
激
し
い

滝
行
も
有
名
で
、那
智
四
十
八
滝
の
第
二
番
の
「
曽
以
の
滝
」

は
別
名
「
文
覚
の
滝
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

一
般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
那
智
参
詣
曼
荼
羅
図
（
図
３
）

を
見
る
と
、
上
方
中
央
に
妙
法
山
な
ど
の
熊
野
の
山
並
み
、

下
方
に
は
那
智
の
浜
と
熊
野
灘
（
枯
木
灘
）、中
央
部
に
神
社

と
寺
院
、那
智
大
社
の
鳥
居
や
青
岸
渡
寺
の
三
重
塔
が
描
か

れ
、
大
勢
の
熊
野
詣
の
参
詣
者
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
問

題
は
、
図
絵
の
右
上
で
あ
る
。
こ
こ
に
当
然
の
ご
と
く
「
日

本
の
滝
百
選
」
に
も
選
ば
れ
て
い
る
那
智
の
大
滝
が
描
か
れ

て
い
る
の
だ
が
、そ
の
大
滝
の
中
に
い
る
ふ
し
ぎ
な
「
モ
ノ
」

に
注
目
し
た
い
。ま
ず
第
一
に
、滝
の
中
央
に
「
赤
い
龍
」
が

描
か
れ
、
第
二
に
、
そ
の
真
下
に
「
不
動
明
王
」
が
描
か
れ
、

さ
ら
に
第
三
に
、そ
の
真
下
に
「
文
覚
上
人
」
が
、そ
し
て
第

四
に
、そ
の
横
に
矜こ

ん

羯が

羅ら

童ど
う

子じ

（
向
か
っ
て
右
）
と
制せ

い

多た

迦か

童ど
う

子じ

（
向
か
っ
て
左
）
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。那
智
の
曼

荼
羅
を
代
表
す
る
こ
の
参
詣
図
絵
の
中
に
、神
仏
に
見
守
ら

れ
な
が
ら
行
わ
れ
る
勇
壮
な
厳
し
い
滝
行
の
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

　

だ
が
、
実
際
に
は
、
那
智
の
大
滝
で
滝
行
す
る
こ
と
な
ど

絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
ま
ず
、
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
近
い
大

瀑
布
の
爆
風
に
阻
ま
れ
、
近
づ
く
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
そ

れ
ほ
ど
、
大
き
な
滝
の
力
に
は
絶
大
な
も
の
が
あ
る
の
だ
。

し
か
し
な
が
ら
、実
際
に
は
入
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な

い
那
智
の
大
滝
の
中
に
、
龍
神
や
不
動
明
王
に
守
護
さ
れ
、

矜
羯
羅
童
子
と
制
多
迦
童
子
に
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
な
が
ら
入
る

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
は
、滝
行
者
に
と
っ
て
滝
行
の
理

想
で
あ
り
つ
つ
、信
仰
上
の
現
実
と
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
と
有

難
さ
を
持
つ
表
象
で
あ
る
。

　

一
方
、
比
叡
山
の
千
日
回
峰
行
の
創
始
者
相
応
が
、
比
良

山
麓
の
葛
川
の
滝
（
明
王
院
）
で
生
身
の
不
動
明
王
を
感
得

し
た
と
い
う
伝
承
も
あ
り
、滝
修
行
と
不
動
明
王
と
の
関
係

が
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。不
動
明
王
は
密
教

の
護
摩
に
お
け
る
本
尊
で
あ
り
、三
密
加
持
に
お
け
る
大
日

如
来
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
と
し
て
、具
体
的
に
行
者
と
大
日
如

来
を
結
び
つ
け
る
「
加
持
」
の
の
り
し
ろ
、つ
な
ぎ
屋
、つ
ま

り
媒
介
者
で
あ
る
。

　

と
い
う
こ
と
は
、不
動
明
王
に
よ
る
煩
悩
消
滅
の
降
魔
の

は
た
ら
き
は
、
護
摩
と
い
う
火
の
行
を
通
し
て
も
、
ま
た
滝

行
と
い
う
水
の
行
を
通
し
て
も
達
成
さ
れ
る
と
い
う
信
仰
の

も
と
で
滝
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
が
、こ
れ
は
イ
ン
ド
や
中
国
や
朝
鮮
半
島
と
も
異
な
る

わ
が
国
独
自
の
行
法
の
確
立
と
い
え
る
。東
南
ア
ジ
ア
や
ア

フ
リ
カ
、
北
米
・
中
南
米
の
文
化
人
類
学
者
や
民
族
学
者
に

滝
行
の
有
無
を
訊
ね
て
ま
わ
っ
た
が
、日
本
の
よ
う
な
滝
行

を
行
っ
て
い
る
国
は
一
つ
も
な
か
っ
た
。イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に

お
い
て
、滝
行
ら
し
き
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
確

か
め
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
沐
浴
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
、
日

本
の
よ
う
に
滝
に
打
た
れ
て
精
神
統
一
す
る
よ
う
な
身
体
技

法
と
は
趣
き
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
て
、
日
本
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
や
中
国
と
は
異

な
り
、滝
場
の
守
護
神
と
し
て
の
不
動
明
王
信
仰
が
確
立
し

て
い
き
、不
動
明
王
は
火
す
な
わ
ち
護
摩
（
火
の
儀
礼
・
修
法
）

の
主
尊
で
あ
る
と
同
時
に
、
水
す
な
わ
ち
滝
の
主
尊
と
も

な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

第三章　滝行──その日本的身体技法の形成と特色についての一考察

図３a　那智参詣曼荼羅図（正覚寺蔵）

図３b　那智の大滝（上図
の拡大）
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も
う
一
つ
、滝
行
の
始
ま
り
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
す
こ

と
が
で
き
な
い
の
が
、平
安
京
洛
外
の
岩
倉
の
地
で
の
精
神

の
病
を
病
ん
だ
と
さ
れ
る
皇
女
の
禊
祓
あ
る
い
は
憑
き
物
落

し
の
水
行
の
こ
と
で
あ
る
。

　

冷
泉
天
皇
の
中
宮
昌
子
が
病
治
癒
を
祈
願
し
、岩
倉
の
大

雲
寺
内
に
観
音
堂
を
建
立
し
た
と
い
う
伝
え
が
あ
る
。大
雲

寺
は
、
紫
式
部
の
曾
祖
父
が
建
立
し
た
と
い
わ
れ
る
、
今
は

天
台
宗
寺
門
派
（
園
城
寺
派
）
の
寺
院
で
あ
る
。昌
子
は
心
を

病
ん
で
い
た
と
か
、物
の
怪
に
取
り
憑
か
れ
て
い
た
た
め
に

病
気
平
癒
を
祈
っ
た
と
さ
れ
る
が
、実
際
は
夫
の
冷
泉
天
皇

の
平
癒
を
祈
っ
て
観
音
院
の
寄
進
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。

　

精
神
医
学
者
の
小
俣
和
一
郎
氏
の
『
精
神
病
院
の
起
源
』

（
太
田
出
版
）
や
『
精
神
医
学
の
歴
史
』（
レ
グ
ル
ス
文
庫
）
に
よ

れ
ば
、
一
〇
七
二
年
ご
ろ
、
後
三
条
天
皇
の
第
三
皇
女
佳
子

内
親
王
が
「
髪
乱
し
、衣
裂
き
、帳
に
隠
れ
て
も
の
言
わ
ず
」

精
神
療
法
と
し
て
の
滝
行

5

と
い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
が
、霊
告
に
よ
り
大
雲
寺
に
籠
も

り
、
境
内
に
湧
く
閼
伽
井
（
霊
水
）
を
飲
み
、
滝
に
打
た
れ
て

平
癒
し
た
と
い
う
。
以
来
、
全
国
か
ら
た
く
さ
ん
の
精
神
病

患
者
が
参
集
す
る
こ
と
に
な
り
、宿
坊
に
泊
ま
っ
て
滝
に
打

た
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
（
図
４
）。そ
の
宿
坊
や
旅
館
の
う

ち
二
つ
が
や
が
て
明
治
時
代
に
岩
倉
精
神
病
院
と
北
山
病
院

と
い
う
精
神
病
院
と
な
っ
た
が
、今
も
滝
は
そ
の
敷
地
内
に

あ
る
。
石
の
樋
か
ら
流
れ
落
ち
る
小
さ
な
二
つ
の
滝
で
、
妙

見
の
滝
と
不
動
の
滝
と
い
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、滝
行
が
解
脱
や
験
力
を
得
る
た
め
の
修
行

法
で
あ
る
ば
か
り
か
、平
安
時
代
以
降
の
憑
き
物
落
と
し
や

一
種
の
精
神
療
法
と
し
て
活
用
さ
れ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き

事
態
で
あ
ろ
う
。世
界
中
を
隈
な
く
精
査
し
た
わ
け
で
な
い

の
で
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、滝
行
を
一
種
の
精
神

療
法
の
方
法
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
他
国
に
は
見
ら
れ
ぬ
現

象
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
滝
行
と
い
う
水
行

の
療
法
の
伝
統
は
、
な
か
な
か
奥
が
深
く
、
広
が
り
も
持
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

少
し
時
代
が
下
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、京
都
で
は
宮
本
武
蔵

の
滝
行
が
知
ら
れ
る
。
武
蔵
は
、
現
在
京
都
市
左
京
区
一
乗

寺
に
あ
る
狸
谷
山
不
動
院
の
滝
で
修
行
し
、「
我
神
仏
を
尊

ん
で
神
仏
を
恃
ま
ず
」
と
い
う
悟
り
を
得
、
吉
岡
道
場
の
剣

士
と
の
決
闘
に
勝
利
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、史
実
か
ど
う

か
不
明
で
あ
る
。
こ
の
滝
は
わ
が
家
の
近
く
に
あ
る
の
で
、

何
度
も
訪
れ
て
い
る
が
、今
は
残
念
な
が
ら
滝
行
を
す
る
に

は
勢
い
が
弱
い
。

　

わ
た
し
は
、
一
九
八
一
年
八
月
末
に
、
生
ま
れ
て
初
め
て

滝
行
の
効
用
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
京
自
由
大

学
の
滝
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
感
想
文
の
考
察

6

湯
殿
山
神
社
の
大
滝
で
滝
行
な
る
も
の
を
体
験
し
た
。こ
の

修
行
を
皮
切
り
に
全
国
各
地
の
滝
数
十
箇
所
で
滝
に
打
た
れ

て
き
た
。
も
っ
と
も
多
く
集
中
的
に
滝
行
を
し
た
の
が
、
東

京
都
世
田
谷
区
轟
不
動
の
滝
で
、
夜
中
の
三
時
（
丑
三
つ
時
）

に
行
っ
た
も
の
だ
。滝
行
を
し
て
印
象
に
残
っ
て
い
る
の
は
、

隠
岐
島
の
天
壇
神
社
の
滝
、
三
輪
山
の
三
光
の
滝
、
三
峰
山

の
滝
、
島
根
県
出
雲
の
八
雲
の
滝
、
岩
手
県
早
池
峰
の
七
折

れ
の
滝
、静
岡
県
の
奥
湯
河
原
の
白
雲
の
滝
（
天
照
山
神
社
）、

天
河
大
弁
財
天
社
の
禊
殿
の
滝
、
徳
島
県
の
轟
の
滝
、
徳
島

県
神
山
町
の
滝
、
徳
島
県
美
馬
郡
の
滝
、
和
歌
山
県
那
智
の

二
の
滝
と
三
の
滝
、
沖
縄
の
西
表
島
の
マ
リ
ユ
ド
ゥ
の
滝
、

京
都
の
空
也
の
滝
、
タ
イ
の
サ
ム
イ
島
の
滝
な
ど
で
あ
る
。

今
も
毎
年
数
回
は
滝
に
打
た
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
滝
行
体
験
を
通
し
て
得
た
身ボ

デ
ィ
ワ
ー
ク

体
技
法
と
し
て
の

滝
行
の
持
つ
効
果
を
、①
お
の
ず
か
ら
な
る
自
然
に
対
す
る

畏
怖
・
畏
敬
の
念
の
醸
成
、
②
素
直
な
自
分
に
な
る
（
自
己

解
放
・
一
体
化
・
自
由
）、③
心
の
大
掃
除
（
心
身
浄
化
）、④
感

覚
の
研
磨
の
四
項
目
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　

滝
行
は
、
日
本
の
伝
統
文
化
に
お
け
る
「
こ
こ
ろ
の
練
り

方
」
の
一
つ
の
典
型
的
な
身
体
技
法
と
し
て
、
日
本
列
島
の

自
然
特
性
や
文
化
特
性
や
身
体
技
法
特
性
を
如
実
に
表
現
し

た
も
の
だ
と
思
う
。
滝
場
の
自
然
・
生
態
系
的
特
性
は
、
今

後
、
滝
場
の
物
理
学
・
生
態
学
的
・
風
土
論
的
研
究
や
、
滝

行
者
の
生
理
学
的
研
究
（
脳
波
・
脳
血
流
・
血
圧
・
神
経
伝
達

物
質
等
の
測
定
、あ
る
い
は
心
身
活
性
の
測
定
）
と
し
て
研
究
可

能
で
あ
り
、も
ち
ろ
ん
文
化
面
か
ら
は
日
本
固
有
の
宗
教
文

化
や
身
体
技
法
と
し
て
分
析
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
。

　

な
ぜ
こ
れ
ま
で
多
く
の
日
本
の
宗
教
家
や
武
道
家
や
精
神

疾
患
者
が
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
滝
行
を
行
っ
て
き
た
の
だ

図４　岩倉大雲寺の滝
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ろ
う
か
。
滝
行
に
心
身
活
性
や
精
神
安
定
の
効
果
・
効
用
が

あ
る
こ
と
が
体
験
的
に
確
か
め
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。不
動

明
王
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
煩
悩
を
消
尽
さ
せ
て
、
不
動
心

を
確
立
す
る
行
法
と
し
て
重
視
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
滝
行
は
、
日
本
型
の
か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
の

使
い
方
・
収
め
方
・
深
め
方
と
い
う
ワ
ザ
の
技
法
研
究
の
観

点
か
ら
研
究
が
可
能
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、こ
こ
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
が

あ
る
。急
激
で
強
烈
な
水
流
刺
激
に
よ
っ
て
身
体
変
調
や
精

神
変
調
を
引
き
起
こ
す
こ
と
も
あ
り
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
、
滝
場
の
環
境
が
山
の
奥
や
渓
流
に
あ
っ
た
り
す

る
た
め
に
物
理
的
な
危
険
も
起
こ
り
え
る
。そ
の
た
め
に
は

無
謀
で
無
茶
な
滝
行
を
控
え
、
よ
き
滝
行
先
達
を
得
て
、
慎

重
に
こ
と
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
。そ
の
よ
う
な
十
分
な
準

備
と
配
慮
を
持
っ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、滝
行
が

持
つ
身
心
開
発
・
開
放
や
「
こ
こ
ろ
の
練
り
方
」
の
可
能
性

は
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

滝
行
の
物
理
的
危
険
と
し
て
は
、環
境
の
悪
化
に
よ
る
危

険
が
挙
げ
ら
れ
る
。落
石
や
足
場
の
不
安
定
や
水
量
の
激
増

や
気
温
や
天
候
等
に
よ
る
危
険
で
あ
る
。
ま
た
、
精
神
的
危

険
と
し
て
は
、強
い
刺
激
に
対
す
る
恐
怖
に
よ
る
パ
ニ
ッ
ク
、

滝
の
刺
激
に
よ
る
自
我
の
緩
み
に
よ
り
何
か
に
憑
か
れ
た
と

感
じ
る
よ
う
な
憑
依
的
な
状
態
に
陥
る
こ
と
、ま
た
自
我
の

イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
過
度
の
躁
状
態
（
気
が
上
が
り

す
ぎ
た
状
態
）
や
本
人
が
対
処
で
き
な
い
変
性
意
識
状
態
に

入
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。

　

滝
行
の
効
用
、そ
の
長
所
と
短
所
（
リ
ス
ク
）
を
考
え
る
際

に
、
日
本
の
宗
教
的
修
行
者
や
武
道
家
が
長
ら
く
滝
行
を

行
っ
て
き
た
経
験
知
を
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
滝
行
に
は
心
身
活
性
や
精
神
安

定
や
不
動
心
の
獲
得
と
い
う
経
験
的
に
大
観
さ
れ
て
き
た
効

用
が
あ
る
が
、長
期
に
わ
た
る
滝
行
が
身
体
に
も
た
ら
す
負

荷
な
ど
に
つ
い
て
の
詳
細
な
デ
ー
タ
は
な
い
。過
剰
な
滝
行

が
関
節
炎
や
冷
え
や
血
管
障
害
な
ど
を
引
き
起
こ
す
危
険
も

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

わ
た
し
が
理
事
長
を
務
め
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
東
京
自
由

大
学
で
は
、
年
に
二
回
、
奥
湯
河
原
の
天
照
山
神
社
の
白
雲

の
滝
で
「
水
を
体
感
す
る
〜
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
」
と
し
て
滝
行

を
行
っ
て
い
る
。
東
京
自
由
大
学
で
は
、
ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク
と

し
て
の
滝
行
の
募
集
と
し
て
以
下
の
よ
う
な
案
内
を
出
し
て

い
る
。

　
「
趣
旨
：
山
に
入
り
自
然
の
中
で
、
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

直
に
体
感
す
る
。

　

日
本
人
が
独
自
に
編
み
出
し
て
き
た
『
滝
行
』
を
体
験
す

る
こ
と
で
、
日
本
人
が
ど
の
よ
う
に
自
然
を
認
識
し
、
そ
の

中
に
『
聖
な
る
も
の
＝
サ
ム
シ
ン
グ
・
グ
レ
ー
ト
』
を
感
得

し
て
宗
教
儀
礼
、文
化
に
ま
で
練
り
上
げ
て
い
っ
た
か
を
身

を
も
っ
て
考
察
す
る
。

　
（
注
）
参
拝
、滝
行
は
伝
統
の
作
法
に
の
っ
と
っ
て
行
い
ま

す
。
祝
詞
、
行
法
は
神
道
や
修
験
道
が
ベ
ー
ス
と
な
り
ま
す

が
、
思
想
信
条
や
宗
教
の
宣
伝
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま

で
も
体
験
学
習
と
し
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
安
全
第
一
、
無

理
を
せ
ず
、
落
ち
着
い
て
自
分
の
行
動
に
責
任
を
持
ち
ま

し
ょ
う
。」

　

定
員
は
一
五
名
で
あ
る
が
、
毎
回
ほ
ぼ
一
五
名
に
達
し
、

多
い
時
に
は
二
〇
名
を
超
え
る
こ
と
も
あ
る
。

　

天
照
山
神
社
は
教
派
神
道
の
一
派
で
あ
っ
た
神
道
大
成
教

の
奥
宮
に
な
る
が
、滝
行
先
達
は
そ
の
神
道
大
成
教
の
教
師

で
も
あ
り
東
京
自
由
大
学
理
事
で
も
あ
る
デ
ザ
イ
ナ
ー
の

佐
々
木
雅
之
氏
と
わ
た
し
が
務
め
て
い
る
。ボ
デ
ィ
ワ
ー
ク

の
担
当
者
の
気
功
家
・
鳥
飼
美
和
子
氏
の
分
析
に
よ
る
と
、

滝
行
の
長
所
と
し
て
、次
の
よ
う
な
身
体
的
反
応
と
精
神
的
・

心
理
的
反
応
が
あ
る
と
い
う
。

Ａ
：
身
体
的
反
応

・	

日
常
に
は
感
じ
ら
れ
な
い
強
い
圧
力
を
受
け
る
こ
と
に

よ
る
、
身
体
の
危
機
察
知
に
よ
る
反
応
と
し
て
の
活
性

化
。

・	

具
体
的
に
は
重
力
・
圧
力
・
温
度
の
激
変
に
対
す
る
反
応
。

・	

身
体
が
引
き
締
ま
る
、瀧
か
ら
出
た
後
は
身
体
が
軽
く
感

じ
る
、
出
た
後
、
身
体
が
か
え
っ
て
温
か
く
な
る
→
す
べ

て
刺
激
に
拮
抗
す
る
身
体
反
応
。

・	

日
常
を
超
え
た
刺
激
に
よ
り
、停
滞
し
て
い
た
生
命
力
の

賦
活
に
つ
な
が
る
。（
気
の
横
溢
）

Ｂ
：
精
神
的
・
心
理
的
反
応

・
自
然
の
滝
を
あ
び
る
こ
と
に
よ
り
心
身
が
清
浄
化
し
た
と

感
じ
る
。
禊
、
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
、
こ
こ
ろ
の
活
性
化
。（
身

体
的
反
応
に
対
す
る
感
覚
的
判
断
）

・	

強
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
峙
で
き
た
、あ
る
い
は
滝
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
合
一
で
き
た
と
い
う
快
感
、達
成
感
、満
足
感
、

恍
惚
感
を
感
じ
る
。（
身
体
反
応
に
対
す
る
自
己
意
識
の
反

応
、自
己
意
識
の
変
容
）

・	

自
然
環
境
の
も
つ
清
々
し
さ
や
美
し
さ
を
実
感
す
る
こ

と
に
よ
る
精
神
的
活
性
化
。（
環
境
す
べ
て
と
の
交
流
の
意

識
、自
他
の
交
流
）

・	

自
分
を
超
え
た
大
い
な
る
も
の
と
の
出
会
い
の
感
覚
を

得
る
。（
自
他
の
合
一
感
）

　

こ
の
滝
行
参
加
者
の
感
想
文
の
中
に
、次
の
よ
う
な
一
節

が
あ
っ
た
の
で
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
「
私
に
と
っ
て
の
滝
行
と
は
年
末
年
始
の
大
掃
除
の
よ
う

な
も
の
。
文
字
通
り
、
清
流
の
シ
ャ
ワ
ー
で
、
長
年
た
め
こ

第三章　滝行──その日本的身体技法の形成と特色についての一考察
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ん
で
き
た
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
想
念
を
水
に
流
す
の
で
す
。」（
四

〇
代
の
女
性
参
加
者
）

　
「
宗
教
行
事
や
超
能
力
の
開
発
と
か
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し

い
行
法
と
し
て
で
は
な
く
、
心
身
の
浄
化
、
日
常
生
活
か
ら

の
解
放
、
素
直
な
自
分
自
身
に
戻
る
た
め
に
、
そ
し
て
私
を

存
在
な
さ
し
め
て
い
る
大
い
な
る
は
た
ら
き
を
観
ず
る
場
と

し
て
、滝
行
が
生
か
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。」（
三
〇
代
の
女
性
参
加
者
）

　
「
当
日
は
生
憎
の
雨
模
様
で
あ
り
、
ま
た
風
も
強
か
っ
た

の
で
、少
々
厳
し
い
行
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
の
で
す

が
、
案
の
定
、
滝
に
入
る
直
前
ま
で
は
、
冷
た
い
飛
沫
を
し

ば
し
ば
受
け
た
私
の
身
体
は
震
え
っ
ぱ
な
し
で
、後
ろ
で
見

て
い
た
方
々
に
は
御
心
配
を
い
た
だ
い
た
よ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
見
る
の
と
行
う
の
と
は
違
う
も
の
で
、
実
際

に
滝
に
入
っ
て
み
る
と
、
寒
さ
な
ど
殆
ど
感
じ
ず
、
想
像
よ

り
遥
か
に
激
し
い
水
流
に
打
た
れ
た
身
体
は
、
む
し
ろ
温

ま
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
。
滝
よ
り
出
て
気
付
い
て
み
れ
ば
、

身
体
の
震
え
は
纏
わ
り
つ
い
て
い
た
雑
念
と
共
に
、す
っ
か

り
去
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
し
た
。こ
れ
ま
で
経
験
し
た

こ
と
の
な
い
よ
う
な
爽
快
感
に
、後
の
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
で
は
、

『
毎
日
や
り
た
い
く
ら
い
で
す
！
』
と
、つ
い
つ
い
言
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
が
、全
く
の
本
心
で
す
。

　

今
後
も
機
会
が
あ
れ
ば
、ま
た
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

く
存
じ
ま
す
。」（
二
〇
代
の
男
性
参
加
者
）

　
「『
滝
行
』
は
、禊
で
す
。全
身
で
、大
小
強
弱
様
々
な
滝
の

飛
沫
を
浴
び
、
穢
れ
を
清
め
て
も
ら
い
ま
す
。
落
と
し
去
る

と
同
時
に
、
水
が
体
内
を
包
み
、
め
ぐ
り
、
浸
透
し
て
ゆ
く

感
覚
も
覚
え
ま
す
。日
々
の
生
活
で
、麻
痺
し
乾
い
て
し
ま
っ

て
い
る
脳
や
心
な
ど
に
、単
な
る
『
水
』
で
は
な
い
、何
か
が
、

急
速
に
染
み
入
り
ま
す
。

　

前
回
は
、台
風
直
後
で
水
量
と
水
圧
が
激
し
か
っ
た
の
に
、

な
ぜ
だ
か
そ
の
と
き
の
体
調
や
感
覚
に
ピ
タ
リ
と
フ
ィ
ッ
ト

し
た
よ
う
で
、包
み
込
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
安
堵
感
が

あ
り
、
気
持
ち
が
よ
く
、
自
然
に
笑
い
出
し
て
い
る
自
分
が

い
ま
し
た
。

　

想
定
外
の
自
身
の
反
応
に
驚
き
ま
し
た
が
、あ
ら
ゆ
る
も

の
を
手
放
し
、
緊
張
を
捨
て
、
滝
に
身
を
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
こ

と
が
嬉
し
か
っ
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
あ
る
種
、
許
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
感
覚
。自
由
で
、堂
々
と
、伸
び
や
か
で
。ま

さ
に
、子
供
の
よ
う
に
表
情
と
気
持
ち
が
一
致
し
て
ま
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
今
回
は
、
と
て
も
厳
し
い
も
の
を
、
滝
に
教

え
て
い
た
だ
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。自
分
が
自
分
で

い
る
こ
と
の
難
し
さ
や
、テ
ク
ニ
ッ
ク
や
小
手
先
な
ど
で
は

ご
ま
か
せ
な
い
何
か
を
、突
き
つ
け
ら
れ
た
よ
う
な
想
い
を

得
ま
し
た
。

　

先
達
の
お
二
方
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、毎
回

異
な
る
滝
と
何
度
か
逢
う
こ
と
で『
自
己
解
放
』や『
一
体
化
』

を
、い
つ
か
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
か
も
し
れ

な
い
と
、感
じ
ま
し
た
。

　
『
滝
行
』
に
は
、自
分
を
映
し
出
し
て
く
れ
る
ヒ
ン
ト
や
気

付
き
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。今
回
、『
ぜ
ひ
ま
た
滝
か
ら
学

ば
せ
て
い
た
だ
き
た
い
！
』
そ
う
、
強
く
思
い
ま
し
た
。
そ

れ
は
、大
き
な
収
穫
で
も
あ
り
ま
し
た
。」（
四
〇
代
女
性
参
加

者
）

　

こ
れ
ら
の
感
想
に
共
通
し
て
い
る
要
素
は
浄
化
や
無
心
で

あ
る
。
だ
が
、
い
つ
で
も
誰
で
も
が
そ
の
よ
う
な
浄
化
や
無

心
を
感
じ
と
る
わ
け
で
は
な
い
。最
後
に
紹
介
し
た
女
性
が

書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
毎
回
異
な
る
滝
」
と
出
会
う
の
で
あ

る
。そ
れ
は
、別
の
言
い
方
を
す
る
と
、“
毎
回
異
な
る
自
己
”

と
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。そ
の
時
々
の
自
分
の
体
調

や
心
の
状
態
が
そ
の
時
の
滝
の
状
態
と
相
俟
っ
て
化
学
変
化

を
起
こ
す
。そ
れ
に
よ
っ
て
天
然
で
あ
る
滝
と
人
間
で
あ
る

自
分
の
位
置
と
状
態
を
身
体
知
・
感
覚
知
と
し
て
体
験
的
に

理
解
す
る
。そ
の
よ
う
な
一
期
一
会
の
知
覚
の
場
と
機
会
に

連
れ
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
、
滝
は
動
的
瞑

想
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
と
め

　

以
上
、日
本
の
滝
と
そ
こ
で
発
達
し
て
き
た
滝
行
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
が
、総
括
し
て
言
え
ば
、滝
行
は
、

①
心
の
掃
除
・
心
身
浄
化

②
自
然
に
対
す
る
畏
怖
心

③
素
直
な
自
分
に
な
る
（
自
己
解
放
・
一
体
化
・
自
由
）

④
感
覚
の
研
磨

を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。そ
し

て
そ
れ
は
、わ
が
国
独
自
の
自
然
風
土
と
宗
教
文
化
の
中
で

発
達
し
洗
練
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。小
論
は
そ
の
滝
行

研
究
の
予
備
的
考
察
で
あ
り
、今
後
本
格
的
に
フ
ィ
ー
ル
ド

調
査
や
実
践
的
研
究
を
継
続
す
る
予
定
で
あ
る
。

参
考
文
献

鎌
田
東
二
『
神
界
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
─
─
霊
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と
民
俗
学
の
生
成
』

青
弓
社
、
一
九
八
五
年

鎌
田
東
二
『
聖
な
る
場
所
の
記
憶
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
六

年鎌
田
東
二
『
聖
地
へ
の
旅
─
─
精
神
地
理
学
事
始
』
青
弓
社
、
一
九
九

九
年

鎌
田
東
二
『
聖
地
感
覚
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
〇
八
年

鎌
田
東
二
・
細
野
晴
臣
『
神
楽
感
覚
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作
品
社
、
二
〇
〇
八
年

鎌
田
東
二
『
神
と
仏
の
出
逢
う
国
』（
角
川
選
書
）
角
川
学
芸
出
版
、

二
〇
〇
九
年



● 081

　

新
体
道
と
は
、青
木
宏
之
氏
を
創
始
者
と
す
る
現
代
人
の

た
め
の
心
身
開
発
や
霊
性
の
向
上
を
目
指
し
た
体
技
で
あ

り
、総
合
武
道
大
系
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
稽
古
す
る
者
の
心
身
に
本
来
具
わ
っ
て
い
る
自
然

性
を
呼
び
起
こ
し
、
解
放
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
き
自

由
を
体
感
さ
せ
、つ
い
に
は
、大
宇
宙
の
真
理
、神
、仏
な
ど

と
い
わ
れ
る
天
と
、
大
自
然
で
あ
る
地
、
そ
し
て
す
べ
て
の

人
々
と
、一
切
の
無
駄
を
取
り
去
っ
て
浄
化
さ
れ
た
真
の
自

己
で
あ
る
ワ
レ（
我
）が
一
つ
に
な
っ
た
境
地
、す
な
わ
ち「
天

地
人
々
ワ
レ
一
体1

」
の
い
の
ち
の
広
が
り
へ
と
導
い
て
く
れ

る
も
の
で
あ
る
。

　

言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
諸
宗
教
が
求
め
る
大
悟
、
大
覚
、

梵
我
一
如
、神
人
合
一
と
い
っ
た
至
高
の
境
地
を
現
代
人
に

ふ
さ
わ
し
い
方
法
で
目
指
す
体
技
が
新
体
道
で
あ
る
と
も
い

え
よ
う
。 新

体
道
と
は

1

楽
天
会
の
結
成

　

一
九
三
六
年
に
横
浜
で
生
ま
れ
た
青
木
宏
之
氏
は
、一
九

五
六
年
に
中
央
大
学
へ
入
学
。在
学
中
に
空
手
部
主
将
を
務

め
る
が
、そ
こ
で
松
濤
会
の
江
上
茂
師
範
に
師
事
す
る
。

　

江
上
氏
は
沖
縄
よ
り
日
本
本
土
に
初
め
て
空
手
を
伝
え
た

船
越
義
珍
（
松
濤
）
氏
の
直
弟
子
だ
っ
た
が
、合
気
道
開
祖
の

植
芝
盛
平
氏
、そ
の
甥
で
親
英
体
道
の
開
祖
の
井
上
方
軒
氏2

の
影
響
を
受
け
、そ
れ
ま
で
力
ん
で
硬
い
動
き
だ
っ
た
空
手

に
革
新
を
起
こ
そ
う
と
、む
や
み
に
力
を
込
め
な
い
柔
ら
か

い
動
き
で
、よ
り
技
に
効
き
の
あ
る
空
手
を
模
索
し
て
い
た
。

本
当
に
威
力
の
あ
る
技
は
、全
身
が
統
一
さ
れ
た
柔
ら
か
い

動
き
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
が
、そ
の
こ
ろ
の
空
手

は
脇
を
締
め
、
突
く
と
き
に
拳
に
力
を
込
め
る
な
ど
、
部
分

的
な
筋
肉
に
頼
っ
た
小
さ
な
硬
い
動
き
で
、技
の
効
き
も
弱

か
っ
た
。 新

体
道
の
歴
史

2

　

全
身
を
使
っ
た
柔
ら
か
い
動
き
を
追
求
す
る
江
上
氏
の
稽

古
方
法
は
、
そ
れ
ま
で
の
空
手
の
稽
古
に
は
な
い
も
の
で
、

青
木
氏
の
眼
を
開
か
せ
た
。
そ
の
指
導
は
、
一
切
の
力
み
が

な
く
な
る
よ
う
、
体
力
の
限
界
に
追
い
込
む
過
酷
な
も
の

だ
っ
た
が
、こ
う
し
た
稽
古
に
あ
り
が
ち
な
陰
惨
な
感
じ
が

な
く
、明
る
く
も
伸
び
や
か
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。

　

青
木
氏
は
江
上
氏
の
要
請
に
よ
り
、大
学
卒
業
後
も
江
上

氏
に
代
わ
っ
て
松
濤
会
な
ど
で
空
手
の
指
導
を
し
な
が
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
実
験
的
な
稽
古
を
行
い
、理
想
と
す
る
空
手
の

完
成
を
目
指
し
て
刻
苦
勉
励
の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
六
五
年
に
は
松
濤
会
の
各
支
部
の
指
導
者
、高
段
者

な
ど
、三
十
人
ほ
ど
の
優
れ
た
武
道
家
が
青
木
氏
の
も
と
に

集
ま
り
、
楽
天
会
を
結
成
。
新
し
い
時
代
の
体
術
を
求
め
、

数
年
間
に
わ
た
る
猛
特
訓
が
続
い
て
い
っ
た
。

天
真
五
相
の
完
成

　

青
木
氏
は
こ
の
楽
天
会
の
稽
古
の
中
で
、多
く
の
武
道
の

技
や
型
を
研
究
し
て
い
た
が
、武
道
的
に
優
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、現
代
人
の
健
康
増
進
や
能
力
開
発
に
も
な
る
稽
古

第
四
章

新
体
道
の
ワ
ザ
と
滝
行

海
野
直
宏 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
新
体
道
本
部
師
範

か
ら
だ
と
ワ
ザ

第
2
部	
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方
法
を
求
め
、
密
教
、
神
道
、
神
仙
術
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
武

道
以
外
の
修
行
法
も
探
求
し
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
、修
験
道
の
印
を
ヒ
ン
ト
に
空
手
の
極
意
の
型
を

編
集
し
て
一
九
六
五
年
四
月
に
考
案
さ
れ
た
の
が
天
真
五
相

で
あ
る
。
天
真
五
相
は
、
わ
ず
か
一
分
ほ
ど
で
行
え
る
型
な

が
ら
、
そ
の
中
に
健
康
法
、
能
力
開
発
法
、
武
道
的
攻
防
の

多
く
の
技
な
ど
を
含
み
、新
体
道
の
中
心
と
も
な
る
稽
古
方

法
の
一
つ
で
あ
る
。

「
栄
光
」
の
誕
生

　

同
じ
こ
ろ
、青
木
氏
は
芸
術
と
宗
教
と
武
道
と
い
う
、ま
っ

た
く
違
っ
て
見
え
る
三
つ
の
世
界
の
統
合
を
考
え
る
よ
う
に

な
っ
て
い
た
。元
々
青
木
氏
は
空
手
を
始
め
る
前
か
ら
、ゴ
ッ

ホ
や
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
、ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
や
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
い
っ
た
偉
大
な
芸
術
家
た
ち
に
傾
倒

し
、美
に
対
す
る
憧
れ
が
人
一
倍
強
か
っ
た
。

　

ま
た
、
少
年
期
か
ら
聖
書
の
世
界
に
強
く
魅
か
れ
、
長
じ

て
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
洗
礼
を
受
け
て
い

た
が
、楽
天
会
の
中
で
も
聖
書
の
研
究
会
な
ど
が
行
わ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

人
を
倒
す
こ
と
を
求
め
る
武
道
と
、人
を
救
う
こ
と
を
目

指
す
宗
教
、
善
悪
を
超
え
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
ま
で
に
美

を
追
求
す
る
芸
術
。こ
の
よ
う
に
異
な
っ
て
み
え
る
三
つ
の

世
界
を
統
合
す
る
技
は
楽
天
会
の
猛
稽
古
の
中
か
ら
、一
九

六
六
年
の
一
二
月
に
誕
生
し
た
。

　

そ
れ
は
、
深
夜
の
稽
古
で
体
力
の
限
界
を
超
え
て
、
全
員

が
朦
朧
と
な
り
な
が
ら
木
刀
で
激
し
く
切
り
合
っ
て
い
た
と

き
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
参
加
者
全
員
が
突
然
、
申
し
合
わ
せ

た
か
の
ご
と
く
、
天
空
に
向
か
っ
て
木
刀
を
差
し
伸
べ
、
深

い
静
寂
の
中
で
天
と
融
和
す
る
と
い
う
奇
跡
と
も
い
え
る
事

態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
事
態
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
青
木
氏
は
、
天
に
向

か
っ
て
差
し
出
さ
れ
た
木
刀
を
そ
の
ま
ま
振
り
下
ろ
す
こ
と

が
、
身
体
の
動
き
が
統
一
さ
れ
た
、
最
も
効
き
の
あ
る
武
道

の
極
意
の
技
で
あ
る
と
同
時
に
、天
へ
の
愛
と
人
々
へ
の
愛

が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
宗
教
の
最
重
要
の
教
え
が
実
現
さ
れ

て
い
る
こ
と
、そ
し
て
美
的
に
も
最
高
の
表
現
と
な
り
う
る

こ
と
を
理
解
し
、こ
れ
を
「
栄
光
」
と
名
付
け
た
。栄
光
と
は

旧
約
聖
書
に
あ
る
ダ
ビ
デ
の
詩
篇
「
諸
々
の
天
は
神
の
栄
光

を
あ
ら
わ
し
、
大
空
は
そ
の
み
手
の
わ
ざ
を
し
め
す3

…
…
」

か
ら
と
ら
れ
た
。

　

こ
の
栄
光
も
ま
た
新
体
道
に
と
っ
て
、天
真
五
相
と
並
ぶ

最
も
大
切
な
型
で
あ
り
、新
体
道
全
体
の
方
向
性
を
指
し
示

す
、羅
針
盤
と
も
い
え
る
技
な
の
で
あ
る
。

心
身
の
０ゼ

ロ

化
へ

　

文
字
ど
お
り
、い
の
ち
を
削
る
が
ご
と
き
楽
天
会
で
の
激

烈
な
研
鑽
は
三
年
に
も
わ
た
っ
た
が
、そ
の
中
で
技
や
型
か

ら
余
計
な
思
い
込
み
や
精
神
性
、無
駄
な
力
を
使
っ
た
力
み

を
取
り
去
る
作
業
が
徹
底
的
に
進
め
ら
れ
た
。

　

空
手
の
原
型
は
中
国
か
ら
琉
球
に
伝
わ
り
、そ
こ
で
独
自

の
も
の
に
発
展
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、薩
摩
島
津
氏
の

圧
政
の
下
で
、
隠
れ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
せ
い
か
、
正
し
く

は
大
き
く
柔
ら
か
く
突
く
べ
き
と
こ
ろ
を
縮
こ
ま
っ
た
硬
い

突
き
に
し
て
し
ま
う
な
ど
、小
さ
く
ま
と
ま
っ
た
不
合
理
な

も
の
に
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
空
手
本
来
の
技
の
効
き
や

合
理
的
な
動
き
を
蘇
ら
せ
る
に
は
、
伝
承
の
過
程
で
の
「
こ

う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
誤
っ
た
思
い
込
み
や
精

神
性
を
取
り
除
き
、歪
み
を
正
す
検
証
が
必
要
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

　

明
ら
か
に
誤
解
さ
れ
て
伝
承
さ
れ
て
い
る
と
分
か
る
型
は

も
ち
ろ
ん
、
ほ
と
ん
ど
正
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
さ
え
、
精

神
性
や
権
威
性
、
伝
統
的
解
釈
を
剝
ぎ
と
り
、
機
械
的
と
も

い
え
る
動
作
に
な
る
ま
で
解
体
し
、技
か
ら
物
語
性
や
文
学

性
を
な
く
し
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
つ
い
に
「
突
き
と
は
、
腰
か
ら
前
方
へ
の
こ
ぶ
し

の
移
動
で
あ
る
」、あ
る
い
は
「
ひ
と
振
り
の
太
刀
の
軌
跡
は

記
号
で
あ
る
」
と
い
っ
た
単
な
る
純
粋
な
行
為
に
ま
で
還
元

さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
無
駄
の
な
い
、
合
理
的

で
凄
ま
じ
い
ま
で
の
速
さ
と
効
き
の
あ
る
技
が
使
え
る
身

体
、肉
体
の
０ゼ

ロ

化
と
も
い
え
る
状
態
が
訪
れ
た
。

　

肉
体
の
０
化
は
や
が
て
、
心
の
０
化
を
も
た
ら
し
た
。
一

九
六
七
年
一
〇
月
、青
木
氏
は
自
分
の
中
か
ら
あ
ら
ゆ
る
価

値
観
が
消
え
去
り
、
無
限
の
虚
無
の
み
が
広
が
っ
て
い
く
、

戦
慄
的
と
も
い
え
る
絶
対
無
の
世
界
を
体
験
す
る
。そ
れ
は

善
悪
、
彼
我
、
有
無
と
い
っ
た
相
対
的
な
世
界
を
超
越
し
た

ま
っ
た
く
何
も
な
い
真
空
の
世
界
、禅
の
大
悟
に
も
似
た
境

地
だ
と
い
う
。
青
木
氏
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
、
多
く
の
神
秘
体

験
を
経
て
き
た
が
、こ
の
絶
対
無
の
世
界
の
体
験
こ
そ
が
人

生
で
最
も
重
要
な
悟
り
の
体
験
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

　

以
来
、新
体
道
の
哲
学
と
も
い
う
べ
き
天
真
思
想
の
中
心

に
は
、こ
の
絶
対
無
の
世
界
が
す
え
ら
れ
て
い
る
。

楽
天
会
か
ら
新
体
道
へ

　

本
来
は
松
濤
会
の
指
導
者
養
成
を
目
的
と
し
て
結
成
さ
れ

た
楽
天
会
だ
っ
た
が
、そ
の
稽
古
内
容
は
従
来
の
空
手
の
稽

古
と
大
き
な
隔
た
り
が
で
き
て
お
り
、楽
天
会
の
メ
ン
バ
ー

が
松
濤
会
の
中
で
活
動
す
る
こ
と
は
、も
は
や
不
可
能
と
な
っ

て
い
た
。そ
こ
で
、こ
れ
ま
で
に
楽
天
会
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た

新
し
い
動
き
や
技
や
型
を
総
合
武
道
と
名
付
け
、七
〇
年
に
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松
濤
会
か
ら
独
立
し
て
総
合
武
道
連
盟
を
旗
揚
げ
し
た
。こ

の
総
合
武
道
が
七
二
年
に
新
体
道4

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な

り
、
総
合
武
道
連
盟
が
新
体
道
協
会
（
現
Ｎ
Ｐ
Ｏ
新
体
道
）
に

な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
も
瞑
想
組
手
や
大
妙
な
ど
、
数
々
の
新
た
な
メ

ソ
ッ
ド
が
加
え
ら
れ
、
老
若
男
女
を
問
わ
ず
、
多
く
の
人
が

新
体
道
を
楽
し
め
る
よ
う
、裾
野
の
広
い
壮
大
な
稽
古
体
系

が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

八
七
年
に
は
国
際
新
体
道
連
盟
と
い
う
世
界
規
模
の
組
織

も
発
足
し
、日
本
だ
け
で
な
く
、ア
メ
リ
カ
、フ
ラ
ン
ス
、イ

ギ
リ
ス
、ド
イ
ツ
、イ
タ
リ
ア
、ベ
ル
ギ
ー
、オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ネ
パ
ー
ル
な
ど
、
海
外
に
ま
で
熱
心
な

愛
好
者
を
広
げ
、現
在
に
至
っ
て
い
る
。

大
基
本

　

新
体
道
に
は
大
基
本
と
い
う
、基
礎
で
あ
り
な
が
ら
奥
儀

と
い
っ
て
も
よ
い
重
要
な
三
つ
の
稽
古
方
法
が
あ
る
。そ
れ

は
栄
光
、天
真
五
相
、瞑
想
組
手
で
あ
る
。新
体
道
に
は
、こ

れ
ら
三
つ
の
稽
古
方
法
を
中
心
に
発
展
さ
せ
た
膨
大
な
稽
古

体
系
が
あ
る
が
、
そ
の
体
系
図
は
大
基
本
に
始
ま
り
、
さ
ま

ざ
ま
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
応
用
を
経
て
、再
び
大
基
本
に

帰
っ
て
い
く
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。

栄
光

　

両
眼
を
閉
じ
、
両
手
を
組
ん
で
下
腹
に
置
き
、
両
足
も
閉

じ
て
立
っ
た
姿
勢
、あ
る
い
は
し
ゃ
が
ん
だ
姿
勢
で
気
持
ち
、

重
心
を
大
地
の
底
深
く
降
ろ
し
、「
ウ
ン
」
の
発
声
と
と
も
に

稽
古
の
内
容

3

静
ま
っ
て
ゆ
く
。

　

限
り
な
く
静
ま
っ
て
ゆ
き
、
無
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

大
き
く
「
ア
」
の
発
声
と
と
も
に
右
足
を
半
歩
開
き
な
が
ら

両
腕
を
左
右
に
開
き
つ
つ
、
両
眼
は
遠
く
を
見
、
指
と
指
の

間
が
破
れ
ん
ば
か
り
に
両
掌
を
思
い
切
り
開
く
。
胸
、
腹
、

腰
も
開
い
て
反
ら
せ
な
が
ら
両
腕
を
身
体
の
両
脇
か
ら
後
方

へ
と
も
っ
て
い
き
、さ
ら
に
ゆ
っ
く
り
と
天
に
向
か
っ
て
伸

ば
し
て
ゆ
く
。

　

こ
の
と
き
、
気
持
ち
と
視
線
も
無
限
の
天
へ
と
、
ど
こ
ま

で
も
伸
ば
し
て
ゆ
く
。そ
の
全
身
全
霊
で
天
に
向
か
っ
て
開

い
て
伸
ば
し
た
両
手
で
、気
合
い
も
ろ
と
も
に
天
地
を
真
っ

二
つ
に
す
る
よ
う
に
切
っ
て
い
く
技
、こ
れ
が
栄
光
で
あ
る

（
図
１
）。

　

天
に
向
か
っ
て
開
い
て
伸
ば
し
た
両
手
は
、神
や
究
極
の

真
理
へ
の
愛
や
絶
対
的
な
帰
依
を
表
し
、そ
れ
を
切
り
下
ろ

し
な
が
ら
人
々
へ
向
か
っ
て
開
い
て
伸
ば
す
こ
と
は
、そ
う

し
た
神
へ
の
愛
と
人
々
へ
の
愛
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

　

ま
た
、
こ
の
技
は
天
地
を
切
り
な
が
ら
天
地
を
結
び
、
最

高
の
愛
を
示
し
な
が
ら
、同
時
に
非
情
な
ま
で
の
殺
人
剣
で

も
あ
る
と
い
う
、相
矛
盾
す
る
も
の
を
統
一
す
る
陰
陽
一
体

の
技
で
も
あ
る
。

　

先
述
し
た
よ
う
に
、栄
光
は
新
体
道
の
稽
古
全
体
の
方
向

性
を
示
す
羅
針
盤
で
あ
り
、天
へ
の
祈
り
と
人
々
へ
の
愛
が

テ
ー
マ
で
あ
る
。

天
真
五
相

　

初
め
は
栄
光
と
同
じ
く
、
両
眼
を
閉
じ
、
両
手
を
組
ん
で

下
腹
に
置
き
、両
足
も
閉
じ
て
立
っ
た
姿
勢
、あ
る
い
は
し
ゃ

が
ん
だ
姿
勢
で
気
持
ち
、
重
心
を
大
地
の
底
深
く
降
ろ
し
、

「
ウ
ン
」
の
発
声
と
と
も
に
静
ま
っ
て
ゆ
く
。

　

限
り
な
く
静
ま
っ
て
ゆ
き
、
無
に
な
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、

大
き
く
「
ア
」
の
発
声
と
と
も
に
右
足
を
半
歩
開
き
な
が
ら

両
腕
を
左
右
に
開
き
つ
つ
、
両
眼
は
遠
く
を
見
、
指
と
指
の

間
が
破
れ
ん
ば
か
り
に
両
掌
を
思
い
切
り
開
く
。
胸
、
腹
、

腰
も
開
い
て
反
ら
せ
な
が
ら
両
腕
を
身
体
の
両
脇
か
ら
後
方

へ
と
も
っ
て
い
き
、さ
ら
に
ゆ
っ
く
り
と
天
に
向
か
っ
て
伸

ば
し
て
ゆ
く
。
こ
の
と
き
、
気
持
ち
と
視
線
も
無
限
の
天
へ

と
、ど
こ
ま
で
も
伸
ば
し
て
ゆ
く
。

　

そ
こ
か
ら
天
に
伸
ば
し
た
両
腕
を
内
側
に
絞
り
上
げ
、凝

縮
し
て
か
ら
、「
エ
」
の
発
声
と
と
も
に
、前
方
遠
く
を
見
な

が
ら
、胸
の
前
に
八
の
字
を
描
く
よ
う
に
両
手
で
前
方
を
切

り
開
い
て
ゆ
く
。

　

さ
ら
に
両
手
を
開
き
な
が
ら
腰
の
両
側
へ
下
げ
、大
地
を

抑
え
る
よ
う
に
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、「
イ
」
の
発
声
と
と
も
に

第四章　新体道のワザと滝行

図１　栄光の稽古（NPO 新体道写真提供、本章すべて）
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両
手
を
斜
め
上
方
へ
と
伸
ば
し
、気
持
ち
と
視
線
も
両
手
の

先
の
遠
く
へ
と
伸
ば
し
続
け
る
。

　

そ
の
伸
び
き
り
、
開
き
き
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
オ
」
の
発

声
を
し
な
が
ら
、
両
手
を
身
体
の
上
か
ら
後
方
を
通
っ
て
、

両
脇
か
ら
大
地
を
す
く
い
上
げ
る
よ
う
に
し
て
、す
べ
て
を

包
み
込
む
つ
も
り
で
大
き
く
回
し
な
が
ら
斜
め
上
方
に
差
し

出
し
て
ゆ
く
。

　

最
後
は
斜
め
上
方
に
差
し
出
し
た
両
手
を
重
ね
合
わ
せ
、

「
ウ
ン
」
の
発
声
と
と
も
に
初
め
の
と
き
の
形
に
戻
り
、無
へ

と
静
ま
っ
て
い
く
。

　

こ
の
よ
う
に
天
真
五
相
は
ウ
ン
、ア
、エ
、イ
、オ
と
い
う

五
大
母
音
を
発
声
し
な
が
ら
行
っ
て
い
く
型
で
あ
り
、宇
宙

と
ひ
と
つ
で
あ
る
真
の
自
己
の
い
の
ち
の
流
れ
を
表
し
て
い

る
（
図
２
）。ウ
ン
の
部
分
に
は
混
沌
、無
、大
地
、ア
の
部
分

に
は
誕
生
、信
頼
、成
長
、讃
仰
、エ
の
部
分
に
は
凝
縮
、挑
戦
、

開
拓
、イ
の
部
分
に
は
管
理
、統
治
、方
向
性
、オ
の
部
分
に

は
大
成
、愛
、献
身
と
い
っ
た
意
味
が
あ
る
。

　

栄
光
が
神
や
理
想
、
愛
が
テ
ー
マ
な
の
に
対
し
、
天
真
五

相
の
テ
ー
マ
は
自
己
で
あ
る
。自
分
自
身
の
能
力
を
開
発
し
、

自
ら
そ
の
性
格
を
矯
正
す
る
と
い
う
面
が
強
い
。た
と
え
ば
、

消
極
的
で
人
生
を
切
り
拓
い
て
ゆ
く
力
の
弱
い
人
は
繰
り
返

し
エ
の
部
分
を
練
習
し
、包
容
力
の
な
い
人
は
オ
の
部
分
を

集
中
的
に
稽
古
す
る
こ
と
で
、自
分
の
弱
点
を
克
服
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

天
真
五
相
の
天
真
と
は
大
宇
宙
の
真
理
を
い
い
、神
、仏
、

ダ
ル
マ
、
ブ
ラ
フ
マ
ン
、
ハ
ギ
オ
ン
プ
ネ
ウ
マ
な
ど
と
い
っ

た
究
極
的
絶
対
者
を
指
し
示
す
言
葉
と
同
じ
意
味
を
持
つ
。

五
相
は
密
教
の
五
相
成
身
観
か
ら
と
ら
れ
た
言
葉
で
、金
剛

界
大
日
如
来
の
五
つ
の
観
方
（
現
れ
方
）
を
い
う
。つ
ま
る
と

こ
ろ
天
真
五
相
と
は
、身
体
の
動
き
を
使
っ
た
曼
荼
羅
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

瞑
想
組
手

　

栄
光
や
天
真
五
相
の
よ
う
な
決
ま
っ
た
型
が
な
く
、柔
ら

か
く
ほ
ぐ
れ
た
身
体
の
動
き
の
中
で
、組
手
を
通
じ
て
学
ん

で
い
く
稽
古
方
法
が
瞑
想
組
手
で
あ
る
。押
し
の
稽
古
で
あ

る
ワ
カ
メ
体
操
と
引
き
の
稽
古
で
あ
る
「
光
と
戯
れ
る
」
が

あ
る
（
図
３
）。

　

ワ
カ
メ
体
操
は
二
人
組
で
向
か
い
合
っ
て
立
っ
た
と
こ
ろ

か
ら
、一
人
が
春
の
海
の
ゆ
っ
た
り
と
し
た
波
の
イ
メ
ー
ジ

で
、相
手
の
肩
、胸
、腹
、腰
な
ど
を
片
手
で
ゆ
っ
く
り
と
押

し
て
ゆ
く
。受
け
手
は
そ
れ
を
海
中
に
生
え
て
い
る
ワ
カ
メ

に
な
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
、気
持
ち
と
身
体
を
柔
軟
に
し
て
受

け
入
れ
、相
手
の
力
が
遠
く
に
抜
け
て
い
く
よ
う
に
受
け
流

す
。こ
の
一
連
の
流
れ
を
数
分
間
ほ
ど
繰
り
返
し
行
っ
た
後

で
、波
の
役
と
ワ
カ
メ
の
役
を
交
代
し
て
同
じ
こ
と
を
し
て

い
く
と
、
相
互
理
解
が
深
ま
り
、
周
囲
と
溶
け
合
っ
た
か
の

よ
う
な
平
和
で
安
ら
ぎ
に
満
ち
た
気
持
ち
に
な
り
、深
い
瞑

想
状
態
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
ワ
カ
メ
体
操
を
経

験
し
た
人
の
多
く
が
「
閃
き
を
得
や
す
く
な
っ
た
」
と
述
べ

て
い
る
。

　

ワ
カ
メ
体
操
の
場
合
、相
手
を
押
す
方
の
人
が
リ
ー
ド
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、リ
ー
ド
し
て
い
く
側
が
逆
に
引
い

て
ゆ
く
組
手
を
「
光
と
戯
れ
る
」
と
い
う
。

　

こ
れ
は
、
一
人
、
あ
る
い
は
複
数
の
相
手
が
両
手
首
を
つ

か
み
に
来
た
り
、突
き
や
打
ち
な
ど
で
攻
撃
し
て
く
る
の
を
、

リ
ー
ド
す
る
側
が
柔
ら
か
く
受
け
て
引
い
て
ゆ
く
こ
と
で
、

相
手
の
気
持
ち
と
力
を
引
き
出
し
、ど
こ
ま
で
も
伸
ば
し
て

ゆ
く
と
い
う
組
手
で
あ
る
。「
光
と
戯
れ
る
」を
行
う
と
、リ
ー

ド
さ
れ
る
側
は
悪
い
気
や
、
余
分
な
力
が
放
出
さ
れ
、
素
晴

ら
し
い
恍
惚
感
を
体
験
す
る
。
大
変
高
度
な
組
手
で
、
リ
ー

ド
す
る
者
が
優
れ
て
い
れ
ば
、短
時
間
で
相
手
を
精
神
的
エ

ク
ス
タ
シ
ー
へ
と
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

瞑
想
組
手
は
突
き
、
打
ち
、
蹴
り
な
ど
で
連
続
攻
撃
を
し

図２　天真五相の稽古

図３　瞑想組手ワカメ体操
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て
く
る
相
手
を
、
受
け
、
捌
き
、
投
げ
飛
ば
す
と
い
う
激
し

い
武
道
の
組
手
の
中
か
ら
考
え
出
さ
れ
た
。
相
手
を
倒
し
、

殺
す
と
い
う
武
道
の
組
手
が
、相
手
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
生

か
す
と
い
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
昇
華
さ
れ
た
、新
体
道
に
よ
る

組
手
の
白
眉
と
も
い
え
る
稽
古
方
法
、そ
れ
が
瞑
想
組
手
な

の
で
あ
る
。

そ
の
他

　

新
体
道
に
は
大
基
本
以
外
に
も
、大
基
本
を
す
る
た
め
の

身
体
づ
く
り
に
な
り
、か
つ
、そ
れ
自
体
が
優
れ
た
潜
在
能
力

開
発
の
メ
ソ
ッ
ド
で
も
あ
る
開
脚
前
進
、瞑
想
ジ
ャ
ン
プ
な

ど
の
一
連
の
心
身
開
発
体
操
と
い
わ
れ
る
稽
古
方
法
が
あ
る
。

ま
た
、大
基
本
を
武
術
に
応
用
し
た
空
手
、棒
術
、剣
術
、柔

術
、杖
術
と
い
っ
た
新
体
道
武
術
も
あ
る
。高
齢
者
や
身
体
が

弱
い
人
で
も
で
き
る
よ
う
、新
体
道
独
自
の
呼
吸
法
や
瞑
想

法
を
組
み
合
わ
せ
た
大
妙
と
い
う
型
も
近
年
考
案
さ
れ
た
。

　

入
門
者
は
そ
れ
ら
多
彩
な
稽
古
方
法
の
中
か
ら
、自
分
の

ニ
ー
ズ
に
合
わ
せ
て
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、ど
れ
も

身
体
を
通
し
た
大
い
な
る
智
慧
の
学
び
で
あ
る
こ
と
に
は
変

わ
り
が
な
い
。ど
の
入
口
か
ら
入
っ
て
も
正
し
く
謙
虚
に
稽

古
し
続
け
れ
ば
、
必
ず
や
そ
の
人
の
い
の
ち
を
輝
か
し
、
真

実
の
自
己
を
発
見
す
る
こ
と
が
か
な
う
だ
ろ
う
。

天
真
流
自
由
滝
行
の
目
的

　

天
真
流
自
由
滝
行
と
は
、青
木
氏
が
始
め
た
現
代
人
の
た

め
の
健
康
滝
行
で
あ
る
（
図
４
）。

　

滝
行
を
始
め
る
前
に
、
先
導
者
が
読
経
を
し
た
り
、
印
を

天
真
流
自
由
滝
行

4

組
ん
で
真
言
を
唱
え
る
と
い
っ
た
入
滝
の
た
め
の
儀
式
は
行

う
も
の
の
、特
定
の
宗
教
、宗
派
に
依
拠
せ
ず
、特
別
な
祈
念
、

祈
願
も
行
わ
ず
、滝
を
通
じ
た
大
自
然
と
の
融
和
や
心
身
の

浄
化
を
目
的
と
す
る
。

　

新
体
道
の
稽
古
体
系
に
は
入
っ
て
い
な
い
が
、比
較
的
短

時
間
で
身
体
が
ほ
ぐ
れ
、脳
が
深
い
瞑
想
状
態
に
な
る
な
ど
、

潜
在
能
力
を
引
き
出
し
、自
然
性
を
甦
ら
せ
る
の
に
は
な
は

だ
効
果
が
あ
り
、
健
康
に
も
益
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
、

新
体
道
主
催
に
よ
る
滝
行
合
宿
が
よ
く
行
わ
れ
た
。

青
木
氏
と
滝
行
と
の
出
会
い

　

一
九
八
五
年
、青
木
氏
は
あ
る
雑
誌
の
取
材
を
受
け
、新
体

道
の
迫
力
が
引
き
立
つ
風
景
の
中
で
写
真
を
撮
ろ
う
と
い
う

話
に
な
り
、木
曽
御
嶽
山
中
の
、高
さ
が
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
も

あ
る
新
滝
に
入
っ
て
、写
真
撮
影
を
行
っ
た
。そ
の
と
き
は
無

我
夢
中
で
よ
く
分
か
ら
な
い
う
ち
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と

い
う
。こ
れ
が
青
木
氏
が
滝
に
入
っ
た
初
め
で
あ
る
。こ
の
こ

と
が
き
っ
か
け
で
、翌
年
、本
格
的
に
滝
行
を
や
っ
て
み
よ
う

と
再
び
新
滝
に
入
っ
て
み
た
が
、凄
ま
じ
い
水
圧
と
冷
た
さ

で
、ほ
ん
の
わ
ず
か
な
間
し
か
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
衝
撃
を
受
け
た
青
木
氏
は
全
国
各
地
の
滝
を
巡
っ

て
、
滝
行
を
し
、
工
夫
を
重
ね
る
中
で
、
よ
り
長
く
滝
に
入

れ
る
よ
う
に
な
り
、滝
行
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
覚
め
て
い
っ

た
。

　

ス
ト
レ
ス
の
解
消
や
健
康
法
に
も
な
る
滝
行
を
誰
で
も
が

楽
し
め
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
た
青
木
氏
は
、さ
ら
に
研

究
を
重
ね
、
御
嶽
教
と
真
言
宗
智
山
派
の
滝
行
法
、
そ
れ
に

新
体
道
の
三
つ
を
織
り
混
ぜ
な
が
ら
、天
真
流
自
由
滝
行
を

確
立
し
て
い
っ
た
。

天
真
流
自
由
滝
行
の
や
り
方

　

ま
ず
、滝
行
を
始
め
る
前
に
参
加
者
は
先
導
者
の
指
示
に

従
っ
て
、
天
真
柔
操
法
と
い
う
、
新
体
道
の
稽
古
で
も
行
わ

れ
る
準
備
運
動
を
し
、
身
体
を
よ
く
ほ
ぐ
す
。
そ
し
て
、
参

加
者
は
自
然
塩
で
全
身
を
清
め
る
。

　

行
を
す
る
滝
場
も
塩
と
酒
で
清
め
て
か
ら
、先
導
者
は
滝

の
前
に
立
ち
、
入
滝
の
た
め
の
儀
式
を
行
う
。
開
式
の
真
言

や
不
動
明
王
の
真
言
を
唱
え
て
心
身
の
荘
厳
を
は
か
り
、九

字
を
切
っ
て
結
界
し
、消
災
妙
吉
祥
陀
羅
尼
を
誦
し
て
無
事

第四章　新体道のワザと滝行

図４　天真流自由滝行
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を
祈
っ
て
か
ら
、最
後
に
般
若
心
経
を
読
む
。

　

そ
れ
か
ら
全
員
で
天
真
五
相
、
栄
光
を
行
う
。
こ
れ
を
や

る
こ
と
で
気
力
が
充
実
し
、滝
に
挑
む
気
が
ま
え
が
で
き
て

く
る
。

　

入
滝
は
先
導
者
の
決
め
た
順
番
に
従
っ
て
行
う
が
、最
初

に
熟
達
し
た
経
験
者
が
入
っ
て
見
本
を
示
す
こ
と
で
、後
に

続
く
初
心
者
な
ど
も
入
り
や
す
く
な
る
。水
量
や
滝
の
広
さ

に
よ
っ
て
は
、
一
度
に
二
、
三
人
の
人
が
入
れ
る
場
合
が
あ

る
が
、そ
の
際
に
経
験
者
と
初
心
者
を
組
み
合
わ
せ
て
入
ら

せ
る
こ
と
で
、初
心
者
に
安
心
感
を
い
だ
い
て
も
ら
え
る
よ

う
に
す
る
入
り
方
も
あ
る
。

　

入
滝
当
初
は
、ほ
と
ん
ど
の
人
が
水
圧
の
激
し
さ
と
冷
た

さ
で
、
頭
痛
や
圧
迫
感
、
呼
吸
の
困
難
を
感
じ
る
が
、
数
分

ほ
ど
で
身
体
が
馴
染
み
、
楽
に
な
っ
て
い
く
。
滝
と
対
峙
す

る
よ
う
に
力
ん
で
い
る
と
、い
つ
ま
で
も
苦
し
い
ば
か
り
だ

が
、
気
持
ち
を
降
ろ
し
、
ワ
カ
メ
体
操
の
よ
う
に
す
べ
て
を

受
け
入
れ
、
受
け
流
す
、
柔
ら
か
い
心
身
で
臨
め
れ
ば
い
い

だ
ろ
う
。こ
の
点
で
男
性
よ
り
も
女
性
の
方
が
比
較
的
早
く

滝
と
馴
染
む
人
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。筋
骨
隆
々
と
し
た
男

性
が
、数
十
秒
と
も
た
ず
に
パ
ニ
ッ
ク
を
起
こ
し
て
飛
び
出

し
て
し
ま
う
滝
に
、女
性
は
難
な
く
悠
々
と
打
た
れ
て
い
る

と
い
う
事
態
も
珍
し
く
な
い
。

　

逆
に
と
て
も
肩
に
力
が
入
っ
て
い
て
、何
で
も
つ
い
力
ん

で
し
ま
う
人
が
滝
行
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、力
み
が
取
れ
、

よ
く
ほ
ぐ
れ
た
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
身
体
に
な
る
と
い
う
こ
と

も
あ
る
。

　

天
真
流
自
由
滝
行
は
滝
の
入
り
方
に
つ
い
て
、他
の
人
の

迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
る
な
ど
、
ご
く
基
本
的
な
マ

ナ
ー
以
外
は
、
あ
ま
り
決
ま
り
ご
と
は
な
い
が
、
慣
れ
て
い

る
者
は
早
く
滝
と
融
和
で
き
る
よ
う
、水
流
の
一
番
強
い
滝

の
中
心
に
入
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。伝
統
的
な
滝
行
法
で

は
、
ご
く
小
さ
な
滝
で
は
と
も
か
く
、
落
差
五
〇
メ
ー
ト
ル

以
上
も
あ
る
滝
の
中
心
に
行
者
が
入
る
の
は
稀
だ
と
い
う
。

天
真
流
自
由
滝
行
で
滝
の
中
心
に
入
ろ
う
と
す
る
の
は
難
行

苦
行
を
求
め
て
の
こ
と
で
は
な
い
。新
体
道
の
組
手
で
は
相

手
を
把
握
し
、一
体
化
す
る
た
め
に
相
手
の
中
心
に
入
身
す

る
が
、
滝
の
中
心
に
入
身
す
る
こ
と
も
、
よ
り
早
く
滝
と
融

け
合
い
、心
身
の
持
つ
自
然
性
を
引
き
出
し
や
す
く
す
る
た

め
で
あ
る
。

　

滝
行
中
は
伝
統
的
な
滝
行
法
と
違
っ
て
、決
ま
っ
た
唱
え

ご
と
を
す
る
よ
う
な
こ
と
は
特
に
や
ら
ず
、た
だ
静
か
に
打

た
れ
て
い
る
者
が
多
い
が
、滝
の
中
で
天
真
五
相
や
大
妙
な

ど
の
新
体
道
の
型
を
演
じ
た
り
、新
体
道
独
自
の
瞑
想
法
の

印
を
組
ん
だ
り
す
る
者
も
い
る
。

　

滝
に
入
る
ま
で
は
み
な
緊
張
す
る
も
の
の
、
入
滝
後
、
苦

し
い
と
こ
ろ
を
抜
け
、恍
惚
と
し
て
解
放
さ
れ
た
自
由
な
姿

は
、
荘
厳
の
う
ち
に
も
明
る
く
、
従
来
の
行
の
イ
メ
ー
ジ
を

覆
す
感
が
あ
る
。

　

と
は
い
え
、滝
行
は
人
知
の
及
ば
な
い
自
然
が
相
手
な
の

で
、
安
全
に
は
常
に
気
を
配
り
、
滝
に
対
し
て
あ
く
ま
で
謙

虚
で
あ
る
よ
う
心
が
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。そ
の
意
味

で
滝
行
全
体
を
取
り
仕
切
る
先
導
者
の
責
任
は
重
い
。

　

先
導
者
は
滝
行
中
の
者
が
、怪
我
や
事
故
を
起
こ
さ
な
い

よ
う
見
守
っ
た
り
、
長
時
間
入
り
過
ぎ
て
、
身
体
が
冷
え
過

ぎ
た
り
し
な
い
よ
う
、適
切
な
指
示
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

そ
れ
と
同
時
に
、滝
行
は
一
人
ひ
と
り
の
参
加
者
と
滝
と

の
対
話
で
あ
り
、
大
自
然
と
の
組
手
で
も
あ
る
の
で
、
矛
盾

す
る
よ
う
だ
が
、
先
導
者
が
あ
ま
り
管
理
、
干
渉
し
過
ぎ
て

も
い
け
な
い
。新
体
道
の
稽
古
の
指
導
者
に
つ
い
て
も
い
え

る
が
、
参
加
者
一
人
ひ
と
り
の
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
、
自

主
性
を
尊
重
し
、参
加
者
と
適
切
な
距
離
を
置
く
こ
と
も
必

要
で
あ
る
。

　

水
温
が
零
度
近
く
な
る
冬
の
滝
か
ら
出
た
後
は
、特
に
身

体
が
冷
え
、思
う
よ
う
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が

多
い
。そ
こ
で
介
添
え
の
者
に
着
替
え
の
場
所
ま
で
誘
導
し

て
も
ら
い
、周
囲
の
人
に
着
替
え
を
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と

に
な
る
。
急
い
で
着
替
え
て
、
身
体
を
温
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
、参
加
者
全
員
の
協
力
が
欠
か
せ
な
い
。

　

集
団
に
よ
る
滝
行
で
は
、
先
導
者
の
指
導
の
も
と
、
介
添

え
を
や
る
者
、
着
替
え
を
手
伝
う
者
な
ど
、
み
な
で
一
致
し

て
助
け
合
う
の
も
ま
た
肝
心
で
あ
り
、滝
行
は
チ
ー
ム
ワ
ー

ク
を
育
て
る
良
い
機
会
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

滝
行
の
効
果

　

先
述
し
た
よ
う
に
滝
行
に
は
健
康
増
進
や
能
力
開
発
の
上

で
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
滝
に
身
体
じ
ゅ
う
を
打
た
れ
る
こ
と
で
、
適
度
な

指
圧
に
な
り
、
ほ
ぐ
さ
れ
て
、
血
行
が
よ
く
な
る
。
水
の
冷

た
さ
で
、
身
体
も
冷
や
さ
れ
る
が
、
冷
水
マ
ッ
サ
ー
ジ
に
も

な
り
、軽
い
風
邪
ぐ
ら
い
な
ら
治
っ
て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
。

　

真
上
か
ら
勢
い
よ
く
落
ち
て
く
る
激
流
に
頭
部
を
打
た

れ
、
刺
激
さ
れ
る
た
め
、
脳
が
高
速
で
回
転
し
て
い
る
か
の

ご
と
く
活
性
化
し
、
あ
る
種
の
瞑
想
状
態
に
入
り
や
す
い
。

そ
の
せ
い
か
、
滝
行
中
に
神
秘
的
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
視
た
り
、

不
思
議
な
声
や
音
を
聴
い
た
と
い
う
体
験
者
も
い
る
。

　

ま
た
、滝
か
ら
出
た
後
は
勘
が
鋭
く
な
る
。

　

目
や
耳
に
頼
ら
な
い
よ
う
に
後
ろ
向
き
に
な
っ
た
人
に
対

し
、
お
も
ち
ゃ
の
ハ
ン
マ
ー
な
ど
を
持
っ
た
人
が
、
静
か
に

背
中
か
ら
叩
き
に
い
く
の
を
、気
配
を
察
し
て
避
け
る
と
い
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う
、
気
を
察
知
す
る
実
験
方
法
が
あ
る
が
、
滝
行
後
に
こ
の

実
験
を
行
う
と
、相
手
の
殺
気
を
と
ら
え
や
す
く
な
っ
て
い

る
の
が
分
か
る
。滝
行
後
は
身
体
が
と
て
も
敏
感
に
な
っ
て

お
り
、正
確
に
相
手
の
攻
撃
を
避
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　

そ
し
て
何
よ
り
、厳
し
い
滝
行
を
乗
り
越
え
た
後
で
、多
く

の
人
が
語
る
こ
と
は
、ま
わ
り
の
自
然
や
景
色
が
大
変
美
し

く
、鮮
や
か
に
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
よ
く
み
れ
ば
な
ず
な
花
咲
く
垣
根
か
な
」
と
は
芭
蕉
の
句

で
あ
る
が
、
滝
行
に
よ
っ
て
浄
化
さ
れ
、
ク
リ
ア
ー
に
な
っ

た
目
に
、ふ
だ
ん
は
気
付
か
な
か
っ
た
自
然
の
持
つ
本
来
の

美
し
さ
と
輝
き
が
飛
び
込
ん
で
く
る
、こ
れ
こ
そ
が
禊
と
し

て
の
滝
行
の
醍
醐
味
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

青
木
氏
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
統
的
な
武
道
や
修
行
法
を
研
究

し
、そ
の
中
の
誤
っ
た
思
い
込
み
や
過
剰
な
精
神
性
を
容
赦

な
く
捨
て
て
い
き
、現
代
に
合
う
稽
古
方
法
と
し
て
新
体
道

を
創
始
し
た
。天
真
流
自
由
滝
行
も
宗
派
性
や
い
た
ず
ら
な

観
念
論
か
ら
く
る
制
約
を
外
し
、現
代
人
が
よ
り
や
さ
し
く

滝
を
通
し
て
自
然
と
親
し
め
る
こ
と
を
願
っ
て
編
み
出
さ
れ

た
。

　

現
代
人
は
祖
先
に
比
べ
、
自
然
と
遠
ざ
か
っ
た
た
め
、
野

生
の
勘
な
ど
が
乏
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、人
間
は
本
来
、

誰
も
が
偉
大
な
る
自
然
性
を
そ
の
身
体
に
秘
め
持
っ
て
生
ま

れ
て
く
る
。た
だ
成
長
し
て
い
く
う
ち
に
間
違
っ
た
思
い
込

み
や
知
識
な
ど
が
埃
の
ご
と
く
溜
ま
っ
て
ゆ
き
、曇
ら
さ
れ

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

以
前
、
青
木
氏
は
、
背
後
か
ら
の
攻
撃
を
、
気
配
を
察
知

し
て
避
け
る
と
い
う
、先
に
滝
行
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
と

む
す
び

5

同
じ
実
験
を
、保
育
園
で
幼
児
に
対
し
て
行
っ
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
の
と
き
の
結
果
は
驚
く
べ
き
も
の
で
、
三
歳
児
は
一

〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、ほ
ぼ
完
璧
に
殺
気
を
感
じ
て
避
け
る
こ

と
が
で
き
た
。と
こ
ろ
が
年
齢
が
上
が
っ
て
い
く
に
従
っ
て

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
落
ち
て
い
っ
た
が
、特
に
家
庭
に
問
題

の
あ
る
子
ほ
ど
反
応
が
鈍
か
っ
た
と
い
う
。逆
に
親
に
愛
情

を
注
が
れ
、素
直
に
育
っ
た
子
は
素
晴
ら
し
く
正
確
な
反
応

を
示
し
た
。幼
児
の
う
ち
か
ら
す
で
に
育
っ
た
環
境
に
よ
り
、

心
身
に
歪
み
が
生
じ
、生
ま
れ
な
が
ら
の
能
力
を
発
揮
さ
せ

な
い
阻
害
要
因
が
澱
の
ご
と
く
溜
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。

　

新
体
道
も
天
真
流
自
由
滝
行
も
そ
う
し
た
心
身
の
埃
を
払

い
、浄
化
す
る
こ
と
で
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
自
然
性
を

復
活
さ
せ
、潜
在
能
力
を
引
き
出
し
て
い
く
た
め
の
優
れ
て

現
代
的
な
メ
ソ
ッ
ド
だ
と
い
え
る
。

　

こ
こ
で
い
う
自
然
性
の
復
活
と
は
、
霊
性
や
仏
性
、
神
や

真
理
へ
の
目
覚
め
に
も
通
じ
る
も
の
で
、単
に
肉
欲
の
ま
ま

に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。身
体
に
は
偉
大
な
智
慧

が
秘
め
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
秘
教
学
な
ど
で
、
人
体
を
大
宇

宙
に
対
す
る
小
宇
宙
と
称
し
て
い
る
が
、新
体
道
で
は
人
体

も
ま
た
大
宇
宙
で
あ
る
と
力
説
す
る
。
大
宇
宙
で
あ
り
、
か

け
が
え
の
な
い
聖
地
と
も
い
え
る
身
体
の
学
び
、そ
れ
が
新

体
道
で
あ
り
、天
真
流
自
由
滝
行
な
の
で
あ
る
。

　

昨
今
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
発
達
に
よ
り
、表
面
的
な
知

識
の
み
の
情
報
が
飛
び
交
い
、観
念
の
肥
大
化
が
ま
す
ま
す

進
ん
で
い
る
か
に
み
え
る
。現
在
の
社
会
が
抱
え
る
数
多
く

の
問
題
に
対
し
、
一
人
ひ
と
り
が
、
身
体
に
潜
む
い
の
ち
の

智
慧
に
目
覚
め
、全
人
格
的
な
思
惟
を
も
っ
て
処
す
る
こ
と

こ
そ
が
、行
き
詰
っ
た
状
況
を
打
開
す
る
鍵
と
な
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

第四章　新体道のワザと滝行

注１　

よ
く
「
天
地
人
一
体
」
と
い
わ
れ
る
が
、
武
道
に
由
来
す
る
新
体

道
で
は
組
手
の
相
手
と
ワ
レ
（
我
）
の
関
係
性
を
重
視
し
、
天
地
人

の
縦
軸
と
と
も
に
、人
々
（
社
会
）
へ
の
横
軸
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
、

あ
え
て
「
天
地
人
々
ワ
レ
一
体
」
と
表
現
す
る
。
ま
た
、片
仮
名
で
「
ワ

レ
」
と
記
す
の
は
、
余
計
な
も
の
を
取
り
去
っ
た
真
の
自
己
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

２　

植
芝
盛
平
氏
と
と
も
に
合
気
道
の
開
発
に
尽
力
し
、
後
に
分
か

れ
て
親
和
体
道
（
現
親
英
体
道
）
を
起
こ
し
た
。
植
芝
氏
に
比
し
て
、

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
植
芝
氏
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
技
の
使

い
手
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

３　
「
も
ろ
も
ろ
の
天
は
神
の
栄
光
を
あ
ら
わ
し
、

大
空
は
そ
の
み
手
の
わ
ざ
を
し
め
す
。

こ
の
日
こ
と
ば
を
か
の
日
に
つ
た
え
、

こ
の
夜
知
識
を
か
の
夜
に
お
く
る
、

語
ら
ず
言
わ
ず
、
そ
の
声
き
こ
え
ざ
る
に
、

そ
の
ひ
び
き
は
全
地
に
あ
ま
ね
く
、

そ
の
こ
と
ば
は
地
の
は
て
に
ま
で
及
ぶ
。」

　
　
　
　
　
　
　

旧
約
聖
書　

詩
篇
十
九
章
よ
り

４　
「
そ
れ
は
こ
の
稽
古
が
、
ま
っ
た
く
『
新
』
し
く
創
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、『
体
』
を
使
っ
て
考
え
、
追
求
し
、
表
現
し
て
ゆ
く
方
法
で

あ
り
、
ま
た
伝
統
的
な
日
本
の
稽
古
事
の
修
行
方
法
で
あ
る
、『
道
』

と
い
う
思
想
の
上
に
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。」（
穂
刈
至
高
『
灼
熱

の
日
々
の
記
録
』
よ
り
）
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は
じ
め
に

　

人
形
浄
瑠
璃
は
、神
の
時
代
か
ら
人
の
時
代
へ
と
移
行
す

る
、
い
わ
ば
時
代
の
「
人
間
化
」
と
と
も
に
誕
生
し
た
芸
能

で
あ
る
。
能
、
人
形
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
を
並
べ
た
際
に
言
わ

れ
る
よ
う
に
、能
は
神
や
仏
と
い
っ
た
超
越
的
な
霊
的
存
在

を
加
味
し
、歌
舞
伎
は
娯
楽
と
し
て
の
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
を
追

求
す
る
芸
能
で
あ
り
、人
形
浄
瑠
璃
は
ち
ょ
う
ど
両
者
の
中

間
に
位
置
す
る
芸
能
で
あ
る
。憑
依
と
演
技
の
狭
間
に
あ
っ

て
、「
人
間
化
」
の
要
請
を
受
け
て
誕
生
し
た
の
が
人
形
浄
瑠

璃
で
あ
る
な
ら
ば
、そ
こ
に
は
両
者
を
つ
な
ぐ
痕
跡
が
ど
の

よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

人
形
浄
瑠
璃
の
成
立
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、能
に
並

ぶ
芸
能
と
し
て
の
地
位
を
確
立
す
る
た
め
に
プ
ロ
と
し
て
の

「
座
」
を
結
成
し
た
の
は
淡
路
島
が
端
緒
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
る1

。『
古
事
記
』
に
よ
れ
ば
、淡
路
島
は
世
界
の
始
ま
り

に
で
き
た
「
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島じ
ま

」
で
あ
っ
て
、
宗
教
史
的
な
物
語

と
所
縁
が
深
い
。
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
神
々
と
人
々

と
の
関
わ
り
が
混
沌
の
ま
ど
ろ
み
か
ら
目
を
覚
ま
し
、人
々

の
関
心
が
神
か
ら
離
れ
て
世
俗
に
対
し
て
移
行
し
つ
つ
あ
る

時
代
に
あ
っ
て
、人
形
浄
瑠
璃
は
娯
楽
と
し
て
の
活
動
を
開

始
し
た
。
神
々
と
ゆ
か
り
の
深
い
淡
路
島
に
お
い
て
、
世
俗

の
芸
能
は
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
神
と
の
関
わ
り
を
断
ち
切
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

痕
跡
の
一
つ
め
は
、
人
形
に
あ
る
。
人
形
は
傀く

ぐ
つ儡

と
呼
ば

れ
、
人
を
模
し
た
存
在
と
し
て
、
当
初
は
祭
り
の
際
に
神
へ

の
舞
を
奉
納
す
る
担
い
手
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
い

た2

。傀
儡
は
人
や
神
を
模
し
た
「
霊
」
で
あ
っ
て
、世
俗
の
世

界
と
は
一
線
を
画
し
た
異
次
元
の
世
界
に
属
し
て
い
た
。傀

儡
と
い
う
霊
を
通
し
て
人
は
神
々
と
の
連
絡
回
路
を
獲
得
し

続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。時
代
が
下
っ
て
庶
民
た
ち
が
世
間

的
な
人
間
模
様
に
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
と
、人
形
は

芸
能
の
担
い
手
と
し
て
舞
台
に
立
つ
よ
う
に
な
る
。つ
ま
り

「
者
」
と
し
て
の
地
位
を
得
た
。
人
形
は
、
ま
さ
に
モ
ノ
（
物

＝
者
＝
霊
）
と
し
て
、
神
へ
の
回
路
か
ら
舞
い
の
主
人
公
と

し
て
、
時
代
の
精
神
的
転
回
に
立
ち
会
い
な
が
ら
、
一
つ
の

連
結
点
な
い
し
軸
に
存
立
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
う
一
つ
の
痕
跡
は
、声
に
あ
る
。太
古
、言
葉
が
情
報
と

し
て
の
機
能
を
託
さ
れ
る
よ
り
も
は
る
か
以
前
、声
は
響
き

で
あ
り
言
霊
と
し
て
の
力
を
持
っ
て
い
た
。声
は
、同
じ
空
間

に
寄
り
集
ま
っ
た
多
く
の
人
が
同
時
に
享
受
で
き
る
祭
り
、

神
楽
、芸
に
お
い
て
、空
間
そ
の
も
の
の
創
出
と
い
う
根
源
的

な
働
き
を
託
さ
れ
て
い
た
。人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
空
間
を
創

出
す
る
の
も
や
は
り
三
味
線
お
よ
び
太
夫
の
声
で
あ
る
と
い

う
点
に
お
い
て
、そ
れ
は
私
た
ち
の
知
的
理
解
を
超
え
て
私

た
ち
の
身
体
に
届
く
営
み
と
い
え
る
の
で
あ
る
。文
字
で
書

か
れ
た
言
葉
を
情
報
と
し
て
消
費
す
る
こ
と
を
覚
え
た
近
代

人
と
は
対
照
的
に
、浄
瑠
璃
の
語
り
は
旧
時
代
の
響
き
の
痕

跡
を
残
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
稿
で
は
、
淡
路
島
の
人
形
浄
瑠
璃
の
営
み
の
中
に
、
身

体
と
言
葉
と
の
本
源
的
な
働
き
の
痕
跡
を
読
み
取
る
こ
と
を

試
み
る
。現
時
点
で
そ
れ
は
厳
密
な
時
代
考
証
に
耐
え
う
る

も
の
で
は
な
い
が
、時
代
の
流
れ
を
大
き
く
捉
え
る
こ
と
で

図
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
物
語
の
中
か
ら
、近
代
の
行
き
詰

ま
り
を
突
破
す
る
糸
口
を
探
す
試
み
と
し
て
定
め
た
い
。そ

れ
は
日
本
の
精
神
史
の
大
ま
か
な
素
描
と
し
て
、今
後
の
議

第
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章

憑
依
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論
の
出
発
点
に
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

考
察
を
始
め
る
前
に
、本
稿
の
立
ち
位
置
を
確
認
し
て
お

き
た
い
。
人
形
浄
瑠
璃
を
扱
っ
た
研
究
は
こ
れ
ま
で
、
主
に

国
文
学
あ
る
い
は
演
劇
学
の
領
域
に
お
い
て
蓄
積
さ
れ
て
き

た
。中
世
や
近
世
の
浄
瑠
璃
の
台
本
（
床
本
）
を
厳
密
に
調
査

す
る
そ
れ
ら
の
研
究
か
ら
、浄
瑠
璃
史
の
解
釈
や
床
本
の
成

立
事
情
な
ど
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。本
稿
で
は
そ
れ
ら

の
先
行
研
究
を
導
き
の
糸
と
し
な
が
ら
も
、や
や
違
っ
た
観

点
か
ら
人
形
遣
い
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
を
進
め
る
。人
形

遣
い
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
浄
瑠
璃
研
究
と
は
違
っ
て
、
こ

れ
ま
で
研
究
の
土
俵
に
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
必
ず
し
も
多
く

な
か
っ
た3

。
確
か
に
、
台
本
（
床
本
）
が
文
書
と
し
て
残
さ
れ

て
い
る
浄
瑠
璃
と
比
べ
る
と
、人
形
遣
い
の
動
作
に
つ
い
て

は
客
観
的
な
デ
ー
タ
と
い
う
面
に
お
い
て
は
な
は
だ
心
も
と

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
社
会
学
や
人
類
学
な
ど
に
お
け
る

近
年
の
研
究
を
鑑
み
る
と
、生
き
た
活
動
と
し
て
の
人
形
遣

い
を
あ
え
て
考
察
の
対
象
と
定
め
る
こ
と
は
可
能
な
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
以
下
の
二
つ

の
研
究
領
域
の
合
流
し
た
と
こ
ろ
に
立
ち
位
置
を
定
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
、研
究
の
方
向
性
と
可
能
性
を
示
し
た
い
。

　

一
つ
め
は
、
社
会
学
・
人
類
学
あ
る
い
は
教
育
学
に
お
い

て
進
め
ら
れ
て
い
る
身
体
技
法
研
究
で
あ
る
。代
表
的
な
研

究
と
し
て
は
、
生
田
久
美
子
『「
わ
ざ
」
か
ら
知
る
』（
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
七
年
）
お
よ
び
、
倉
島
哲
『
身
体
技
法
と

社
会
学
的
認
識
』（
世
界
思
想
社
、二
〇
〇
七
年
）
が
挙
げ
ら
れ

る
。こ
の
分
野
で
は
、伝
統
芸
能
や
武
術
な
ど
、身
体
に
よ
っ

本
稿
の
立
ち
位
置

─
─
哲
学
的
な
関
わ
り
方
に
つ
い
て

1

て
繰
り
広
げ
ら
れ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
研
究
の
対
象
と
し

な
が
ら
、身
体
技
法
が
定
着
し
て
い
く
構
造
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
研
究
の
主
眼
と
し
て
い
る
。身
体
の
働
き
を
因
果

関
係
に
よ
っ
て
分
析
す
る
研
究
手
法
と
は
違
っ
て
、身
体
が

特
定
の
世
界
へ
参
入
し
、そ
こ
で
生
き
る
こ
と
の
形
を
浮
き

彫
り
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
点
が
、既
存
の
人
間
関
係
諸
科

学
と
は
異
な
る
観
点
で
あ
る
。

　

二
つ
め
は
、教
育
人
間
学
あ
る
い
は
臨
床
教
育
学
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
矢
野
智
司
『
子
ど
も
と
い
う
思
想
』（
玉
川
大

学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
）、
西
平
直
『
世
阿
弥
の
稽
古
哲
学
』

（
東
京
大
学
出
版
会
、二
〇
〇
九
年
）、あ
る
い
は
鎌
田
東
二
『
神

界
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』（
青
弓
社
、一
九
八
七
年
）
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
よ
う
。こ
の
領
域
で
は
、遊
び
や
稽
古
や
行
と
い
っ

た
、
広
い
意
味
で
の
人
間
の
変
容
を
研
究
対
象
と
す
る
が
、

必
ず
し
も
統
一
的
な
関
心
に
基
づ
い
て
領
域
が
形
成
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
目
の
前
に
起
き
て
い
る
具

体
的
な
事
柄
（
人
格
の
成
熟
や
心
身
の
変
容
な
ど
）
に
向
か
い
、

既
存
の
哲
学
的
枠
組
み
を
揺
さ
ぶ
り
、か
つ
事
柄
そ
の
も
の

の
意
味
を
新
た
に
開
き
な
が
ら
、学
術
的
営
み
と
私
た
ち
の

日
常
の
生
と
を
結
ぶ
風
穴
を
開
け
る
と
い
う
、そ
の
よ
う
な

姿
勢
に
お
い
て
ゆ
る
や
か
に
連
携
し
て
い
る
。

　

本
稿
は
、こ
の
二
つ
の
研
究
領
域
の
交
差
す
る
と
こ
ろ
に

立
つ
。
す
な
わ
ち
、
人
形
遣
い
と
い
う
身
体
技
法
に
注
目
し

な
が
ら
、身
体
が
創
出
す
る
独
自
の
世
界
を
読
み
解
く
こ
と

を
通
し
て
、私
た
ち
が
生
き
て
い
る
生
活
世
界
の
自
明
性
を

暴
き
、
新
た
な
可
能
性
を
開
く
こ
と
を
企
て
る
。
具
体
的
な

作
業
は
、
人
形
浄
瑠
璃
を
読
み
解
く
た
め
に
、
哲
学
の
問
い

と
人
形
浄
瑠
璃
の
活
動
と
を
接
続
す
る
こ
と
、人
形
遣
い
の

経
験
を
考
察
す
る
た
め
の
土
台
を
築
く
こ
と
、こ
の
二
点
に

あ
る
。「
哲
学
の
問
い
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、以
下
で
少

し
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

日
本
に
伝
わ
る
い
く
つ
か
の
伝
統
芸
能
と
同
じ
よ
う
に
、

人
形
浄
瑠
璃
も
ま
た
、特
異
と
い
え
る
技
法
を
用
い
て
舞
台

を
成
立
さ
せ
て
い
る
。
例
え
ば
舞
台
の
構
成
が
、
語
り
を
分

担
す
る
太
夫
、
音
曲
を
分
担
す
る
三
味
線
、
演
技
を
担
当
す

る
人
形
と
い
っ
た
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
。

義
太
夫
節
と
呼
ば
れ
る
、全
身
を
使
っ
て
絞
り
出
す
よ
う
に

声
を
出
す
語
り
や
、継
承
さ
れ
る
中
で
洗
練
さ
れ
て
き
た
三

味
線
の
曲
調
や
、つ
や
や
か
な
肌
を
持
ち
な
め
ら
か
に
動
く

人
形
が
、特
殊
な
舞
台
空
間
を
構
築
す
る
。最
小
で
も
五
人
、

多
い
と
き
は
一
〇
人
以
上
が
関
わ
り
な
が
ら
一
つ
の
舞
台
を

つ
く
る
の
で
、観
客
は
演
者
た
ち
の
生
々
し
い
息
づ
か
い
を

舞
台
に
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
物
語

世
界
の
構
築
は
、
人
形
遣
い
の
動
き
、
太
夫
の
絞
り
出
す
よ

う
な
声
が
融
合
す
る
、極
度
に
肉
感
的
な
も
の
の
中
に
あ
る
。

つ
ま
り
観
念
的
な
は
ず
の
物
語
世
界
が
、高
度
に
洗
練
さ
れ

た
肉
感
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。裏
返
せ
ば
、

人
形
浄
瑠
璃
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
浸
る
に
は
、一
度
観
念
的
な

物
語
の
世
界
を
く
ぐ
り
抜
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。人
形
浄

瑠
璃
は
、観
念
の
力
が
肉
感
を
動
か
す
こ
と
に
結
実
し
た
極

度
に
優
れ
た
実
践
と
い
え
る
。
こ
の
、
観
念
と
肉
感
と
の
共

同
関
係
は
、私
た
ち
に
と
っ
て
現
実
の
手
触
り
は
ど
の
よ
う

に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、と
い
う
知
覚
論
的
な
問
い

と
接
続
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、人
間
を
模
し
た
と
い
う
だ
け
の
存
在
で
あ
る
人

形
を
め
ぐ
っ
て
、五
〇
〇
年
を
越
え
る
伝
統
が
蓄
積
さ
れ
て

き
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、人
間
の
精
神
的
な
構
造
の
あ
る
欠

落
（
あ
る
い
は
余
剰
）
部
分
に
人
形
な
る
も
の
の
位
置
が
用
意

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。
つ
ま
り
、
な

ぜ
人
形
が
神
へ
の
舞
を
奉
納
す
る
の
か
。ま
た
な
ぜ
人
形
が

第五章　憑依と演技の間に── 淡路人形座における人形遣いの身体論序説
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演
劇
の
主
人
公
と
な
る
の
か
。人
間
は
人
形
に
何
を
期
待
す

る
の
か
。
あ
る
い
は
人
形
が
人
間
に
何
か
を
託
す
の
か
。
人

形
を
主
人
公
に
し
た
活
動
に
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、

動
物
で
も
植
物
で
も
な
く
、
生
き
物
で
す
ら
な
い
人
形
が
、

私
た
ち
の
す
ぐ
そ
ば
に
い
る
こ
と
に
、人
間
と
非
─

人
間
を

め
ぐ
っ
て
の
存
在
論
が
横
た
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
る
と
、
人
形
浄
瑠
璃
の

舞
台
空
間
は
、私
た
ち
の
日
常
世
界
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

い
く
つ
か
の
土
台
を
揺
る
が
す
き
っ
か
け
に
な
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
い
に
、現
時
点
で
真
正
面
か
ら
答
え
を
出

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
人
形
浄

瑠
璃
に
対
し
て
投
げ
か
け
、そ
の
応
答
か
ら
私
た
ち
自
身
の

問
い
を
再
び
深
め
る
と
い
う
、哲
学
的
な
対
話
を
志
す
こ
と

は
、
決
し
て
不
毛
な
試
み
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な

く
と
も
、私
た
ち
の
日
常
世
界
の
素
朴
な
枠
組
み
を
問
い
直

す
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
を
「
哲
学
的
な
関
わ
り
」
と
定
め
、

そ
の
関
わ
り
を
持
っ
て
人
形
浄
瑠
璃
に
向
き
合
う
こ
と
は
、

学
術
的
実
践
を
広
げ
る
駆
動
力
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
こ
の
よ
う
な
関
心
を
も
と
に
、
以
下
で
は
議
論
を
進

め
て
い
き
た
い
。ま
ず
は
人
形
浄
瑠
璃
の
成
り
立
ち
と
構
成

に
つ
い
て
確
認
し
て
い
こ
う
。

2
｜
1

人
形
浄
瑠
璃
史

　

こ
こ
で
は
、先
行
研
究
に
依
拠
し
な
が
ら
人
形
浄
瑠
璃
の

人
形
と
浄
瑠
璃

2

形
成
過
程
を
検
討
し
た
い
。近
松
門
左
衛
門
の
『
難
波
土
産
』

に
よ
れ
ば
、浄
瑠
璃
の
由
来
は
、慶
長
年
間
（
一
五
九
六
─

一

六
一
五
）
に
、
矢
作
の
浄
瑠
璃
姫
と
牛
若
丸
と
の
恋
愛
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
十
二
段
か
ら
な
る
草
紙
を
、特
定
の
節
を
つ

け
て
物
語
っ
て
聞
か
せ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
う4

。こ
の
草
紙

の
作
者
が
誰
な
の
か
、
あ
る
い
は
最
初
に
浄
瑠
璃
と
し
て

語
っ
た
の
が
誰
な
の
か
に
つ
い
て
は
解
釈
が
分
か
れ
、特
定

す
る
の
が
困
難
で
あ
る5

。時
代
的
に
は
す
で
に
享
保
年
間（
一

五
二
八
─

三
一
）
に
語
ら
れ
て
い
た
と
い
う
が
、当
初
は
琵
琶

や
扇
拍
子
に
よ
っ
て
平
曲
風
に
語
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
て
い

る6

。
初
期
の
浄
瑠
璃
は
、
平
安
時
代
か
ら
続
く
琵
琶
法
師
に

よ
る
語
り
物
の
伝
統
を
継
承
し
て
い
た
、「
語
り
物
」
と
言
わ

れ
る
芸
能
の
一
形
態
と
し
て
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
。和
辻
哲

郎
は
、
浄
瑠
璃
が
江
戸
時
代
に
お
い
て
興
隆
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
以
前
の
室
町
時
代
か
ら
の
連
続
性
に
注
目
し
、浄
瑠
璃

は
「
夢
幻
的
」
な
「
室
町
時
代
風
の
構
想
力
」
を
背
負
っ
た
芸

能
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。

操
浄
瑠
璃
は
江
戸
時
代
の
初
め
に
新
し
い
演
劇
の
様
式

と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、し
か
し
初
め
半

世
紀
位
の
間
は
、
そ
れ
自
身
の
テ
キ
ス
ト
（
正
本
）
を
作

り
出
す
ま
で
に
至
ら
ず
、
幸
若
の
舞
の
本
や
、
そ
の
他

種
々
の
物
語
類
を
、殆
ど
そ
の
ま
ゝ
取
っ
て
お
の
れ
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
用
い
た
の
で
あ
っ
た
。そ
の
物
語
の
な
か

に
は
、本
地
物
、縁
起
物
語
、長
者
伝
説
な
ど
、宗
教
伝
説

を
取
り
扱
っ
た
も
の
が
少
な
く
な
く
、そ
の
点
で
は
説
教

節
と
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。
さ
う
い
ふ
半
世
紀
の
間
に
、

室
町
時
代
風
の
構
想
力
が
操
浄
瑠
璃
の
「
世
界
」
と
何
ら

か
本
質
的
な
結
び
つ
き
を
作
り
上
げ
た
こ
と
は
、ま
づ
自

然
の
勢
だ
と
云
っ
て
よ
か
ら
う7

。

　

こ
こ
で
和
辻
が
「
室
町
時
代
風
の
構
想
力
」
と
呼
ぶ
も
の

は
、新
し
い
時
代
の
美
的
感
覚
の
こ
と
を
指
す
。例
え
ば
『
平

家
物
語
』
に
出
て
く
る
源
義
経
は
、「
天
才
的
な
戦
術
家
、理

想
的
な
武
士
」
か
つ
「
無
常
の
風
に
よ
っ
て
脆
く
散
っ
て
行

く
花
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
室
町
時
代
に
な

る
と
、『
義
経
記
』
に
お
い
て
、
義
経
は
「
献
身
の
道
徳
」
を

具
現
化
し
た
「
優
雅
な
」
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な

る
。人
々
は
強
固
な
主
従
関
係
や
無
常
に
裏
打
ち
さ
れ
る
死

生
観
と
い
っ
た
平
安
時
代
な
美
意
識
か
ら
、「
美
し
く
脆
い
、

壊
れ
や
す
い
も
の
を
一
所
懸
命
壊
す
ま
い
と
し
て
」
捧
げ

持
っ
て
い
る
繊
細
な
美
意
識
に
共
感
を
集
め
る
よ
う
に
な

る
。そ
の
よ
う
な
「
夢
幻
的
」
な
も
の
へ
の
憧
憬
が
、人
形
浄

瑠
璃
に
見
ら
れ
る
情
け
深
さ
を
培
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
和
辻
が
呼
ん
だ
「
室
町
時
代
風
の
構
想
力
」

が
「
夢
幻
的
」
と
形
容
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
阿
弥
の
生

み
出
し
た
「
複
式
夢
幻
能
」
に
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。
室
町
時
代
を
代
表
す
る
芸
能
で
あ
る
能
は
、
人
形
浄
瑠

璃
や
歌
舞
伎
の
先
達
で
あ
り
、そ
の
後
続
く
文
化
の
方
向
を

大
き
く
決
定
づ
け
た
。能
は
浄
瑠
璃
と
比
べ
て
祭
祀
や
神
楽

と
の
距
離
が
近
く
、「
霊
」
の
よ
う
な
超
越
的
な
存
在
が
舞
台

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。霊
と
人
と
が
共
存
す
る
混
沌

と
し
た
能
の
舞
台
は
、室
町
時
代
に
お
い
て
い
ま
だ
神
と
人

と
が
分
離
さ
れ
て
い
な
い
精
神
状
況
を
暗
示
し
て
い
る
の
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。と
す
れ
ば
、当
初
は
「
夢
幻
的
」
な
色

合
い
を
帯
び
て
い
た
浄
瑠
璃
が
、や
は
り
混
沌
と
し
た
精
神

状
況
の
面
影
を
残
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
余
地
は
十
分
に
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
浄
瑠
璃
は
、
江
戸
時
代
初
期
、
大
阪
の
道
頓
堀
付
近

に
お
い
て
当
世
風
の
人
形
浄
瑠
璃
と
し
て
形
を
な
す
。大
阪
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で
人
形
浄
瑠
璃
が
発
達
し
た
の
は
、
後
に
「
義
太
夫
節
」
と

称
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
独
特
の
浄
瑠
璃
節
を
完
成
し
た
竹
本

義
太
夫
が
、世
話
物
と
呼
ば
れ
る
世
俗
の
人
間
ド
ラ
マ
を
浄

瑠
璃
に
組
み
入
れ
た
近
松
門
左
衛
門
と
組
ん
で
、貞
享
元
年

（
一
六
八
四
）
に
竹
本
座
を
創
設
し
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。

世
話
物
が
持
ち
込
ま
れ
、民
衆
に
親
し
ま
れ
る
も
の
と
な
っ

た
浄
瑠
璃
は
、
三
味
線
、
お
よ
び
人
形
と
い
う
新
し
い
時
代

の
舞
台
装
置
を
獲
得
し
、芸
能
と
し
て
の
形
を
確
立
す
る
の

で
あ
る
。

　

で
は
淡
路
島
に
お
い
て
は
、ど
の
よ
う
に
し
て
人
形
浄
瑠

璃
が
発
展
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。淡
路
人
形
資
料
館
に
よ
る

と
、淡
路
島
の
人
形
芝
居
は
西
宮
戎
神
社
か
ら
伝
播
し
た
と

さ
れ
る8

。文
書
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
記
録
の
う
ち
最
古
の

も
の
で
は
、上
村
源
之
丞
が
禁
裏
節
会
で
「
三
社
神
楽
之
式
」

を
演
じ
、
従
四
位
下
日
向
丞
に
叙
せ
ら
れ
た
の
が
、
一
五
七

〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。大
阪
で
竹
本
座
が
創
設
さ
れ
た
の
が

そ
れ
よ
り
約
百
年
後
で
あ
る
こ
と
を
鑑
み
る
と
、淡
路
人
形

浄
瑠
璃
の
史
的
位
置
づ
け
の
重
要
性
が
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、淡
路
人
形
座
に
は
一
つ
の
神
話
が
継
承
さ
れ

て
い
る
。『
道
薫
坊
伝
記
』
が
そ
れ
で
あ
る9

。
道
薫
坊
と
は
、

京
都
の
三
条
か
ら
来
た
老
翁
で
あ
り
、蛭
子
命
の
神
霊
を
慰

撫
す
る
た
め
、小
さ
な
人
形
を
舞
わ
し
て
い
た
人
物
の
こ
と

を
指
す
と
い
う
。
史
実
は
定
か
で
は
な
い
が
、
道
薫
坊
の
死

後
、
海
が
荒
れ
て
不
漁
が
続
い
た
際
に
、
西
宮
在
住
の
傀
儡

子
で
あ
る
百
太
夫
に
相
談
し
、そ
の
助
言
の
と
お
り
道
薫
坊

の
木
形
を
つ
く
っ
て
蛭
子
命
の
神
前
に
人
形
戯
を
奉
納
す
る

と
、
波
風
が
静
ま
り
豊
漁
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の

後
百
太
夫
は
淡
路
島
に
移
り
、三
原
の
市
三
条
に
お
い
て
大

御
堂
と
称
す
る
八
幡
神
社
の
脇
宮
に
投
宿
し
、そ
こ
で
木
偶

人
形
を
廻
し
た
。や
が
て
人
形
師
の
引
田
菊
太
夫
と
知
己
を

得
、
引
田
家
の
入
り
婿
と
な
る
。
そ
こ
で
生
ま
れ
た
子
が
、

引
田
源
之
丞
で
あ
り
、人
形
座
を
創
始
し
て
淡
路
島
の
人
形

浄
瑠
璃
の
伝
統
を
築
き
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。百
太
夫
は
現

在
で
も
大
御
堂
の
社
の
中
で
祭
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
古

事
記
』
か
ら
続
く
神
話
が
民
間
伝
承
と
な
っ
て
淡
路
人
形
座

成
立
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
。世
阿
弥
が『
風
姿
花
伝
』の「
神

儀
云11

」
に
お
い
て
能
の
由
来
を
『
古
事
記
』
以
来
の
神
話
に

求
め
た
の
に
似
て
、芸
能
の
成
立
根
拠
を
神
話
に
求
め
る
こ

と
で
正
当
性
を
担
保
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

淡
路
島
の
人
形
浄
瑠
璃
は
、江
戸
時
代
に
は
最
大
で
三
八

座
が
創
設
さ
れ
、
大
い
に
興
隆
し
た11

。
文
楽
と
は
違
っ
て
定

劇
場
を
持
た
ず
、
近
畿
、
四
国
、
九
州
、
中
部
、
あ
る
い
は
東

北
な
ど
、
全
国
各
地
を
巡
業
し
な
が
ら
公
演
す
る
形
式
を

取
っ
た
。各
地
で
は
「
野
掛
け
」
小
屋
を
創
設
し
、照
明
も
十

分
で
な
い
中
で
上
演
し
た
た
め
に
、芸
風
は
自
然
と
力
強
く

派
手
さ
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。人
形
も
文
楽
よ
り
も
大
き

く
、文
楽
の
頭
の
大
き
さ
が
平
均
し
て
四
寸
（
約
一
二
㎝
）
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
淡
路
で
は
六
寸
（
約
一
八
㎝
）
で
あ
る
。

一
座
は
船
で
各
地
に
出
か
け
て
い
た
の
で
、威
勢
の
よ
い
興

行
主
か
ら
は
船
に
よ
る
出
迎
え
を
受
け
て
い
た
と
い
う
。

船
に
は
幕
を
張
り
、旗
や
幟
を
吹
き
流
し
、囃
子
太
鼓
を

打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
賑
々
し
く
祝
っ
て
い
た
。そ
れ
を
見

よ
う
と
し
て
、岸
に
は
人
山
が
で
き
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

大
道
具
も
三
百
石
に
い
っ
ぱ
い
と
か
、船
で
運
べ
る
だ
け

持
っ
て
い
っ
た
。道
具
類
は
多
い
ほ
ど
舞
台
の
ド
ン
デ
ン

返
し
な
ど
を
華
々
し
く
演
出
で
き
る
の
で
、興
行
主
は
喜

ん
だ
。
そ
れ
は
徒
手
車
に
積
ん
で
約
十
五
台
分
ほ
ど
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
船
が
接
近
し
た
日
は
ま
ず
船
か
ら
荷

を
下
ろ
し
、前
仕
度
に
は
ほ
ぼ
半
日
か
け
て
い
た
と
い
う11

。

　

こ
の
よ
う
な
記
述
か
ら
は
、大
掛
か
り
で
賑
や
か
な
地
方

巡
業
を
し
て
い
た
淡
路
人
形
浄
瑠
璃
の
様
子
が
浮
か
び
上

が
っ
て
こ
よ
う
。神
話
を
起
源
と
し
て
い
る
淡
路
の
座
で
あ

る
か
ら
、各
地
の
巡
業
の
際
に
も
神
事
の
舞
を
行
っ
て
い
た
。

人
々
が
自
由
に
藩
を
越
え
て
往
来
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
か
っ

た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、淡
路
島
の
人
形
浄
瑠
璃
が
い
か
に

人
々
の
心
を
楽
し
ま
せ
た
か
に
つ
い
て
は
想
像
に
難
く
な

い
。
神
事
の
よ
う
な
厳
か
な
舞
以
上
に
、
娯
楽
と
し
て
の
人

形
浄
瑠
璃
が
期
待
さ
れ
た
こ
と
も
必
然
の
流
れ
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

2
｜
2

人
形
浄
瑠
璃
の
演
出

　

人
形
浄
瑠
璃
が
、
太
夫
・
三
味
線
・
人
形
と
い
う
三
つ
の

分
業
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
芸
能
で
あ
る
こ
と
は
先
に
触
れ

た
。
こ
こ
で
は
、
三
つ
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
舞
台
の
空
間
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。基
本
的

な
構
成
と
し
て
は
、
舞
台
に
向
か
っ
て
右
手
に
床
が
あ
り
、

太
夫
と
三
味
線
弾
き
が
座
っ
て
語
り
、正
面
の
舞
台
で
人
形

た
ち
が
演
技
を
繰
り
広
げ
る
。

　

ま
ず
は
太
夫
に
つ
い
て
。
人
形
浄
瑠
璃
に
お
い
て
、
舞
台

を
リ
ー
ド
す
る
の
は
太
夫
に
よ
る
語
り
で
あ
る
と
言
わ
れ

る
。床
本
と
呼
ば
れ
る
譜
面
を
開
き
な
が
ら
語
る
の
で
あ
る

が
、
書
か
れ
て
あ
る
の
は
文
字
で
あ
っ
て
、
音
程
や
テ
ン
ポ

に
つ
い
て
は
太
夫
の
声
の
出
る
範
囲
で
転
調
し
な
が
ら
進
め

て
い
く
。太
夫
は
登
場
人
物
の
多
少
に
か
か
わ
ら
ず
、情
況
、

情
感
、
筋
の
展
開
を
す
べ
て
一
人
で
語
る
。
し
た
が
っ
て
、

舞
台
の
時
間
を
前
に
進
め
る
の
は
太
夫
の
仕
事
で
あ
る
。た

と
え
舞
台
上
の
人
形
が
ど
ん
な
に
速
く
動
こ
う
と
、あ
る
い

第五章　憑依と演技の間に── 淡路人形座における人形遣いの身体論序説
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は
人
形
同
士
の
双
方
向
的
な
や
り
取
り
を
し
た
く
て
も
、そ

う
い
っ
た
時
間
の
経
過
は
す
べ
て
太
夫
の
語
り
の
制
御
を
越

え
出
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

太
夫
が
語
る
曲
節
は
、「
地
合
」「
詞
」「
節
」
の
三
つ
の
要

素
か
ら
成
っ
て
い
る
。「
地
合
」
は
叙
述
の
部
分
で
あ
り
、情

景
や
物
語
の
展
開
を
表
す
部
分
で
あ
る
。「
詞
」
と
は
登
場
人

物
が
発
す
る
言
葉
で
あ
り
、「
節
」
は
文
章
の
締
め
く
く
り
の

部
分
を
指
す
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
語
り
は
単
純
に
類
別

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。「
単
な
る
叙
景
が
叙
景
で
な
く
人

物
の
心
理
を
投
影
し
て
」
い
た
り
、
逆
に
「
人
物
の
言
葉
の

中
に
一
つ
の
情
景
が
反
映
し
て
」い
た
り
と
い
っ
た
ふ
う
に
、

お
互
い
の
領
分
を
浸
食
し
合
う
こ
と
を
「
発
見
し
、表
現
し
、

物
語
を
立
体
的
に
描
き
出
す
」
こ
と
が
太
夫
の
ワ
ザ
と
い
え

る11

。

　

さ
ら
に
太
夫
の
語
り
で
重
要
な
の
は
「
音お

ん

」
で
あ
る
。
音

と
は
「
語
り
を
通
じ
て
表
現
さ
れ
る
言
葉
の
意
味
を
こ
え
た

効
果11

」
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
は
「
歌
う
」
の
で
は
な
く
「
語
る
」

の
だ
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、
感
情
や
気
分
を
「
歌
」
で
は
な

く
あ
え
て
「
語
り
」
に
込
め
た
と
こ
ろ
が
浄
瑠
璃
の
特
性
の

一
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。
言
葉
を
こ
え
、
音
楽
的
な
世
界
に

浸
る
こ
と
で
一
つ
の
空
間
を
作
り
出
す
演
奏
と
は
違
っ
て
、

浄
瑠
璃
は
言
葉
を
手
放
す
こ
と
を
し
な
い
。叙
事
詩
朗
読
の

枠
を
ほ
と
ん
ど
は
み
出
し
な
が
ら
、浄
瑠
璃
は
言
葉
の
意
味

を
伝
達
す
る
こ
と
を
選
択
し
た
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
言
葉

を
こ
え
た
超
越
的
な
世
界
へ
の
参
入
に
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
近
づ

き
な
が
ら
も
、あ
く
ま
で
世
俗
的
世
界
に
と
ど
ま
る
こ
と
を

選
択
し
た
江
戸
時
代
の
精
神
状
況
の
反
映
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

三
味
線
は
、新
し
い
時
代
の
浄
瑠
璃
を
形
作
る
上
で
決
定

的
な
役
割
を
果
た
し
た
。そ
れ
ま
で
の
語
り
物
で
使
用
さ
れ

て
い
た
琵
琶
や
扇
拍
子
と
は
違
っ
て
、三
味
線
は
広
範
囲
の

音
階
を
出
す
こ
と
で
、よ
り
繊
細
な
表
現
が
可
能
と
な
っ
た
。

平
家
物
語
の
よ
う
な
長
大
な
叙
事
詩
を
語
る
節
と
は
異
な
っ

て
、
抒
情
的
な
小
唄
を
歌
う
の
に
適
し
て
い
る
と
い
え
る
。

太
夫
は
語
り
に
よ
っ
て
舞
台
の
空
間
を
作
り
出
す
が
、そ
の

太
夫
は
三
味
線
の
音
を
一
つ
の
基
準
に
し
な
が
ら
語
る
。三

味
線
弾
き
は
、三
味
線
と
い
う
楽
器
を
通
し
て
情
景
が
浮
か

ぶ
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
「
太
夫
と

同
じ
仕
事
」
を
す
る
人
で
あ
る11

。「
太
夫
が
言
葉
を
媒
体
に
そ

れ
を
す
る
の
に
対
し
、三
味
線
弾
き
は
音
を
媒
体
に
そ
れ
を

す
る
」
の
で
あ
る
。
三
味
線
の
音
階
も
語
り
と
同
じ
く
、
西

洋
風
の
リ
ズ
ム
や
音
程
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
太
夫
と

違
っ
て
床
本
の
よ
う
な
譜
面
が
な
い
た
め
、舞
台
で
は
身
体

で
覚
え
た
音
を
紡
ぎ
出
す
以
外
に
方
法
が
な
い
。普
段
か
ら

も
「
お
師
匠
さ
ん
」
の
演
奏
と
同
じ
も
の
を
目
指
し
て
稽
古

を
す
る
と
い
う
。

　

最
後
に
人
形
で
あ
る
。
祭
祀
に
人
形
が
登
場
す
る
の
は
、

全
国
的
に
見
て
も
さ
ほ
ど
珍
し
く
な
い
し
、諸
神
社
の
縁
起

物
語
に
お
い
て
は
浄
瑠
璃
の
誕
生
以
前
か
ら
、傀
儡
子
と
結

び
つ
い
て
い
た
。し
か
し
そ
の
演
技
が
浄
瑠
璃
の
よ
う
な
音

楽
的
な
語
り
方
と
結
び
つ
い
た
こ
と
は
、人
形
浄
瑠
璃
の
最

大
の
特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
人
形
の
演
技
が
、

純
粋
に
音
楽
的
な
感
情
の
表
現
と
密
接
に
連
絡
す
る
と
い
ふ

や
り
方11

」
が
、
人
形
浄
瑠
璃
の
特
殊
性
を
支
え
て
い
る
。
上

述
し
た
、「
歌
」
と
「
語
り
」
の
紙
一
重
の
、
し
か
し
な
が
ら

決
定
的
な
差
は
、人
形
遣
い
に
も
決
定
的
な
違
い
を
与
え
る

こ
と
に
な
る
。例
え
ば
能
の
謡
は
「
う
た
い
」
で
あ
っ
て
、舞

も
ほ
と
ん
ど
形
象
的
意
味
を
持
た
な
い
が
、人
形
浄
瑠
璃
の

舞
は
そ
れ
と
は
少
し
異
な
る
。和
辻
哲
郎
は
こ
の
こ
と
を
以

下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

浄
瑠
璃
の
叙
事
詩
的
な
描
写
は
、謡
曲
の
抒
情
詩
的
な
詠

嘆
よ
り
も
、一
層
具
体
的
に
人
間
の
出
来
事
を
取
り
扱
ふ

こ
と
が
出
来
る
。さ
う
し
て
そ
れ
を
舞
台
上
に
表
現
す
る

場
合
に
、「
う
た
」
に
伴
う
演
技
は
お
の
づ
か
ら
舞
踊

0

0

に

な
っ
て
行
く
に
対
し
て
、「
語
ら
れ
る
」
人
間
の
動
作
は

お
の
づ
か
ら
し
ぐ
さ

0

0

0

と
な
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。だ
か
ら

人
形
の
演
技
は
、
生
き
た
能
役
者
の
演
技
よ
り
も
、
一
層

具
体
的
に
、
ま
た
写
実
的
に
、
人
間
の
生
活
を
表
現
す
る

こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る11

。

　

こ
の
和
辻
の
分
析
は
人
形
浄
瑠
璃
の
演
技
の
特
徴
を
見
事

に
言
い
当
て
て
い
る
。人
形
浄
瑠
璃
の
動
作
は
情
を
徹
頭
徹

尾
具
現
化
し
た
し
ぐ
さ

0

0

0

と
し
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ

て
、い
か
に
人
間
ら
し
く
み
せ
る
か
に
力
量
が
現
れ
る
の
で

あ
る
。

3
｜
1

人
形
遣
い
の
ワ
ザ

　

人
形
浄
瑠
璃
の
歴
史
的
か
つ
演
劇
的
な
立
ち
位
置
を
踏
ま

え
て
、
以
下
で
は
人
形
遣
い
の
経
験
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

人
形
は
三
人
遣
い
の
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
分
担
が
決

ま
っ
て
い
る
。
主
遣
い
は
、
頭
と
右
手
を
遣
う
、
三
人
の
中

で
は
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
。
左
遣
い
は
、
左

手
を
遣
う
サ
ポ
ー
ト
役
で
あ
る
。
足
遣
い
は
、
両
手
で
人
形

の
足
を
遣
う
、人
形
の
土
台
を
担
当
す
る
。よ
く「
足
一
〇
年
、

人
形
遣
い
の
身
体
論

3
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左
一
五
年
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
人
形
遣
い
の
成
熟
速
度
は

緩
や
か
で
あ
る
。太
夫
の
語
り
に
合
わ
せ
て
人
形
を
滑
ら
か

に
動
か
す
だ
け
で
は
な
く
、人
形
の
し
ぐ
さ
に
情
を
込
め
る

よ
う
努
め
る
な
ら
ば
、身
体
を
動
か
す
た
め
に
極
度
の
集
中

力
と
気
配
り
が
必
要
と
さ
れ
る
。
で
は
、
情
を
込
め
な
が
ら

人
形
を
遣
う
と
は
、い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

　

第
一
に
、
三
人
の
緊
密
な
連
携
が
求
め
ら
れ
る
。
三
人
の

連
絡
経
路
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
て
お
り
、人
形
遣
い
は

主
遣
い
の
動
き
に
従
っ
て
動
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。確
か

に
動
き
の
ほ
ぼ
す
べ
て
は
舞
台
が
始
ま
る
前
か
ら
決
め
ら
れ

て
い
る
が
、
し
ぐ
さ
の
始
ま
る
タ
イ
ミ
ン
グ
や
早
さ
、
テ
ン

ポ
な
ど
は
そ
の
時
々
の
人
形
遣
い
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て

も
太
夫
や
三
味
線
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。

そ
の
時
の
舞
台
が
も
っ
と
も
効
果
的
に
盛
り
上
が
る
よ
う
人

形
を
リ
ー
ド
す
る
の
が
主
遣
い
の
役
割
で
あ
る
。左
遣
い
の

場
合
、主
遣
い
か
ら
の
動
き
は
視
覚
と
触
覚
を
通
し
て
伝
達

さ
れ
る
。左
遣
い
は
自
分
の
右
手
以
外
は
解
放
さ
れ
て
い
る

た
め
、
動
き
の
自
由
度
は
高
い
。
そ
の
分
注
意
し
な
が
ら
主

遣
い
の
動
き
を
追
う
必
要
が
あ
る
た
め
、だ
い
た
い
い
つ
も

人
形
の
首
の
後
ろ
の
部
分
に
目
を
向
け
て
い
る
と
い
う
。

目
線
を
見
て
い
れ
ば
だ
い
た
い
ど
の
角
度
の
芝
居
か
わ

か
り
ま
す
の
で
、
い
ま
浄
瑠
璃
が
「
お
金
」
と
言
う
て
る

か
ら
、
じ
ゃ
あ
お
金
や
な
と
、
人
形
が
ち
ょ
っ
と
身
体
を

引
く
と
お
金
を
指
し
て
、前
に
出
よ
う
と
す
る
と
取
り
に

行
く
芝
居
。
空
間
が
で
き
た
と
こ
ろ
は
何
か
し
て
、
止

ま
っ
て
い
た
ら
、
止
ま
っ
て
い
る
芝
居
で
す
。
そ
の
時
々

に
よ
っ
て
左
手
を
そ
こ
へ
持
っ
て
い
く
間
合
い
と
空
間

を
与
え
て
や
る
ん
で
す11

。

足
遣
い
は
、基
本
的
に
自
分
の
右
腕
を
主
遣
い
の
左
腰
に
当

て
て
い
る
た
め
、主
遣
い
の
動
き
を
触
覚
に
よ
っ
て
察
知
す

る
こ
と
が
出
来
る
。足
遣
い
の
時
期
に
人
形
を
遣
う
感
覚
を

学
ぶ
の
が
早
急
の
課
題
と
さ
れ
て
お
り
、仕
事
の
量
は
決
し

て
少
な
く
な
い
。

足
遣
い
も
同
じ
。
ふ
っ
と
身
体
を
引
く
と
、
こ
こ
に
足
が

ポ
ン
と
出
る
。そ
う
い
う
こ
と
が
足
遣
い
に
は
わ
か
る
ん

で
す
。
目
を
瞑
っ
て
い
て
も
、
腰
に
当
た
っ
て
い
た
ら
わ

か
る
。
慣
れ
て
く
る
と
面
白
い
で
す
よ
。
あ
、
立
つ
な
と

か
、
右
向
く
な
、
左
向
く
な
、
と
い
う
こ
と
は
見
な
く
て

も
腰
の
当
た
り
で
全
部
わ
か
る
ん
で
す12

。

こ
の
よ
う
な
、言
語
を
介
さ
な
い
身
体
的
な
直
接
的
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、人
形
遣
い
の
卓
越
し
た
ワ
ザ
の
一
つ
で

あ
ろ
う
。「
ほ
と
ん
ど
無
意
識
に
動
か
し
て
い
る
と
き
も
あ
っ

て
、
そ
れ
は
よ
く
な
い
」
と
語
る
ぐ
ら
い
、
人
形
の
操
作
が

習
慣
化
す
る
よ
う
で
あ
る11

。

　

以
上
の
特
徴
は
人
形
浄
瑠
璃
一
般
に
共
通
す
る
項
目
で
あ

る
。
他
方
で
淡
路
島
の
人
形
浄
瑠
璃
に
は
、
文
楽
と
は
違
っ

て
神
事
の
時
に
奉
納
さ
れ
る
舞
が
今
で
も
残
っ
て
い
る
。淡

路
島
で
は
昭
和
三
〇
年
代
に
お
い
て
も
、市
三
條
集
落
に
お

い
て
は
地
祭
り
の
日
に
人
形
を
ま
わ
し
て
い
た
。神
事
に
廻

す
の
は
「
三
番
叟
」
で
、
お
祝
い
事
に
廻
す
の
は
、「
戎
舞
」

で
あ
る
。
地
祭
り
の
人
形
ま
わ
し
は
途
絶
え
た
が
、
現
在
で

も
正
月
の
三
番
叟
奉
納
は
粛
々
と
営
ま
れ
て
い
る
。
な
お
、

和
辻
哲
郎
の
分
析
と
は
異
な
っ
て
、
三
番
叟
に
お
い
て
は
、

人
形
の
動
き
は
し
ぐ
さ

0

0

0

で
は
な
く
舞
い

0

0

で
あ
る
と
い
え
よ

う
。

3
｜
2

誰
が
人
形
を
遣
う
の
か
？

　

人
形
の
し
ぐ
さ
を
導
く
の
は
主
遣
い
で
あ
る
と
先
に
述
べ

た
。だ
が
当
の
主
遣
い
は
何
を
導
き
手
と
し
て
そ
の
動
き
を

決
定
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。も
ち
ろ
ん
自
分
の
裁
量
で
動
く

こ
と
も
可
能
で
あ
る
が
、や
は
り
太
夫
と
三
味
線
を
基
準
と

し
て
動
く
。た
だ
し
当
の
太
夫
や
三
味
線
が
従
う
テ
ン
ポ
は
、

絶
対
的
な
拠
り
所
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。あ
え
て
場
を
統

制
し
て
い
く
基
準
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
間
」
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
何
も
の
か
で
あ
る
。つ
ま
り
演
者
の
経
験
を

忠
実
に
受
け
と
る
な
ら
ば
、
人
形
浄
瑠
璃
の
舞
台
空
間
は
、

誰
と
い
う
個
人
の
枠
を
越
え
て
、「
間
」
と
し
か
呼
べ
な
い
よ

う
な
あ
る
種
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
。

人
形
遣
い
は
捉
え
所
の
な
い
流
動
性
の
中
で
演
技
し
て
い
る

の
で
あ
り
、そ
の
こ
と
が
人
形
浄
瑠
璃
の
細
や
か
な
芸
を
生

み
出
す
の
で
あ
る
が
、そ
の
経
験
は
言
葉
に
よ
っ
て
記
述
し

つ
く
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
息
を
吸
っ
た
り
吐
い

た
り
す
る
呼
吸
を
文
字
ど
お
り
合
わ
せ
る
と
、か
な
り
の
部

分
ま
で
調
和
的
に
動
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、

場
を
作
り
出
す
も
の
は
「
呼
吸
」
で
あ
る
言
い
換
え
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、そ
れ
に
し
て
も
流
動
的
な
身
体
感
覚
を

越
え
る
も
の
で
は
な
く
、言
語
的
な
分
析
は
ど
こ
ま
で
い
っ

て
も
経
験
そ
の
も
の
に
は
届
か
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、

そ
の
よ
う
な
経
験
を
身
体
論
的
哲
学
に
接
続
さ
せ
る
こ
と

で
、議
論
の
土
俵
に
乗
せ
る
こ
と
を
試
み
る
。

　

こ
れ
ま
で
の
哲
学
的
身
体
論
が
一
貫
し
て
批
判
し
て
き
た

の
は
、精
神
と
し
て
の
魂
が
物
質
と
し
て
の
身
体
を
制
御
し

て
い
る
か
の
よ
う
な
二
元
論
的
心
身
図
式
で
あ
る
。物
資
に

依
存
し
な
い
精
神
そ
の
も
の
を
措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

第五章　憑依と演技の間に── 淡路人形座における人形遣いの身体論序説
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も
の
ご
と
を
俯
瞰
的
に
把
握
し
う
る
「
私
」
と
い
う
基
点
が

生
ま
れ
、そ
の
基
点
か
ら
す
べ
て
の
思
考
を
展
開
さ
せ
て
い

く
と
い
う
二
元
論
的
図
式
に
は
、確
か
に
今
や
素
朴
に
賛
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、
フ
ラ
ン

ス
の
哲
学
者
、
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
ア
ン
ド
リ
ュ
ー
（Bernard 

Andrieu

）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
心
身
二
元
論
に
対
す
る
反

発
が
、か
え
っ
て
個
人
と
身
体
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
を
導

く
点
に
つ
い
て
は
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。と
り
わ
け
二

〇
世
紀
以
降
、「
心
身
二
元
論
の
拒
絶
に
よ
っ
て
現
れ
た
の

は
…
…
む
し
ろ
自
分
自
身
の
身
体
を
創
造
・
加
工
す
る
こ
と
」

で
あ
っ
た
の
で
あ
る11

。心
身
二
元
論
が
個
人
と
身
体
と
を
分

ち
難
く
結
び
つ
け
た
こ
と
に
よ
っ
て
、個
人
が
身
体
を
所
有

し
、「
身
体
は
個
人
を
特
定
す
る
指
標
」
に
な
っ
た11

。す
な
わ

ち
、
前
近
代
に
お
い
て
、
自
己
は
共
同
体
や
世
界
観
に
よ
っ

て
担
保
さ
れ
て
い
た
が
、心
身
二
元
論
批
判
を
経
た
今
で
は
、

自
己
は
一
つ
の
身
体
の
内
側
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た

と
い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
理
論
的
背
景
に
対
し
て
、人
形
浄
瑠
璃
の
営

み
は
ど
う
映
る
で
あ
ろ
う
か
。
人
形
浄
瑠
璃
の
発
想
は
、
徹

頭
徹
尾
、
二
元
論
的
前
提
に
立
っ
て
い
る
。
近
松
が
言
う
よ

う
に
、
そ
れ
は
「
生
根
な
き
木
偶
に
さ
ま
ざ
ま
の
情
を
持
た

せ
て
見
物
の
感
を
と
ら
ん
と
す
る
こ
と11

」
で
あ
り
、
人
形
と

い
う
モ
ノ
に
、
感
情
を
吹
き
込
む
こ
と
を
目
指
す
。
人
形
と

人
間
と
を
同
列
に
考
え
る
な
ら
ば
、人
形
浄
瑠
璃
を
構
想
し

た
当
時
の
人
た
ち
に
、外
面
的
な
し
ぐ
さ
と
内
面
的
な
情
と

を
分
離
す
る
発
想
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。
だ
が
、

人
形
の
原
理
的
な
構
造
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、興
味
深
い
逆

転
が
生
ま
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
形
に
は
、
あ
た
か
も

泣
い
た
り
怒
っ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

動
き
を
さ
せ

る
の
が
主
眼
で
あ
っ
て
、本
当
に

0

0

0

泣
い
て
い
た
り
怒
っ
て
い

た
り
は
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
人

形
に
は
内
面

0

0

が
な
い
か
ら
で
あ
る
。そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

本
当
に

0

0

0

人
形
が
泣
き
、怒
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
観
客
側
の
問
題
な
の
で
あ
る11

。
つ
ま
り
考
え
る

必
要
が
あ
る
の
は
、
本
当
に
泣
い
て
い
る
か
ど
う
か
、
も
っ

と
い
え
ば
、
人
間
の
内
面
と
い
わ
れ
る
心
の
状
態
は
、
当
人

の
内
部
に
拠
点
が
あ
っ
て
作
用
す
る
も
の
で
は
な
く
、そ
も

そ
も
他
者
か
ら
見
た
視
点
を
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
心
が
な
い
は
ず
の
人
形

に
、本
当
の
心
を
映
し
と
る
の
が
観
客
の
心
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
翻
っ
て
、
人
間
の
内
面
に
心
が
備
え
付
け
ら
れ
て

い
る
と
い
う
素
朴
な
前
提
を
疑
っ
て
、人
間
の
内
面
の
空
洞

さ
に
つ
い
て
考
察
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
た
が
っ
て
問
う
べ
き
な
の
は
、
音
と
、
物
語
と
、
人
形

の
し
ぐ
さ
と
い
っ
た
要
素
か
ら
、い
か
に
し
て
人
形
の
心
が

立
ち
上
が
っ
て
く
る
の
か
、あ
る
い
は
観
客
は
そ
れ
ら
の
要

素
を
い
か
に
統
合
し
て
人
形
の
心
を
感
じ
取
る
の
か
、そ
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
に
あ
る
。本
稿
で
こ
の
問
題
に
回
答
を
与
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
が
、そ
の
場
に
立
っ
て
い
る
人
形
遣
い
の

身
体
が
、個
人
の
枠
を
越
え
た
経
験
の
世
界
に
参
入
し
て
い

る
点
を
明
ら
か
に
し
、議
論
の
一
助
と
し
た
い
。

　

素
朴
に
考
え
れ
ば
、人
形
を
三
人
で
遣
う
と
い
う
形
式
と
、

一
人
で
遣
う
と
い
う
形
式
で
は
、動
き
の
複
雑
さ
こ
そ
違
え
、

質
的
に
は
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
（
図
１
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
図
式
は
、
人
形
遣
い
の
経

験
を
言
い
表
す
た
め
に
は
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
と
い
う
の
も
、
個
人
の
身
体
と
い
う
枠
に
捕
わ
れ
て
い

て
は
、以
下
の
よ
う
な
経
験
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
で
あ
る
。

踊
り
で
も
歌
舞
伎
の
役
者
さ
ん
で
も
同
じ
だ
と
思
い
ま

す
が
、
う
ち
の
師
匠
な
ん
か
も
「
身
体
を
殺
せ
」
と
言
う

ん
で
す
。「
自
分
の
身
体
が
楽
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
ら
あ

か
ん
。
身
体
を
殺
す
ね
ん
。
身
体
を
殺
さ
ん
と
、
人
形
は

え
え
か
っ
こ
で
け
へ
ん
」
と
、よ
く
言
わ
れ
ま
し
た11

。

「
身
体
を
殺
す
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん
比
喩
的
な
意
味
で

あ
る
が
、人
形
遣
い
の
身
体
が
舞
台
の
上
で
消
え
て
見
え
な

く
な
る
ぐ
ら
い
、人
形
の
動
き
に
同
一
化
す
る
こ
と
を
目
指

す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
観
客
側
か
ら
も
、
優
れ
た
遣
い

手
の
舞
台
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
の
の
二
〇
分
で
「
人
形
だ
け

が
生
き
て
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
く
る11

」
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、以
下
の
場
合
で
あ
る
。

図1　個々の身体操作
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究
極
の
左
遣
い
、足
遣
い
と
い
う
の
は
、「
あ
れ
、お
ま
え
、

そ
こ
に
お
っ
た
の
」「
動
か
し
て
く
れ
て
た
の
」
み
た
い

な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
も
ら
え
る
、そ
う
い
う
人
で
す11

。

こ
の
場
合
の
よ
う
に
、舞
台
に
立
っ
て
い
る
人
形
遣
い
で
す

ら
、お
互
い
の
存
在
に
気
づ
か
な
い
ぐ
ら
い
一
体
と
な
っ
て

動
く
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
舞
台
上
で
の
人
形

遣
い
は
、
自
ら
の
身
体
を
極
限
ま
で
消
す
こ
と
で
、
舞
台
を

魅
力
あ
る
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
身
体
を
消
す
と
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
る
の
か
。

そ
れ
は
、身
体
を
動
か
す
こ
と
に
特
別
の
注
意
を
向
け
な
く

て
も
自
然
に
動
く
、
と
い
う
事
態
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
し
た
場
合
、自
分
の
身
体
が
人
形
を
制
御
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、「
間
」
あ
る
い
は
「
人
形
」
と
い
っ
た
非
─

自
己
の

存
在
に
、自
分
の
身
体
を
投
企
し
て
い
る
状
態
に
立
つ
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
自
分
で
は
な
い
も
の
に
身
体
を
貸
し
与
え
、

貸
し
与
え
た
場
所
に
お
い
て
新
し
い
異
な
る
身
体
を
生
成
す

る
と
い
う
点
で
、「
恊
働
的
身
体
」
が
生
成
す
る
と
い
え
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
（
図
２
）。

　

こ
こ
に
至
っ
て
は
、
主
遣
い
、
左
遣
い
、
足
遣
い
の
そ
れ

ぞ
れ
が
各
部
分
を
動
か
し
な
が
ら
も
、全
体
的
な
作
用
に
お

い
て
人
形
の
動
き
を
つ
く
り
あ
げ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、

身
体
は
も
は
や
個
人
の
枠
を
越
え
て
働
く
の
で
あ
る
。恊
働

的
身
体
と
は
、人
形
と
い
う
一
つ
の
モ
ノ
を
動
か
す
こ
と
に

寄
与
す
る
、複
合
的
に
形
成
さ
れ
る
身
体
の
働
き
を
意
味
す

る
。
も
ち
ろ
ん
、
各
個
人
の
身
体
が
文
字
ど
お
り
消
え
て
な

く
な
る
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
彼
ら
の
経
験

の
水
準
で
は
、自
分
の
た
め
に
身
体
を
動
か
す
と
い
う
閉
鎖

的
な
身
体
運
用
は
姿
を
消
し
、自
己
で
な
い
も
の
に
向
か
っ

て
身
体
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
と
、人
形
浄
瑠
璃
と
は
個
人
の

不
在
を
徹
底
さ
せ
た
舞
台
で
あ
る
と
い
う
仮
説
が
立
つ
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
。音
と
物
語
と
人
形
か
ら
構
成
さ
れ
る
舞
台

に
お
い
て
は
生
々
し
い
情
感
の
世
界
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る

が
、
そ
こ
か
ら
伝
わ
る
情
感
は
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。
そ

の
意
味
で
は
、
情
感
、
あ
る
い
は
心
な
る
も
の
は
、
特
定
の

個
人
、あ
る
い
は
身
体
の
内
部
に
閉
じ
ら
れ
て
存
在
す
る
と

い
う
よ
り
は
、む
し
ろ
特
定
の
場
に
お
い
て
そ
の
都
度
生
成

し
て
く
る
持
続
的
な
現
象
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。人
形
の
世
界
を
人
間
の
世
界
と
並
列
に
置
い
て
考
え
る

な
ら
ば
、
人
形
に
心
を
見
い
だ
す
私
と
、
他
者
に
心
を
見
い

だ
す
私
と
の
間
の
違
い
は
薄
れ
、心
と
身
体
と
を
個
人
の
も

の
と
し
て
捉
え
る
自
明
の
前
提
は
疑
い
の
網
に
か
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

人
形
浄
瑠
璃
は
、神
の
時
代
か
ら
人
の
時
代
へ
の
移
行
期

に
生
ま
れ
た
「
人
間
化
」
の
芸
能
で
あ
る
と
冒
頭
で
論
じ
た
。

だ
が
人
形
浄
瑠
璃
は
、
も
う
一
つ
の
意
味
で
「
人
間
化
」
の

芸
能
で
あ
る
。言
う
ま
で
も
な
く
、人
形
の
「
人
間
化
」
で
あ

る
。「
人
形
に
魂
を
込
め
る
」
こ
と
に
つ
い
て
は
前
節
で
論
じ

た
と
お
り
で
あ
る
が
、「
魂
を
込
め
る
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま

え
る
ほ
ど
人
形
に
「
情
」
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
に
は
、

観
客
と
し
て
も
見
る
目
を
養
う
稽
古
が
必
要
な
の
で
あ
ろ

う
。

　

と
こ
ろ
で
、
長
い
稽
古
の
果
て
に
た
ど
り
着
く
「
恊
働
的

身
体
」
は
、
も
は
や
普
通
の
人
間
の
常
識
を
い
く
ば
く
か
超

越
し
た
境
地
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。彼
ら
が
た
ど

り
着
く
の
が
、
自
分
の
身
体
を
、
人
形
と
い
う
モ
ノ
を
生
か

す
こ
と
に
徹
さ
せ
、自
分
の
身
体
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ

と
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、人
形
の
人
間
化
の
果
て
に
あ
る

も
の
は
、
人
間
の
「
脱
人
間
化
」
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
脱
人
間
化
」
と
は
、人
間
に
よ
る
人
間

で
な
い
も
の
へ
の
接
近
で
あ
り
、古
く
は
神
事
の
中
の
芸
に

よ
っ
て
果
た
さ
れ
て
い
た
、
ひ
と
つ
の
ワ
ザ
で
あ
る
。
現
代

に
お
い
て
「
脱
人
間
化
」
を
果
た
す
こ
と
は
稀
で
あ
る
に
せ

よ
、脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
芸
能
の
ワ
ザ
に
お
い

て
は
そ
こ
へ
通
じ
る
回
路
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
本
稿
の
課
題
を
列
挙
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
め

に
、淡
路
人
形
浄
瑠
璃
に
お
け
る
「
三
番
叟
」
や
「
戎
舞
」
な

ど
の
神
事
の
検
討
。
二
つ
め
に
、
浄
瑠
璃
と
い
う
語
り
を
通

お
わ
り
に
─
─
も
う
一
つ
の
「
人
間
化
」、

そ
し
て
「
脱
人
間
化
」

4

第五章　憑依と演技の間に── 淡路人形座における人形遣いの身体論序説

図 2　恊働的身体形成
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し
て
、言
葉
に
お
け
る
「
音
」
と
「
意
味
」
と
の
関
係
を
明
確

に
す
る
こ
と
。
三
つ
め
に
、
心
身
関
係
の
問
題
を
、
人
形
と

い
う
フ
ァ
ク
タ
ー
を
生
か
し
て
検
討
す
る
こ
と
。こ
れ
ら
に

つ
い
て
は
現
時
点
で
の
力
量
を
越
え
て
い
た
た
め
、稿
を
改

め
て
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

　

以
上
の
検
討
は
、い
ま
だ
素
描
の
域
を
超
え
出
る
も
の
で

は
な
い
。
だ
が
、
日
常
世
界
に
埋
没
し
て
い
る
身
体
・
言
葉

の
働
き
を
深
め
る
き
っ
か
け
を
、人
形
浄
瑠
璃
の
身
体
論
に

見
い
だ
せ
る
と
い
う
方
向
性
と
可
能
性
を
確
認
し
、本
稿
を

閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注１　

も
ち
ろ
ん
、
興
行
と
し
て
の
人
形
浄
瑠
璃
の
始
ま
り
が
淡
路
島

に
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
断
言
で
き
な
い
。
三
條
村
（
現
南
あ

わ
じ
市
市
三
條
）
に
お
い
て
上
村
源
之
丞
座
が
創
始
さ
れ
た
の
が
一
七

六
六
年
で
、
最
古
の
人
形
座
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。

２　

傀
儡
の
民
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
。
例
え
ば
、
世
阿
弥
が
能
と

秦
河
勝
と
の
関
係
を
強
調
し
た
の
と
同
じ
く
、
傀
儡
の
民
も
ま
た
朝

鮮
半
島
か
ら
渡
り
来
た
民
族
で
あ
り
、
賤
民
と
し
て
芸
を
司
っ
た
人
々

で
あ
る
と
の
見
方
も
あ
る
。
戸
伏
太
兵
『
文
楽
と
淡
路
人
形
座
』（
寧

楽
書
房
、
一
九
五
六
年
、
一
五
─
二
五
頁
）
な
ど
。

３　

も
ち
ろ
ん
研
究
を
俯
瞰
す
れ
ば
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
後
藤
静

夫
は
、文
楽
論
に
お
い
て
人
形
遣
い
の
役
割
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

（
後
藤
静
夫
「
文
楽
・
人
形
浄
瑠
璃
の
現
在
─
─
そ
の
多
重
媒
介
性
を

考
え
る
」『
人
文
學
報
』
八
六
号
、二
〇
〇
二
年
、二
八
一
─
二
九
三
頁
）。

ま
た
、
工
学
的
観
点
か
ら
人
形
遣
い
の
身
体
動
作
を
分
析
す
る
研
究

も
報
告
さ
れ
て
い
る
。
服
部
元
史「
文
楽
に
お
け
る
動
き
の
情
緒
表
現
」

（『
バ
イ
オ
メ
カ
ニ
ズ
ム
学
会
誌
』
二
六
巻
三
号
、
二
〇
〇
二
年
、 

一
三

七
─
一
四
一
頁
）。

４　

近
松
浄
瑠
璃
『
近
松
門
左
衛
門
集
』
重
友
毅
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
年
。

５　

和
辻
哲
郎
の
分
析
に
よ
る
。
例
え
ば
、
萬
治
元
年
（
一
六
五
八
）

に
刊
行
さ
れ
た
浅
井
了
意『
東
海
道
名
所
記
』に
は
、「
京
の
次
郎
兵
衛
」

が
浄
瑠
璃
を
初
め
て
語
っ
た
人
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
延
宝
六
年

（
一
六
七
八
）
に
出
版
さ
れ
た
畠
山
箕
山
『
色
道
大
鏡
』
に
お
い
て
、

作
者
は
「
小
野
の
通
」、
語
り
手
は
「
滝
野
勾
當
」
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る
。

６　

和
辻
哲
郎
『
日
本
芸
術
史
研
究
』
第
一
巻
、
五
四
頁
。

７　

同
上
、
五
五
頁
。

８　
「
淡
路
人
形
浄
瑠
璃
資
料
館
資
料
」。
同
館
館
長
正
井
良
徳
氏
に

い
た
だ
い
た
資
料
に
よ
る
。

９　

山
田
和
人
「『
道
薫
坊
伝
記
』
─
─
淡
路
人
形
の
始
祖
伝
承
」『
同

志
社
国
文
学
』
一
九
七
八
年
、
九
三
─
一
〇
一
頁
。

10　

世
阿
弥
『
風
姿
花
傳
』
西
尾
實
校
訂
、岩
波
書
店
、一
九
五
八
年
。

11　

正
井
良
徳
氏
の
同
資
料
に
よ
る
。

12　

戸
伏
、
前
掲
書
、
七
四
─
七
五
頁
。

13　

水
落
潔
『
文
楽
─
─
そ
の
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
新
曜
社
、
一
九

八
九
年
、
二
〇
頁
。

14　

同
上
、
九
〇
頁
。

15　

同
上
、
一
四
頁
。

16　

和
辻
、
前
掲
書
、
三
二
頁
。

17　

同
上
、
三
三
頁
。

18　

桐
竹
勘
十
郎
「
日
本
の
身
体
」『
考
え
る
人
』
三
一
号
、
二
〇
一

〇
年
、
一
五
〇
頁
。

19　

同
上
。

20　

淡
路
人
形
座
の
人
形
遣
い
の
方
々
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
よ
る
。

二
〇
一
〇
年
八
月
二
日
、
兵
庫
県
南
あ
わ
じ
市
、
淡
路
人
形
座
に
て
。

21　
Bernard Andrieu, 'Em

bodying the C
him

era: Biotechnology 
and Subjectivity', in Edouardo K

ac ed., Signs of Life , M
IT

 Press, 
p.65.

22　

ibid.

23　

近
松
浄
瑠
璃
『
近
松
門
左
衛
門
集
』
重
友
毅
校
注
、
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
年
、
三
五
六
頁
。

24　

船
曳
建
夫
「
人
形
浄
瑠
璃
と
、
も
の
・
語
り
」『
モ
ノ
学
・
感
性

価
値
研
究
』
第
二
号
、
二
〇
〇
八
年
、
八
三
─
八
七
頁
。

25　

桐
竹
、
前
掲
書
、
一
五
〇
頁
。

26　

戸
伏
、
前
掲
書
、
一
一
頁
。

27　

桐
竹
、
同
上
。

京都新聞平成 22 年（2010）11月22日朝刊掲載
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筆
者
は
、
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
六
日
（
金
）、
京
都
大
学

こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
で
行
わ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
言
葉
の
感
覚
・
価
値
─
そ
の
韻
律
、
質
感
、
視
点
か
ら
─
」

の
企
画
・
実
施
に
携
わ
っ
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
松
井
茂

先
生
（
東
京
藝
術
大
学
、
詩
人
）
に
よ
る
「
口
ず
さ
め
る
詩
と

は
何
か
─
─
声
を
共
有
す
る
試
み
」、高
嶋
由
布
子
先
生
（
京

都
市
立
芸
術
大
学
、
認
知
言
語
学
）
に
よ
る
「
五
感
を
捉
え
る

こ
と
ば
の
視
点
」、鈴
木
清
重
先
生
（
立
教
大
学
、知
覚
心
理
学
）

に
よ
る
「
事
象
の
知
覚
体
制
化
と
映
像
表
現
の
技
法
」
と
い

う
、言
葉
と
そ
の
視
点
操
作
に
関
す
る
三
つ
の
講
演
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
た
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
人
間
の
知
覚
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
そ
の

特
性
を
活
か
し
た
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス
技
術
の
研
究
を
行
っ
て

は
じ
め
に

1

き
た
が1

、知
覚
の
表
象
や
記
号
化
に
つ
い
て
研
究
を
行
う
な

か
で
、
そ
の
言
葉
と
の
関
係
性
、
特
に
音
韻
を
伴
う
言
葉
と

の
深
い
関
係
性
を
認
識
す
る
に
至
り
、今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
開
催
に
携
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
自
身
の
研

究
に
関
連
す
る
「
感
覚
の
デ
ジ
タ
ル
表
象
」、「
主
体
な
き
交

感
」、「
記
述
視
点
の
操
作
」、「
言
説
の
定
位
と
そ
の
存
在
感

覚
」と
い
う
四
つ
の
言
葉
の
特
性
に
つ
い
て
、そ
れ
ぞ
れ
エ
ッ

セ
イ
的
な
試
論
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

本
章
で
は
、連
続
的
な
感
覚
入
力
を
離
散
的
な
概
念
表
象

に
カ
テ
ゴ
リ
化
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
概
念
表
象
と
音
韻
を
結

び
つ
け
る
過
程
に
つ
い
て
考
察
す
る2

。生
物
は
環
境
に
あ
る

光
、
音
、
振
動
、
温
度
、
臭
い
等
、
物
理
情
報
を
そ
れ
ぞ
れ
の

感
覚
セ
ン
サ
で
取
得
、
処
理
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
運
動
を

感
覚
の
デ
ジ
タ
ル
表
象

2

生
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
蚤
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
を
感

知
し
、
濃
度
の
高
い
対
象
へ
向
け
て
ジ
ャ
ン
プ
し
、
そ
の
血

を
吸
う
こ
と
で
生
存
し
て
い
る
。
一
方
、
哺
乳
類
な
ど
複
雑

で
多
様
な
感
覚
入
力
を
持
つ
生
物
は
、感
覚
入
力
を
そ
の
ま

ま
運
動
出
力
と
結
び
つ
け
る
の
で
は
な
く
、い
く
つ
か
の
感

覚
入
力
を
ま
と
め
て
ひ
と
つ
の
概
念
表
象
と
し
て
グ
ル
ー
プ

化
し
、扱
う
情
報
量
を
減
少
さ
せ
て
い
る
。視
覚
で
あ
れ
ば
、

色
カ
テ
ゴ
リ
が
あ
る
範
囲
の
波
長
の
光
を
ま
と
め
て
扱
う
こ

と
を
可
能
に
し
、
聴
覚
で
あ
れ
ば
、
五
十
音
と
い
う
音
の
カ

テ
ゴ
リ
が
あ
る
範
囲
の
波
形
の
音
を
区
別
す
る
こ
と
な
く
、

五
十
音
の
ど
れ
か
と
し
て
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
カ
テ
ゴ
リ
の
概
念
表
象
は
、

そ
の
記
憶
、
操
作
、
伝
達
、
共
有
の
た
め
に
音
韻
と
結
び
付

け
ら
れ
る
。
一
般
に
、
音
韻
と
概
念
表
象
と
の
間
に
は
、
明

確
な
関
係
付
け
の
理
由
が
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、日
本
語
の
場
合
、特
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
語
や
擬

第
一
章

言
葉
の
特
性
に
関
す
る
四
つ
の
考
察
─
─

感
覚
の
デ
ジ
タ
ル
表
象
、主
体
な
き
交
感
、記
述
視

点
の
操
作
、言
説
の
定
位
と
そ
の
存
在
感
覚 

渡
邊
淳
司 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
基
礎
研
究
所

感
覚
価
値
と
言
語

第
3
部	

第一章　言葉の特性に関する四つの考察── 感覚のデジタル表象、主体なき交感、記述視点の操作、言説の定位とその存在感覚 
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態
語
の
総
称
）
で
は
、音
韻
と
そ
れ
が
表
す
感
覚
イ
メ
ー
ジ
と

の
あ
い
だ
に
は
、一
定
の
ル
ー
ル
（
音
象
徴
性
）
が
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る3

。
た
と
え
ば
、「
ｉ
」
と
い
う
母
音
は
、
何

か
が
突
き
刺
さ
る
感
覚
や
直
線
に
伸
び
た
感
覚
と
関
係
付
け

ら
れ
、「
ｐ
」
と
い
う
子
音
は
、張
っ
て
い
る
感
覚
や
破
裂
す

る
感
覚
と
関
係
付
け
ら
れ
る
。
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
う
ち
、
聴
覚

入
力
を
音
韻
の
連
な
り
に
よ
っ
て
表
す
擬
音
語
（「
コ
ケ
コ
ッ

コ
ー
」「
ニ
ャ
ー
」
な
ど
）
は
、ど
こ
ま
で
が
音
を
模
し
た
も
の

で
ど
こ
か
ら
が
音
象
徴
性
に
よ
る
も
の
か
が
不
可
分
で
あ
る

が
、視
覚
や
触
覚
等
の
聴
覚
以
外
の
感
覚
を
音
韻
の
連
な
り

に
よ
っ
て
表
す
擬
態
語
（「
き
ら
き
ら
」「
さ
ら
さ
ら
」
な
ど
）
で

は
、そ
の
音
韻
に
音
象
徴
性
が
強
く
反
映
さ
れ
る
。筆
者
は
、

こ
れ
ま
で
、触
覚
の
触
り
心
地
に
関
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
つ

い
て
、
そ
の
感
覚
カ
テ
ゴ
リ
表
象
の
視
覚
化4

、
お
よ
び
そ
の

音
韻
と
の
関
係
に
つ
い
て
研
究5

を
行
っ
て
き
た
。
以
下
、
そ

の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　

こ
れ
ま
で
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、感
覚
の
特
性
を
研
究
す
る
た

め
の
一
対
の
評
価
項
目
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
が
、あ
る

感
覚
に
関
連
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
群
に
対
し
、そ
れ
ら
が
表
象

す
る
感
覚
イ
メ
ー
ジ
の
関
係
性
は
詳
し
く
調
べ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
本
研
究
で
は
、
特
に
、
触
覚
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
群
に

対
し
て
触
り
心
地
の
主
観
評
価
を
行
い
、そ
れ
ら
の
感
覚
イ

メ
ー
ジ
に
基
づ
く
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
カ
テ
ゴ
リ
表
象
の
関
係
性

を
、
二
次
元
分
布
図
と
し
て
視
覚
化
し
た
。
具
体
的
に
は
、

二
モ
ー
ラ
繰
り
返
し
型
（
モ
ー
ラ
と
は
発
音
時
の
拍
数
）
オ
ノ

マ
ト
ペ
四
二
語
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
、
大
き
さ
感
、
摩
擦
感
、

粘
性
感
と
い
う
三
つ
の
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
五
段
階
で
評
価
し

た
。
二
十
名
の
主
観
評
価
の
結
果
を
主
成
分
分
析
し
、
第
一

主
成
分
、第
二
主
成
分
を
そ
れ
ぞ
れ
ｘ
軸
（
正
負
反
転
）
と
ｙ

軸
に
対
応
さ
せ
た
結
果
を
図
１
に
示
す
。
近
い
感
覚
イ
メ
ー

ジ
を
表
象
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
、空
間
的
に
近
く
分
布
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

そ
し
て
、オ
ノ
マ
ト
ペ
が
表
象
す
る
感
覚
イ
メ
ー
ジ
の
分

類
軸
に
つ
い
て
考
え
る
と
、二
次
元
分
布
図
上
で
原
点
を
中

心
に
「
じ
ゃ
り
じ
ゃ
り
」
や
「
じ
ょ
り
じ
ょ
り
」
な
ど
の
粗
い

感
覚
を
表
象
す
る
語
と「
つ
る
つ
る
」や「
す
べ
す
べ
」と
い
っ

た
滑
ら
か
な
感
覚
を
表
象
す
る
語
が
対
称
に
位
置
し
て
い
る

（
図
１
粗
さ
軸
）。ま
た
、「
こ
ち
こ
ち
」
や
「
こ
り
こ
り
」
に
対
し

て
「
ぐ
に
ゃ
ぐ
に
ゃ
」
や
「
ね
ち
ょ
ね
ち
ょ
」
と
い
う
硬
さ
が

対
立
し
て
い
る
軸
（
図
１
硬
さ
軸
）、「
が
さ
が
さ
」
や
「
か
さ
か

さ
」
に
対
し
て
「
ぬ
る
ぬ
る
」
や
「
に
ゅ
る
に
ゅ
る
」
と
い
う

乾
湿
が
対
立
し
て
い
る
軸
（
図
１
湿
り
気
軸
）
が
観
察
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
分
布
し
た
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
音
韻
と
そ
の
感
覚
イ

メ
ー
ジ
の
関
係
（
音
象
徴
の
傾
向
）
は
、粗
く
、硬
い
、乾
い
た

感
覚
イ
メ
ー
ジ
と
対
応
す
る
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
第
一
モ
ー
ラ
の

子
音
に
「
ｋ
」「
ｇ
」「
ｚ
」
が
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
逆

に
滑
ら
か
な
感
覚
イ
メ
ー
ジ
に
対
し
て
は
「
ｓ
」、柔
ら
か
く

湿
っ
た
感
覚
イ
メ
ー
ジ
に
は
「
ｂ
」「
ｎ
」「
ｐ
」
が
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
（
こ
の
感
覚
イ
メ
ー
ジ
と
音
韻
の
対
応
付
け
に

関
し
て
は
、音
韻
を
発
声
す
る
と
き
の
音
響
的
特
徴
と
の
関
連
が

考
え
ら
れ
る
）。

　

こ
の
分
布
図
は
、環
境
か
ら
の
連
続
的
な
感
覚
入
力
に
対

し
て
の
、オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
る
離
散
的
な
分
節
の
傾
向
を
可

視
化
し
た
も
の
で
あ
り
、デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ
た
感
覚
イ
メ
ー

ジ
を
連
続
的
な
二
次
元
空
間
に
再
配
置
し
た
も
の
と
も
い
え

る
。
そ
し
て
、
こ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
よ
る
感
覚
イ
メ
ー
ジ
の

分
節
の
傾
向
は
、知
覚
と
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
軸
を
持
ち
、

音
韻
と
も
強
い
関
係
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

前
章
で
は
、感
覚
入
力
と
音
韻
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た

が
、
本
章
で
は
、
出
力
さ
れ
た
音
韻
の
他
者
へ
の
影
響
に
つ

い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

人
間
は
、
意
識
的
に
言
葉
を
発
声
す
る
以
外
に
も
、
快
不

快
の
感
覚
に
対
し
て
反
射
的
に
声
が
漏
れ
、手
を
叩
く
音
や
、

足
を
踏
み
鳴
ら
す
音
、
さ
ら
に
は
、
欠
伸
、
お
腹
が
鳴
る
音
、

放
屁
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
音
を
出
力
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
音

主
体
な
き
交
感

3

図１　触り心地のオノマトペの分布図（文献４より改定）
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が
何
ら
か
の
概
念
表
象
と
対
応
付
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と

し
て
も
、
音
を
聞
く
側
は
、
身
体
感
覚
を
基
礎
に
他
者
の
感

覚
を
音
か
ら
推
定
し
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
早
足
の
足
音

が
聞
こ
え
た
ら
、そ
の
人
は
何
か
焦
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

と
想
像
し
、
早
い
心
音
が
聞
こ
え
た
ら
、
そ
の
心
臓
の
主
は

緊
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
し
て
し
ま
う
（
実
際
に

他
者
の
心
音
を
聞
く
こ
と
は
な
い
が
、自
身
の
経
験
か
ら
想
像
可

能
で
あ
ろ
う
）。ま
た
、何
か
を
触
っ
た
と
き
「
ひ
ぃ
や
ー
」
と

い
う
発
声
が
反
射
的
に
な
さ
れ
た
と
し
て
、そ
れ
を
聞
い
た

側
は
、
そ
の
発
声
を
聞
い
た
だ
け
で
、
そ
の
発
声
が
行
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
身
体
感
覚
に
基
づ
き
な
が
ら
感
覚
イ
メ
ー
ジ

（
こ
の
場
合
、
冷
た
く
て
や
や
痛
み
を
伴
う
感
覚
？
）
を
共
有
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
対
応
関
係
を
学
習
す
る
以
前
で
も
、

音
韻
の
響
き
や
そ
れ
が
半
自
動
的
に
駆
動
す
る
身
体
感
覚
か

ら
、音
韻
が
表
象
す
る
感
覚
イ
メ
ー
ジ
を
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
身
体
音
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
日
本
語
の
オ

ノ
マ
ト
ペ
の
よ
う
に
、発
声
か
ら
で
も
感
覚
の
推
定
や
交
感

が
行
わ
れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
関
係
付
け
が
恣
意
的
か
ど
う

か
に
よ
ら
ず
、音
韻
と
概
念
表
象
の
関
係
付
け
の
基
礎
と
し

て
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

筆
者
は
、
昨
年
、
こ
の
よ
う
な
身
体
の
模
倣
的
交
感
機
能

に
着
目
し
た
「
心
音
移
入
」（
安
藤
英
由
樹
＋
渡
邊
淳
司
＋
佐
藤

雅
彦6

）
と
い
う
展
示
を
行
っ
た
。
本
作
は
二
〇
一
〇
年
七
月

一
六
日
〜
一
一
月
三
日
、
東
京
六
本
木
の21_21	D

ESIGN
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に
て
開
催
さ
れ
た
「
佐
藤
雅
彦
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン

“
こ
れ
も
自
分
と
認
め
ざ
る
を
え
な
い
”
展7

」
の
な
か
で
展
示

さ
れ
た
。展
覧
会
全
体
と
し
て
、人
間
の
「
属
性
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
お
り
、特
に
本
作
で
は
身
体
内
部
の
属
性
の
ひ
と
つ

で
あ
る
心
音
を
取
り
扱
っ
た
。

　

体
験
者
は
、
聴
診
器
を
自
分
の
胸
に
あ
て
、
ヘ
ッ
ド
フ
ォ

ン
を
通
じ
て
自
分
の
心
音
を
聞
く
体
験
を
し
た
（
図
２
左
）。

そ
し
て
、
こ
の
と
き
、
目
の
前
に
緊
張
し
て
い
る
人
の
映
像

が
流
さ
れ
、映
像
に
合
わ
せ
て
聞
こ
え
る
心
音
の
音
量
が
調

整
さ
れ
た
（
図
２
右
）。
体
験
者
が
、
心
音
を
聞
き
な
が
ら
映

像
を
見
て
い
る
う
ち
に
、ヘ
ッ
ド
フ
ォ
ン
か
ら
聞
こ
え
て
く

る
心
音
が
、
自
分
自
身
の
も
の
な
の
か
、
映
像
の
中
の
人
の

も
の
な
の
か
だ
ん
だ
ん
区
別
が
つ
か
な
く
な
り
、映
像
の
中

の
人
の
緊
張
が
伝
わ
っ
て
き
た
よ
う
な
感
覚
に
な
る
こ
と
を

意
図
し
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
人
間
は
身
体
音
を
聞
い
た
と

き
、そ
れ
を
自
身
の
身
体
を
媒
介
に
模
倣
的
に
解
釈
す
る
た

め
、
本
作
の
場
合
、
自
分
の
も
の
か
他
者
の
も
の
か
区
別
で

き
な
い
心
音
を
聞
く
こ
と
で
、
あ
た
か
も
、
他
人
の
緊
張
感

や
、心
の
動
き
を
認
識
し
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
引
き
起
こ

し
て
い
る
。

　

ま
た
、
展
示
の
な
か
で
「
自
分
か
ら
発
せ
ら
れ
た
は
ず
の

心
音
が
、
他
者
の
も
の
と
し
て
も
認
識
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
心

音
が
共
有
さ
れ
て
い
く
過
程
は
、自
己
と
他
者
が
一
体
と
な

る
よ
う
な
感
覚
へ
つ
な
が
る
」
と
い
う
趣
旨
の
感
想
を
得
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
模
倣
的
な
身
体
感
覚
に
よ
る
同

調
・
同
一
化
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
予
想
さ
れ
る
。
実
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
概
念
表
象
を
具
現
化
す
る
発
声
の
過
程

に
お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
報
告
さ
れ
る
。
合
唱
や
群
読
等
、

声
を
出
す
こ
と
と
聞
く
こ
と
が
一
体
と
な
っ
た
行
為
に
お
い

て
、
声
の
音
質
だ
け
で
な
く
、
身
体
性
（
例
え
ば
呼
吸
制
御
）

を
他
者
と
合
わ
せ
て
い
く
こ
と
で
、自
己
の
声
と
他
者
の
声

の
区
別
が
消
滅
す
る
感
覚
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る8

。

　

合
唱
や
群
読
の
経
験
者
が
口
に
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、日

常
区
別
さ
れ
て
い
る
個
が
、声
の
同
調
を
通
し
て
個
を
超
え

る
匿
名
で
集
合
的
な
も
の
と
同
一
化
す
る
体
験
は
、強
い
カ

タ
ル
シ
ス
を
生
む
。
さ
ら
に
、
こ
の
考
え
を
拡
張
す
る
と
、

単
純
な
、
歌
を
歌
う
行
為
や
音
読
す
る
と
い
う
行
為
も
、
韻

律
や
修
辞
の
パ
タ
ー
ン
を
模
倣
す
る
こ
と
で
、歌
や
文
章
の

作
成
主
、さ
ら
に
は
そ
の
テ
ー
マ
（
神
）
に
対
し
て
自
ら
を
同

第一章　言葉の特性に関する四つの考察── 感覚のデジタル表象、主体なき交感、記述視点の操作、言説の定位とその存在感覚 

図２　「心音移入」（安藤英由樹＋渡邊淳司＋佐藤雅彦）体験のようす
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調
・
同
一
化
さ
せ
る
行
為
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

概
念
表
象
に
音
韻
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
単
純
に
感
覚
イ

メ
ー
ジ
の
カ
テ
ゴ
リ
に
音
を
対
応
付
け
て
記
憶
、
操
作
、
伝

達
の
効
率
化
を
図
る
だ
け
で
は
な
く
、身
体
を
媒
介
と
し
た

自
分
以
外
の
も
の
と
の
同
調
や
同
一
化
を
駆
動
す
る
機
能
を

も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　

言
説
は
、
名
詞
、
動
詞
、
形
容
詞
、
副
詞
な
ど
、
単
語
を
組

み
合
わ
せ
る
こ
と
で
構
成
さ
れ
る
。
言
説
を
聞
く
と
き
も
、

前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、そ
の
音
韻
的
な
特
性
（
そ
の
話
さ
れ

方
や
、単
語
自
体
が
持
つ
音
韻
の
響
き
）
か
ら
、他
者
の
感
覚
や

感
情
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で

な
く
、
言
説
の
連
な
り
は
概
念
表
象
世
界
を
生
み
出
し
、
さ

ら
に
、
そ
の
中
に
参
入
す
る
こ
と
で
、
他
者
の
感
覚
や
感
情

を
追
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。特
に
、「
私
」、「
あ
な
た
」、「
い

ま
」、「
こ
こ
」、「
そ
こ
」
と
い
っ
た
「
ダ
イ
ク
シ
ス
」（
発
話

者
を
起
点
と
す
る
指
示
語9

）
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
聞
き
手

を
当
事
者
と
す
る
言
説
が
構
成
さ
れ
る
。た
と
え
ば
、「
私
は

○
○
○
で
す
。」と
い
う
ダ
イ
ク
シ
ス
を
含
ん
だ
言
説
を
、「
わ

た
し
」
が
聞
く
、も
し
く
は
、「
わ
た
し
」
が
読
み
上
げ
る
と
、

「
私
」
と
「
わ
た
し
」
の
視
点
が
重
な
る
と
と
も
に
、
言
説
の

な
か
の
「
私
」
の
経
験
を
参
照
し
な
が
ら
、「
わ
た
し
」
の
○

○
○
に
つ
い
て
の
経
験
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
。他
者
へ
の
同

調
・
同
一
化
は
、
模
倣
的
身
体
を
媒
介
に
し
た
も
の
だ
け
で

な
く
、言
葉
の
概
念
表
象
世
界
に
お
け
る
ダ
イ
ク
シ
ス
の
使

用
に
よ
っ
て
も
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

筆
者
ら
は
、こ
の
ダ
イ
ク
シ
ス
の
特
性
を
利
用
し
て
身
体

感
覚
を
変
容
さ
せ
る
試
み
を
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「H

ERE/

記
述
視
点
の
操
作

4

H
EA

R	

『
い
る
こ
と
と
聴
く
こ
と
』
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
開
催
）の
中
で
行
っ
た11

。ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
は
、
参
加
者
は
シ
ュ
ラ
フ
（
寝
袋
）
に
身
を
包
み
、
床
に

横
た
わ
り
な
が
ら
イ
ヤ
フ
ォ
ン
や
ス
ピ
ー
カ
等
、複
数
の
異

な
る
音
響
機
器
か
ら
音
声
を
聴
い
た
。イ
ヤ
フ
ォ
ン
か
ら
の

音
は
主
に
頭
部
内
部
に
定
位
さ
れ
、ス
ピ
ー
カ
か
ら
の
音
は

環
境
に
定
位
さ
れ
る
た
め
、そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
使
用

す
る
こ
と
で
、身
体
の
内
外
に
音
が
定
位
さ
れ
る
音
響
シ
ス

テ
ム
を
実
現
で
き
る
。

　

こ
の
音
響
シ
ス
テ
ム
で
流
し
た
音
声
の
ひ
と
つ
に
、ダ
ン

サ
ー
川
口
ゆ
い
氏
の
声
が
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
は
、
本
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
と
同
じ
企
画
の
な
か
で
行
わ
れ
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
作
品
、「H

EREing	Loss

─
私
の
孵
る
場
所
」
の
た
め
に

川
口
氏
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
（
図
３
）。こ
の
テ
キ
ス
ト

の
音
声
を
イ
ヤ
フ
ォ
ン
と
ス
ピ
ー
カ
を
入
れ
替
え
な
が
ら
再

生
し
た
。図
で
は
イ
ヤ
フ
ォ
ン
で
再
生
さ
れ
た
部
分
に
下
線

きこえますか？
“ 私”です
あなたの
右にいるかもしれないし
左かもしれない
前なのかもしれないし
実は“ ここ”にはいないかも
ずーっと　ここで　待ち続けてるんですけど
いつまでたっても呼んで貰えません
もう芋虫は蝶々になって飛んでって
蟻の引っ越しも無事済んで
豚も屠殺場からお皿にのって帰って来たんですよ
なのに私だけ
いつまでたっても　ここで　相変わらずです

“ ここ”にある沢山の目
覚えがあるような気もするし
ないような気もする

“ 私”が今みているこの体
確かこの私のものだったと思う
でももう違うのかも
そういえば何だか変ですよね

“ 私”はここにも
　　　　　　　　ここにも
ここにも
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ここにだって
　　　　　　　　　　　そしてここにもいます
だけど　肝心の私は　相変わらず　ここで
呼んで貰えるのを待っているんです
きこえてますか？

図３　ワークショップで使用された川口ゆい氏のテキスト 
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が
引
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
「
私
」
や
「
こ
こ
」
と
い
う
ダ
イ
ク
シ
ス

が
数
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、イ
ヤ
フ
ォ
ン
で
再
生
さ
れ
る
と
、

近
く
に
い
る
「
私
」
が
聴
取
者
に
話
し
か
け
る
、も
し
く
は
、

聴
取
者
の
言
葉
を
「
私
」
が
代
弁
し
て
い
る
感
覚
が
生
じ
、

ス
ピ
ー
カ
で
「
私
」
や
「
こ
こ
」
と
い
う
音
声
が
再
生
さ
れ
る

と
、
そ
の
場
所
が
強
く
意
識
さ
れ
、
聴
取
者
で
は
な
い
誰
か

が
身
体
外
部
の
音
源
位
置
に
い
る
よ
う
な
感
覚
が
生
じ
る
。

た
と
え
ば
、テ
キ
ス
ト
冒
頭
で
は
、イ
ヤ
フ
ォ
ン
で
「
私
」
と

い
う
他
人
が
聴
取
者
に
話
し
か
け
る
感
覚
を
作
り
出
し
、ス

ピ
ー
カ
か
ら
の
「
こ
こ
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
感
が
強
調

さ
れ
る
と
も
に
、
さ
ら
に
「
こ
こ
」
が
イ
ヤ
フ
ォ
ン
で
流
さ

れ
る
こ
と
で
、聴
取
者
の
近
い
位
置
も
し
く
は
聴
取
者
の
概

念
表
象
の
な
か
に
「
私
」
が
移
動
す
る
よ
う
に
聞
こ
え
て
く

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
（
詳
細
に
つ
い
て
は
文
献
11
を
参

照
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
ダ
イ
ク
シ
ス
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、

聞
い
て
い
る
側
の
視
点
は
、言
説
の
概
念
表
象
世
界
の
あ
ち

ら
こ
ち
ら
を
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
小
説
の
描

写
の
変
化
に
よ
る
感
情
移
入
や
、独
り
言
や
内
言
に
お
け
る

擬
似
的
な
視
点
の
移
動
と
も
関
連
す
る
。
そ
し
て
、
視
点
操

作
と
い
う
意
味
か
ら
は
、映
像
の
カ
メ
ラ
ワ
ー
ク
と
の
関
連

も
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、言
説
の
定
位
と
そ
の
存
在
感
覚
（
そ
の
言
説
が
実

際
に
存
在
し
た
と
い
う
確
信
の
感
覚
）
に
つ
い
て
述
べ
る11

。
当

然
で
は
あ
る
が
、
人
間
は
言
説
を
聞
く
と
き
、
発
せ
ら
れ
た

言
説
の
内
容
を
理
解
す
る
と
と
も
に
、そ
の
声
が
目
の
前
の

言
説
の
定
位
と
そ
の
存
在
感
覚

5

発
話
者
か
ら
発
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
。そ
し

て
、
そ
の
声
の
定
位
は
「
言
説
が
実
際
に
存
在
し
た
」
と
い

う
根
拠
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
代
に
お
い
て
、
携
帯
電
話
に
よ
る
会

話
な
ど
、一
部
の
会
話
で
は
発
話
者
は
目
の
前
に
は
存
在
し

な
い
。
他
者
が
目
の
前
に
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
他
者
か

ら
の
言
説
の
存
在
感
覚
は
、い
っ
た
い
何
に
よ
っ
て
引
き
起

こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
つ
の
可
能
性
と
し
て
、
他
者

の
何
ら
か
の
代
替
物
、電
話
機
と
い
う
物
体
の
存
在
お
よ
び

そ
れ
が
引
き
起
こ
す
身
体
感
覚
が
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
、
い

つ
の
日
か
、
電
話
機
が
目
に
見
え
な
い
く
ら
い
小
さ
く
、
重

さ
を
感
じ
な
い
く
ら
い
軽
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、わ
た
し

た
ち
は
、
そ
こ
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
声
が
、
本
当
に
誰
か
が

し
ゃ
べ
っ
た
も
の
だ
と
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

言
説
は
、声
と
い
う
形
な
き
も
の
を
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
い
る

た
め
、何
ら
か
の
身
体
も
し
く
は
物
体
に
定
位
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、言
説
の
存
在
感
覚
が
補
完
さ
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か11

。

　

言
説
の
物
体
へ
の
定
位
は
、言
説
の
存
在
感
覚
を
強
め
る

と
と
も
に
、
定
位
さ
れ
た
物
体
に
対
し
て
は
、
物
理
的
な
モ

ノ
以
上
の
意
味
を
付
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

ラ
ジ
オ
は
そ
こ
か
ら
声
が
聞
こ
え
て
い
な
け
れ
ば
、箱
型
の

物
体
以
上
の
意
味
は
な
い
が
、ラ
ジ
オ
か
ら
Ｄ
Ｊ
の
声
が
聞

こ
え
て
い
て
、そ
の
声
が
聞
こ
え
て
い
る
最
中
に
電
源
を
消

そ
う
と
す
る
と
、な
ぜ
か
、戸
惑
い
を
感
じ
て
し
ま
う
。ま
た
、

声
が
聞
こ
え
て
い
る
と
き
に
ラ
ジ
オ
を
落
と
し
て
し
ま
う

と
、
悪
い
こ
と
を
し
た
気
分
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
説

の
定
位
や
関
連
付
け
に
よ
り
、物
体
に
対
す
る
感
情
や
行
動

が
変
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。

　

筆
者
は
二
〇
〇
八
年
に
行
っ
た「M

oneys	biography
」

と
い
う
展
示
の
中
で
、紙
幣
に
対
し
て
言
説
を
定
位
す
る
こ

と
を
試
み
た11

。
通
常
、
紙
幣
は
社
会
的
な
要
請
に
よ
っ
て
価

値
が
決
定
さ
れ
、基
本
的
に
は
物
体
ご
と
に
そ
の
価
値
が
変

化
す
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
言
説
が
定
位
さ
れ
る
こ
と

で
、そ
れ
ぞ
れ
の
物
体
ご
と
に
異
な
る
価
値
が
生
じ
て
し
ま

う
。展
示
で
は
、
図
４
の
よ
う
に
、銀
行
の
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操
作
し

て
い
る
人
に
、超
音
波
ス
ピ
ー
カ
と
い
う
鋭
い
方
向
選
択
性

を
持
っ
て
音
を
提
示
で
き
る
装
置
で
、以
下
の
よ
う
な
言
説

を
聞
か
せ
た
。

　
「
そ
の
お
札
は
、昨
日
、○
○
通
り
で
君
の
弟
が
落
と
し
た

も
の
だ
。」

　
「
そ
の
お
札
は
、
○
○
君
が
、
明
日
の
、
母
親
の
誕
生
日
の

た
め
に
貯
め
た
お
金
だ
。」

　
「
そ
の
お
札
は
、町
の
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
予
算
で
あ
り
、す

第一章　言葉の特性に関する四つの考察── 感覚のデジタル表象、主体なき交感、記述視点の操作、言説の定位とその存在感覚 

図４　「Money s biography」（Junji Watanabe）
ATM 操作者に対してお金に関する言説を提示



102 ●第 3 部　感覚価値と言語

ぐ
に
寄
付
す
べ
き
だ
。」

　

操
作
者
は
引
き
出
し
た
紙
幣
に
対
し
て
言
説
を
定
位
し

（
Ａ
Ｔ
Ｍ
も
し
く
は
お
金
か
ら
声
が
聞
こ
え
る
）、
言
説
が
目
の

前
で
引
き
出
し
た
紙
幣
と
関
連
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
る
（
図

５
）。
そ
し
て
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
紙
幣
が
使
い
や
す
く
、

も
し
く
は
、使
い
づ
ら
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
。

　

本
稿
で
は
、「
感
覚
の
デ
ジ
タ
ル
表
象
」、「
主
体
な
き
交

感
」、「
記
述
視
点
の
操
作
」、「
言
説
の
定
位
と
そ
の
存
在
感

覚
」
と
い
う
四
つ
の
言
葉
の
特
性
に
関
す
る
試
論
を
自
身
の

研
究
を
含
め
て
紹
介
し
た
。そ
れ
ら
の
関
係
性
を
ま
と
め
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

6

　
「
人
間
は
混
沌
と
し
た
感
覚
入
力
に
対
し
て
言
葉
と
い
う

概
念
表
象
の
物
差
し
を
設
定
す
る
。そ
し
て
、概
念
表
象
は
、

身
体
も
し
く
は
概
念
的
な
模
倣
を
媒
介
に
し
て
半
自
動
的
に

伝
播
し
、
さ
ら
に
、
身
体
や
物
体
へ
の
定
位
に
よ
っ
て
定
着

さ
れ
る
。」

　

本
稿
は
、数
あ
る
言
葉
の
特
性
の
一
部
を
考
察
し
た
に
過

ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
部
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
言
葉
の
持
つ
特
性
や
機
能
に
つ
い
て
、
よ
り
意
識
的
に

な
り
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
こ
と
で
、
私
た
ち
個
人
個
人
の

身
体
や
思
考
の
回
路
を
、声
や
言
葉
を
媒
介
に
改
編
し
て
ゆ

く
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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二
〇
〇
一
年
か
ら
制
作
し
て
い
る
「
純
粋
詩
」
と
、
二
〇

一
〇
年
に
制
作
し
た
『
音
声
詩　

時
の
声
』
に
つ
い
て
解
説

す
る
。前
者
は
極
め
て
モ
ダ
ニ
ス
ム
的
な
立
場
か
ら
の
詩
で

あ
り
、意
味
や
身
体
性
（
あ
る
い
は
声
）
を
捨
象
し
た
作
品
で

あ
る
の
に
対
し
て
、後
者
は
環
境
を
身
体
で
探
索
し
読
み
取

る
こ
と
を
通
じ
て
、記
号
接
地
す
る
言
葉
の
生
成
を
現
在
に

試
み
た
作
品
で
あ
る
。

　

や
や
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
に
、「
詩
は
ス
キ
ャ
ン
で
あ
る
」
と

い
う
最
近
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
は
じ
め
に
解
説
し
て
お
く
。

　

こ
れ
は
、
二
〇
〇
七
年
に
、
美
術
家
の
毛
利
悠
子
と
の
コ

ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
際
に
、「
ス
キ
ャ
ン
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
を
提
案
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
毛
利
は
、
自

身
が
ス
キ
ャ
ナ
ー
を
使
用
し
た
作
品
を
制
作
し
て
い
た
の
だ

が
、私
は
、な
か
な
か
す
べ
き
こ
と
が
決
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
「
ス
キ
ャ
ン
」
を
辞
書
で
調
べ
た
。「to	exam

ine	

（（a	line	of

）a	poem

） to	show
	the	pattern	of	m

usic-

詩
は
ス
キ
ャ
ン
で
あ
る

1

like	beats	in	each	line

」
と
あ
り
、国
語
辞
書
で
は
「
韻
律

分
析
」
と
あ
っ
た
。

　

こ
れ
は
自
分
に
相
応
し
い
コ
ン
セ
プ
ト
だ
と
思
え
た
。私

自
身
の
作
品
の
構
想
は
、言
わ
ば
自
身
の
外
部
に
物
差
し
を

あ
て
る
よ
う
な
作
業
だ
と
思
っ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
あ
る

形
式
や
韻
律
、
あ
る
い
は
ル
ー
ル
に
し
て
も
、
そ
れ
は
外
界

に
物
差
し
を
あ
て
、世
界
を
分
節
化
す
る
作
業
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
元
来
、
五
七
調
で
短
歌
や
俳
句
を
つ
く
る
こ
と
だ
っ

て
、
世
界
を
分
節
化
す
る
作
業
で
あ
り
、
も
の
の
見
方
を
規

定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
詩
を
書
く

と
い
う
こ
と
は
、世
界
を
分
節
す
る
物
差
し
を
設
計
す
る
こ

と
だ
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
詩
と
は
、
世
界
観
の

問
題
な
の
だ
。
単
純
化
す
れ
ば
、
四
進
法
と
十
進
法
で
数
字

を
数
え
る
の
で
言
語
体
系
が
変
わ
り
、文
化
が
変
わ
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ど
こ
か
に
絶
対
的
に
正
し
い
物
差
し
が
あ
る
わ
け
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
物
差
し
が
ひ
た
す
ら
作
ら
れ
、
当
て
は
め

ら
れ
て
い
く
な
か
で
、人
間
や
文
化
を
考
え
る
こ
と
が
詩
の

本
質
で
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
現
在
の
私
は
、
そ
の
よ
う
に
自

分
の
詩
を
と
ら
え
て
い
る
。
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
く
と
、

物
差
し
が
遍
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
、
こ
の
発
表

に
な
に
か
明
確
な
結
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
ず
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
制
作
し
て
い
る
「
純
粋
詩
」
の

解
説
を
行
う
。

　

二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
方
法
論
を
全
面

的
に
肯
定
し
、継
承
し
て
制
作
し
て
い
る
。「
純
粋
詩
」
の
基

盤
に
な
っ
た
、「
方
法
詩
」
の
こ
と
か
ら
説
明
を
始
め
る
。

　
「
方
法
詩
」
は
、詩
人
で
美
学
者
の
篠
原
資
明
が
、一
九
九

二
年
か
ら
使
用
し
て
い
る
こ
と
ば
だ
。
私
が
自
作
を
「
方
法

詩
」
と
称
し
た
の
は
、二
〇
〇
〇
年
一
月
一
日
に
、美
術
家
、

中
ザ
ワ
ヒ
デ
キ
の
起
草
し
た
、還
元
主
義
を
モ
ッ
ト
ー
と
す

る
「
方
法
絵
画
、方
法
詩
、方
法
音
楽
（
方
法
主
義
第
一
宣
言1
）」

に
立
会
人
と
し
て
関
わ
り
、「
方
法
」
の
同
人
活
動
を
始
め
た

際
で
あ
る
。
宣
言
の
補
遺
一
に
は
、「（
篠
原
）
氏
の
活
動
に

敬
意
を
表
し
つ
つ
、
同
語
を
拡
大
・
再
解
釈
し
て
用
い
る
」

「
方
法
詩
」
と
は

２
︱

１

第
二
章

口
誦ず

さ
め
る
詩
と
は
何
か
？

─
─
声
を
共
有
す
る
試
み

松
井　

茂 

詩
人
・

東
京
藝
術
大
学
大
学
院
映
像
研
究
科
特
任
講
師

感
覚
価
値
と
言
語

第
3
部	

第二章　口誦さめる詩とは何か？ ──声を共有する試み
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と
あ
る
よ
う
に
、篠
原
の
方
法
詩
と
の
異
同
を
断
っ
て
い
る
。

篠
原
は
、
現
在
の
詩
の
あ
り
方
を
定
型
詩
、
偶
成
詩
、
方
法

詩
と
分
類
し
た
う
え
で
、自
ら
の
作
品
を
方
法
詩
と
し
て
い

る
（
篠
原
資
明
『
ま
ぶ
さ
び
記
─
─
空
海
と
生
き
る
』
弘
文
堂
、

二
〇
〇
二
年
）。定
型
詩
は
、短
歌
、俳
句
、ソ
ネ
ッ
ト
な
ど
伝

統
詩
。偶
成
詩
は
、「
行
き
あ
た
り
ば
っ
た
り
に
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
詩
を
書
い
て
い
く
と
い
う
、現
代
詩
人
に
お
な
じ
み
の
」

詩
。
方
法
詩
は
、「
型
を
決
め
た
う
え
で
、
そ
れ
に
の
っ
と
っ

て
」
作
ら
れ
る
詩
と
し
て
い
る
。

　
「
方
法
」
に
お
け
る
方
法
詩
は
、現
代
の
詩
の
状
況
へ
の
批

判
を
背
景
と
す
る
な
ど
、篠
原
と
同
じ
範
疇
を
動
機
に
持
つ

が
、「
宣
言
」
で
は
異
な
っ
た
意
味
付
け
も
し
て
い
る
。「
方

法
詩
は
、私
情
と
没
入
を
禁
じ
て
方
法
自
体
と
化
し
た
文
字

列
で
あ
る
。
た
だ
し
抒
情
を
叙
事
す
る
実
際
の
文
字
は
、
周

到
に
他
の
記
号
に
代
替
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
」
と
、
要
素
還

元
主
義
的
に
意
味
の
捨
象
を
重
視
し
、文
字
列
の
語
順
の
み

で
詩
が
成
立
す
る
と
定
義
し
た
。

　

そ
も
そ
も
私
自
身
は
、九
〇
年
代
半
ば
頃
か
ら
意
識
し
て

詩
を
書
く
よ
う
に
な
っ
た
が
、
当
時
、
現
代
詩
の
世
界
で
は

湾
岸
戦
争
に
関
わ
る
詩
の
是
非
を
め
ぐ
り
、「
詩
に
な
に
が
で

き
る
か
？
」
と
い
っ
た
話
題
が
あ
っ
た2

。し
か
し
、そ
れ
は
こ

う
し
た
議
論
の
そ
も
そ
も
の
基
盤
に
あ
る
、「『
詩
』
そ
れ
自

体
が
ど
う
い
っ
た
も
の
な
の
か
？
」
と
い
う
こ
と
が
置
き
去

り
に
さ
れ
た
議
論
だ
と
い
う
印
象
を
抱
い
て
い
た
。ゆ
え
に
、

そ
も
そ
も
「
こ
れ
こ
そ
が
詩
な
の
だ
」
と
い
う
論
理
化
が
な

さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
時
期
に
篠
原
の
作
品
に
出
会
い
、

ひ
と
つ
の
解
答
を
得
た
。
そ
の
延
長
線
上
で
中
ザ
ワ
の
「
方

法
」
に
賛
同
し
、
要
素
還
元
主
義
的
な
詩
を
書
く
よ
う
に
も

な
っ
た
が
、自
作
を
わ
ざ
わ
ざ
「
方
法
詩
」
と
主
張
す
る
よ
り

は
、本
質
的
に
「
こ
れ
こ
そ
が
詩
な
の
だ
」
と
考
え
て
い
た
。

な
ぜ
な
ら
詩
は
、そ
も
そ
も
な
ん
ら
か
の
方
法
意
識
に
裏
打

ち
さ
れ
た
論
理
的
な
文
字
列
で
あ
る
べ
き
で
、「
方
法
詩
」
と

い
う
こ
と
ば
は
同
語
反
復
に
な
る
か
ら
だ
（
こ
の
時
期
は
、ま

だ
「
ス
キ
ャ
ン
」
と
い
う
語
と
は
出
会
っ
て
い
な
か
っ
た
）。

　
「
こ
れ
こ
そ
が
詩
な
の
だ
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
詩
を
制
作

す
る
に
あ
た
っ
て
、ま
ず
詩
の
発
生
時
の
定
義
を
検
証
し
よ

う
と
試
み
た
。そ
こ
に
最
も
ミ
ニ
マ
ル
な
詩
の
原
理
が
看
取

で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、神
謡
を
参
照
し
た3

。

　

神
謡
時
代
の
世
界
観
は
、「
神
の
世
界
」
と
「
人
の
世
界
」

と
い
う
対
の
関
係
を
機
軸
に
、
事
象
が
二
分
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
時
代
の
声
や
文
字
は
、生
活
に
大
き
な
影
響
力
を
持
ち
、

呪
的
な
記
号
と
し
て
感
受
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。つ

ま
り
日
常
言
語
の
対
と
し
て
、
神
の
言
語
が
要
請
さ
れ
、
そ

れ
が
神
謡
と
な
っ
た
。
神
謡
を
語
っ
た
の
は
、
二
分
さ
れ
た

世
界
の
媒
介
者
で
あ
る
巫
女
で
あ
ろ
う
。
神
謡
は
、
ま
ず
巫

女
個
人
の
も
の
と
し
て
、そ
れ
か
ら
巫
女
が
属
す
る
共
同
体

の
も
の
と
し
て
形
式
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　

具
体
的
に
日
常
言
語
を
い
か
に
装
い
、神
の
言
語
と
し
た

の
か
。

　

古
橋
信
孝
『
古
代
和
歌
の
発
生
』（
東
京
大
学
出
版
会
、一
九

八
八
年
）
は
、神
謡
の
様
式
的
特
徴
を
、接
頭
語
、敬
語
、枕
詞
、

重
ね
、
繰
り
返
し
、
音
数
律
、
旋
律
、
発
声
と
し
て
い
る
。
こ

れ
に
則
っ
て
『
万
葉
集
』
巻
頭
の
、
雄
略
天
皇
の
神
謡
を
み

て
み
た
い
。

ａ　

籠
毛
與
（
コ
モ
ヨ
）　

美
籠
母
乳
（
ミ
コ
モ
チ
）

ｂ　

布
久
思
毛
與
（
フ
ク
シ
モ
ヨ
）　

美
夫
君
志
持
（
ミ
ブ

詩
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
を
仮
定
す
る

２
︱

２

ク
シ
モ
チ
）

ｃ　

此
岳
尓
（
コ
ノ
ヲ
カ
ニ
）　

菜
採
須
兒
（
ナ
ツ
マ
ス
コ
）

ｄ　

家
告
閑
（
イ
ヘ
ノ
ラ
セ
）　

名
告
沙
根
（
ナ
ノ
ラ
サ
ネ
）

ｅ　

虚
見
津
（
ソ
ラ
ミ
ツ
）　

山
跡
乃
國
者
（
ヤ
マ
ト
ノ
ク

ニ
ハ
）

ｆ　

押
奈
戸
手
（
オ
シ
ナ
ベ
テ
）　

吾
許
曽
居
（
ワ
レ
コ
ソ

ヲ
レ
）

ｇ　

師
吉
名
倍
手
（
シ
キ
ナ
ベ
テ
）　

吾
己
曽
座
（
ワ
レ
コ

ソ
ヲ
レ
）

ｈ　

吾
許
背
齒
（
ワ
レ
コ
ソ
バ
）　

告
目
（
ノ
ラ
メ
）　

家
呼

毛
名
雄
母
（
イ
ヘ
ヲ
モ
ナ
ヲ
モ4
）

　

接
頭
語
は
ａ
、ｂ
。敬
語
は
ｆ
、ｇ
。枕
詞
は
ｅ
。重
ね
は
ａ
、

ｂ
、ｄ
。繰
り
返
し
は
ｆ
と
ｇ
。音
数
律
は
、三
四
五
六
五
五

五
五
四
七
五
六
五
六
五
三
七
と
い
う
特
殊
な
も
の
だ
。ｈ
の

歌
い
結
び
は
、『
万
葉
集
』
中
に
類
例
が
あ
り
、神
謡
の
様
式

の
ひ
と
つ
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
旋
律
、
発
声
は
、
当
時
の
言

語
観
と
文
化
人
類
学
的
知
見
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
。

　

こ
う
し
た
特
徴
を
換
言
す
る
と
、接
頭
語
、敬
語
、枕
詞
は
、

非
日
常
的
記
号
。
重
ね
、
繰
り
返
し
と
い
っ
た
構
成
は
、
非

日
常
的
語
順
。記
号
と
語
順
の
連
鎖
に
よ
っ
て
生
じ
る
音
数

律
は
、
非
日
常
的
韻
律
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
非
日
常
的
要
素

に
よ
る
言
語
の
偽
装
と
し
て
、神
謡
と
い
う
形
態
が
生
成
さ

れ
た
。

　

近
代
と
は
、
二
〇
世
紀
の
世
界
観
の
革
命
で
あ
り
、
神
か

ら
科
学
へ
と
世
界
観
の
根
拠
が
委
譲
さ
れ
た
。外
界
を
自
然

（
カ
ミ
）
と
文
化
（
ヒ
ト
）
に
対
立
さ
せ
る
必
要
も
な
く
な
り
、

「
純
粋
詩
」
と
は

２
︱

３
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ア
ニ
ミ
ス
ム
的
に
擬
人
化
す
る
描
法
か
ら
計
算
可
能
な
数
値

化
へ
と
、
そ
の
手
法
は
移
行
し
た
。
予
兆
や
予
言
は
、
予
報

や
予
測
に
変
わ
る
。こ
う
し
た
現
代
に
生
き
る
私
に
と
っ
て
、

皮
肉
な
気
持
ち
で
は
な
く
、
た
だ
ひ
た
す
ら
現
世
的
に
、
神

の
い
な
い
神
謡
（
あ
る
い
は
数
値
化
さ
れ
た
神
謡
）
を
試
行
し

て
み
る
こ
と
が
、時
代
の
要
請
に
応
え
た
「
こ
れ
こ
そ
が
詩
」

で
あ
る
と
し
て
、「
純
粋
詩
」
が
制
作
さ
れ
る
。

　

先
ほ
ど
の
神
謡
の
定
義
を
「
非
日
常
的
記
号
と
非
日
常
的

語
順
、そ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
生
じ
る
非
日
常
的
韻
律
に
よ
る

文
字
列
」と
す
る
。こ
れ
に
応
え
た「
純
粋
詩
」の
定
義
は
、「
た

ん
な
る
記
号
と
た
ん
な
る
語
順
、そ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
生
じ

る
た
ん
な
る
韻
律
に
よ
る
文
字
列
」
と
な
る
。「
た
ん
な
る
」

と
は
、
適
当
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
現
象
、
強

い
て
言
え
ば
「
漠
然
」
に
近
い
意
味
だ
ろ
う
。あ
る
意
味
で
、

神
の
い
な
い
現
在
と
は
、
日
常
で
も
非
日
常
で
も
な
い
、
た

ん
な
る
現
在
で
あ
る
こ
と
か
ら
使
用
し
て
み
た
。

　
「
純
粋
詩
」
は
、二
〇
〇
一
年
一
月
七
日
か
ら
制
作
を
始
め

た
。
二
〇
〇
二
年
か
ら
は
、
五
日
毎
に
Ｈ
Ｐ
上
で
発
表
し
て

い
る
（
図
１
）。
二
〇
一
〇
年
一
一
月
二
六
日
現
在
、
六
六
五

編
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
一
篇
は
、
二
〇
文
字
×
二
〇
行
の

原
稿
用
紙
状
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
四
〇
〇
の
記
号
を
並
べ
た

も
の
。
こ
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
、
現
代
日
本
で
文
学
を
行
う

際
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
し
て
選
択
し
て
い
る
。

　

用
い
ら
れ
る
記
号
は
、た
ん
に
書
か
れ
た
文
字
で
あ
る
べ

き
だ
と
考
え
、
書
く
行
為
と
意
味
が
一
致
す
る
「
一
」「
二
」

「
三
」
と
い
う
指
事
の
漢
字
を
選
ん
だ
。こ
の
記
号
は
、数
で

あ
り
、
順
番
で
あ
り
、
量
で
あ
り
、
動
き
で
あ
る
。
語
順
は
、

順
列
組
み
替
え
。
そ
の
結
果
、
重
ね
、
繰
り
返
し
が
多
様
に

発
生
し
、
記
号
と
の
連
鎖
で
“
豊
穣
な
韻
律
”
が
機
械
的
に

生
成
さ
れ
て
い
く
。

　

語
順
に
は
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
が
あ
る
か
ら
、
ま
だ
書
か
れ

て
い
な
い
無
限
の
展
開
が
す
で
に
決
ま
っ
て
い
る
。だ
か
ら
、

「
純
粋
詩
」
は
常
に
、あ
る
い
は
す
で
に
、そ
し
て
永
遠
に
存

在
す
る
と
も
い
え
る
。

　

私
は
、
こ
の
遍
在
性
こ
そ
が
「
純
粋
詩
」
の
ポ
イ
ン
ト
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
「
純
粋
詩
」
を

捨
象
し
て
い
く
と
、
詩
は
、
書
く
行
為
す
ら
必
要
の
な
い
語

順
と
い
う
段
階
に
到
達
し
、い
わ
ば
そ
れ
は
た
ん
な
る
順
番

に
還
元
さ
れ
る
の
だ5

。

　
「
純
粋
詩
」
に
は
、
い
わ
ば
、
私
自
身
と
関
係
な
く
、
外
界

に
定
義
ど
お
り
の
質
と
量
と
時
間
を
成
り
立
た
せ
て
し
ま
う

と
い
う
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
る
詩
な
ら
で
は
の
驚
き
が

あ
っ
た
。「
詩
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
と
は
な
に
か
？
」
と
い
う
探

索
か
ら
演
算
さ
れ
た
非
人
間
的
な
過
剰
さ
と
、機
械
的
な
ア

ニ
マ
シ
ー
み
た
い
な
も
の
は
、モ
ダ
ニ
ス
ト
の
美
意
識
と
二

〇
世
紀
の
メ
ガ
シ
ス
テ
ム
の
到
達
み
た
い
な
も
の
を
自
分
な

テ
ク
ス
チ
ャ
ー
の
抑
揚

３

り
に
考
え
る
機
会
に
も
な
っ
た
。

　

一
方
、
も
と
も
と
現
代
音
楽
の
作
家
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
な
ど
を
通
じ
て
、
声
の
問
題
や
、
現
実
的
に
テ
キ
ス

ト
を
リ
ア
ラ
イ
ズ
さ
せ
る
方
法
論
を
現
場
的
に
問
わ
れ
て
き

た
。そ
う
し
た
必
要
に
迫
ら
れ
た
結
果
、朗
読
は
も
ち
ろ
ん
、

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
し
て
意
識
的
に
考
え
て
き
た
つ
も
り

だ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
作
品
の
本
体
で
な
く
、
副
産

物
で
あ
り
、
二
次
資
料
だ
と
捉
え
て
き
た
。
も
っ
と
も
、
自

分
が
作
品
で
あ
る
と
か
、
資
料
で
あ
る
と
分
け
て
も
、
た
と

え
ば
、
視
覚
的
な
四
〇
〇
文
字
の
画
面
は
、
読
む
た
め
に
見

る
も
の
と
し
て
も
存
在
し
て
い
る
以
上
、そ
れ
自
体
が
表
象

で
あ
り
、た
ん
に
テ
キ
ス
ト
性
を
主
張
し
て
も
現
実
に
は
あ

ま
り
意
味
が
な
い
。

　

そ
う
し
た
観
点
で
は
、
二
〇
〇
六
年
に
、
国
際
芸
術
セ
ン

タ
ー
青
森
（
Ａ
Ｃ
Ａ
Ｃ
）
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ
デ

ン
ス
を
し
た
際
、小
学
生
向
け
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
っ

た
。暫
定
的
に
は
、「
見
た
り
・
聞
い
た
り
・
感
じ
た
り
・
思
っ

た
り
・
考
え
た
り
・
し
た
こ
と
を
・
か
た
ち
に
し
て
・
リ
ズ

ム
に
す
る
こ
と
」
が
詩
で
あ
る
と
定
義
し
、
視
覚
詩
や
音
声

詩
の
た
ぐ
い
を
大
量
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
。す
る

と
、
新
国
誠
一
の
視
覚
詩
を
見
せ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、

小
学
生
た
ち
は
自
然
と
声
を
出
し
始
め
た
の
だ
っ
た
。視
覚

詩
も
音
声
詩
も
小
学
生
に
は
同
一
の
表
象
と
し
て
統
合
さ
れ

て
い
き
、
最
後
に
「
純
粋
詩
」
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
シ
ョ
ン
す
る

頃
に
は
、全
員
が
妙
な
う
ね
り
を
持
っ
た
抑
揚
で
こ
れ
を
朗

読
し
は
じ
め
た
の
だ
っ
た
。四
〇
人
く
ら
い
の
声
の
抑
揚
の

そ
ろ
い
方
、集
団
性
、読
み
上
げ
ら
れ
る
数
字
と
い
う
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
は
、
ミ
ニ
マ
ル
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
が
単
純
さ
と

呪
術
性
を
重
畳
し
た
パ
ワ
ー
を
持
つ
よ
う
な
状
況
に
似
て
い

た
。も
ち
ろ
ん
子
供
の
集
団
性
な
ら
で
は
の
、童わ

ざ

謡う
た

的
な
ニ
ュ

第二章　口誦さめる詩とは何か？ ──声を共有する試み

図１　「純粋詩　0228 〜 0304」
（marchi 4, 2011, 松井茂 HPより）
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ア
ン
ス
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
振
り
返
る
と
、

視
覚
と
音
声
を
意
識
的
に
機
能
さ
せ
る
詩
を
考
え
て
み
る
契

機
に
な
っ
た
と
思
う
。書
く
こ
と
だ
け
を
自
己
目
的
化
し
た

「
純
粋
詩
」
の
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、読
む
こ
と
も
自
己

目
的
化
し
た
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
み
た
い
な
こ
と
を
考
え
始
め

た
。

　

言
わ
ば
、文
字
に
よ
っ
て
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
た
画
面
が
テ

ク
ス
チ
ャ
ー
と
な
っ
て
、「
読
む
」
と
「
見
る
」
の
間
に
抑
揚

を
生
起
す
る
よ
う
な
視
知
覚
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
意
識
的
に

と
ら
え
る
方
向
性
を
示
唆
さ
れ
た
の
だ
。

　

プ
ロ
セ
ス
と
コ
ン
セ
プ
ト
自
体
を
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
に
す
る

よ
う
な
言
語
の
捉
え
直
し
、「
純
粋
詩
」
に
お
い
て
は
、「
二

次
資
料
で
あ
り
、
副
産
物
」
で
、
作
品
に
と
っ
て
は
ノ
イ
ズ

だ
っ
た
部
分
も
含
め
、
す
べ
て
を
作
品
と
し
た
の
が
『
音
声

詩　

時
の
声
』
で
あ
っ
た
（
あ
る
意
味
で
、
ど
こ
が
作
品
の
本

質
で
あ
る
か
を
消
去
す
る
目
的
と
し
て
も
ひ
た
す
ら
に
変
換
を

重
ね
て
い
た
り
も
す
る
）。

　
「
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
の
抑
揚
」
と
い
う
言
葉
は
、お
そ
ら
く
渡

邊
淳
司
が
な
に
か
の
折
に
述
べ
た
言
葉
だ
っ
た
と
思
う
。私

な
り
に
は
、こ
の
言
葉
が
指
し
示
し
て
い
る
こ
と
は
、「
純
粋

詩
」
が
音
声
と
し
て
立
ち
現
れ
た
体
験
と
似
て
い
る
。
そ
の

渡
邊
の
誘
い
で
、
二
〇
〇
九
年
か
ら
「
音
韻
と
感
覚
イ
メ
ー

ジ
に
よ
る
触
感
覚
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
」
の
共
同
研
究
を
行
っ

て
い
る
。
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
重

ね
る
中
で
、研
究
そ
の
も
の
と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
が
、『
音

声
詩　

時
の
声
』
が
徐
々
に
形
成
さ
れ
た
。

　

今
回
、
未
整
理
な
が
ら
に
音
声
詩
と
、
そ
れ
に
付
随
す
る

言
語
観
を
以
下
に
述
べ
て
み
た
が
、改
め
て
言
語
と
い
う
も

の
が
つ
く
り
だ
す
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
や
価
値
に
気
づ
か
さ
れ

た
。
そ
し
て
な
に
か
が
絶
対
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
必
ず
し

も
普
遍
な
ど
な
い
の
で
あ
っ
て
、
詩
人
と
し
て
は
、
ひ
た
す

ら
に
た
く
さ
ん
の
定
規
を
つ
く
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
も
、改
め
て
実
感
し
た
。

　

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
経
験
と
、音
声
詩
を
め
ぐ
る
思
考
を
、

暫
定
的
に
「
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
の
抑
揚
」
の
問
題
と
し
て
考
え
、

こ
こ
に
は
人
間
の
模
倣
能
力
が
持
つ
創
造
性
が
関
わ
っ
て
い

る
と
感
じ
て
い
る
。後
述
す
る
よ
う
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
も
と

に「
擬も

ど

き
語
」「
な
ぞ
り
語
」み
た
い
な
こ
と
を
キ
ー
と
し
て
、

言
語
行
為
の
持
つ
官
能
性
に
す
こ
し
で
も
近
づ
い
て
み
た
い

の
だ
が
…
…
。

　

次
に
、
二
〇
〇
九
年
、
一
〇
年
に
制
作
し
た
『
音
声
詩　

時
の
声
』（photographers' gallery

、
二
〇
一
〇
年
）
の
解
説
を

『
音
声
詩　

時
の
声
』
に
つ
い
て

４
︱

１

行
う
。

　
『
音
声
詩　

時
の
声
』
は
、こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
声
の
共

有
と
い
う
こ
と
を
テ
ー
マ
に
制
作
し
た
作
品
で
あ
る
。詩
集

に
こ
の
間
の
プ
ロ
セ
ス
を
簡
単
に
記
述
し
て
い
る
の
で
そ
れ

を
引
く
。

　
「
本
詩
集
は
、
録
音
・
再
生
・
中
継
・
複
製
・
変
換
・
編
集

に
関
す
る
技
術
と
現
象
を
主
題
と
し
、photographers'	

gallery	

に
お
け
る
「REPLA

Y

」（
二
〇
〇
九
年
七
月
四
日
〜

一
〇
日
、
図
２
）、「GLO

SSO
LA

LIA

」（
二
〇
〇
九
年
一
一
月

三
日
〜
一
六
日
、
図
３
）、「A

synchronous

」（
二
〇
一
〇
年
三

月
三
日
）、「A

CO
U
SM

A
T
IC

」（
二
〇
一
〇
年
五
月
二
五
日
〜

六
月
六
日
、
図
４
）
に
基
づ
い
て
、
以
下
の
過
程
を
追
っ
て
編

ま
れ
た
。

（
一
）
松
井
茂
が
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ
ー
で
録
音
し
た
具
体
音
を

素
材
に
、Q

uickT
im

e

で
編
集
し
た
「
具
体
詩
」
を
制

図２　「REPLAY」（photographers' gallery、2009 年）

図３　「GLOSSOLALIA」（photographers' gallery、2009 年）

図４　「ACOUSMATIC」（photographers' gallery、2010 年）



● 107

作
（「R

EPLAY

」）。

（
二
）
さ
か
い
れ
い
し
う
が
「
具
体
詩
」
を
イ
ヤ
フ
ォ
ン
で
聴

取
し
な
が
ら
オ
ノ
マ
ト
ペ
（
擬
音
語
、擬
態
語
、擬
情
語
）

化
し
、森
永
泰
弘
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
で
録
音
し
編
集

し
た
録
音
版
「
音
声
詩
」
を
制
作
（「G

LO
SSO

LALIA

」

「Asynchronous
」）。

（
三
）
武
石
藍
が
録
音
版
「
音
声
詩
」
を
仮
名
原
稿
化
し
、
松

井
茂
が
編
集
し
た
テ
キ
ス
ト
版
「
音
声
詩
」
を
制
作

（「AC
O

U
SM

AT
IC

」）。「
時
の
声
」
の
み
は
、松
井
茂
が

録
音
版「
音
声
詩
」を
仮
名
原
稿
化
し
、編
集
制
作（「
朝

日
新
聞
」二
〇
〇
九
年
九
月
一
二
日
夕
刊
に
掲
載
、図
５
）。」

　

つ
ま
り
「
具
体
音
」
→
「
声
」
→
「
文
字
」
→
「
パ
ネ
ル
」
→

「
写
真
」
→
「
詩
集
」
→
「
声
（
朗
読
）」
等
々
と
い
う
変
換
が

行
わ
れ
て
い
る
。

　

マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
映

画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
次
の
テ
レ
ビ
・
メ
デ
ィ
ア
の
コ
ン
テ

ン
ツ
と
な
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
前
の
メ
デ
ィ
ア
が
次
の
メ

デ
ィ
ア
の
コ
ン
テ
ン
ツ
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
論

を
参
照
し
た
。

　

こ
こ
で
は
、人
間
や
記
録
（
複
製
）
技
術
を
ス
キ
ャ
ナ
ー
と

し
て
使
用
す
る
こ
と
で
、文
字
や
記
号
か
ら
詩
が
生
成
さ
れ

る
の
で
は
な
く
、
音
声
や
外
界
か
ら
の
入
力
を
、
複
数
の
身

体
を
経
由
し
て
記
号
接
地
さ
せ
つ
つ
、前
記
号
を
発
生
さ
せ

な
が
ら
、そ
れ
を
詩
と
し
て
生
成
さ
せ
て
い
く
こ
と
を
計
画

し
た
。

　

ま
た
、複
数
の
方
か
ら
指
摘
を
う
け
た
こ
と
な
の
で
補
足

し
て
お
く
と
、『
時
の
声
』
で
は
慣
用
表
現
的
な
オ
ノ
マ
ト
ペ

は
使
っ
て
い
な
い
。そ
も
そ
も
こ
こ
で
の「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」は
、

や
や
偏
り
を
も
っ
た
意
味
で
使
用
し
て
い
る
。オ
ノ
マ
ト
ペ

は
、
語
源
的
に
は
ギ
リ
シ
ャ
語
で
、「onom

a

（
名
前
）」
と

「poien

（
造
る
）」
で
、「
造
語
」
と
い
う
意
味
だ
が
、私
は
、日

本
語
で
擬
音
語
な
ど
と
訳
さ
れ
る
際
の
「
擬も

ど

き
」
に
着
目
し

て
い
る
。私
と
し
て
は
、「
擬
き
語
」「
な
ぞ
り
語
」と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
で
、外
界
へ
の
反
射
的
な
発
話
を
意
識
し
て
い
た
。

　

ま
た
、二
〇
世
紀
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
使
用
し
て
き
た
詩
の

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
に
つ
い
て

４
︱

２

歴
史
と
の
関
連
も
あ
る
。

　

塚
原
史
『
言
葉
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド　

ダ
ダ
と
未
来
派

の
二
〇
世
紀
』（
講
談
社
現
代
新
書
、
一
九
九
四
年
）
は
、
二
〇

世
紀
初
頭
の
未
来
派
（
フ
ィ
リ
ッ
ポ
・
マ
リ
ネ
ッ
テ
ィ
に
よ
る

「
未
来
派
宣
言
」
は
一
九
〇
九
年
）、
ダ
ダ
（
ト
リ
ス
タ
ン
・
ツ
ァ

ラ
に
よ
る
「
ダ
ダ
宣
言
」
は
一
九
一
六
年
）
と
い
っ
た
モ
ダ
ニ
ス

ム
的
な
動
向
に
通
底
す
る
も
の
を
「
過
去
と
の
切
断
」「
意
味

と
の
切
断
」と
し
て
説
明
し
て
い
る
。特
に「
意
味
と
の
切
断
」

は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
「
一
般
言
語
学
講
義
」（
一
九
〇
七
〜
一

一
年
。出
版
は
一
六
年
）と
の
シ
ン
ク
ロ
と
し
て
解
説
さ
れ
る
。

両
者
の
関
係
性
を
恣
意
的
な
も
の
と
し
て
、芸
術
表
現
そ
れ

自
体
を
否
定
す
る
よ
う
に
、
破
壊
的
に
言
語
が
使
用
さ
れ
、

特
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

私
と
し
て
は
、こ
の
文
脈
を
継
承
し
つ
つ
も
二
一
世
紀
初

頭
の
言
語
状
況
を
意
識
し
て
、「
意
味
と
の
切
断
」
か
ら
「
身

体
と
の
接
続
」
と
い
う
趣
旨
で
「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
を
使
っ
て

い
る
。二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
な
方
法
論
の

展
開
と
し
て
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
的
な
切
断
か
ら
、認
知
言
語
学

的
な
接
続
へ
と
い
う
こ
と
を
「
音
声
詩
」
で
概
念
的
に
主
張

し
て
い
る
。

　

こ
の
他
、
芸
術
的
な
観
点
か
ら
の
分
析
と
し
て
、
林
道
郎

「『
詩
』
と
い
う
言
語
ゲ
ー
ム
─
─
メ
デ
ィ
ア
論
的
な
性
格
を

持
つ
、
詩
人
の
仕
事
」（『
読
書
人
』
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
八
日

号
）、伊
村
靖
子
「
極
少
に
し
て
多
弁
な
「
声
」
─
─
詩
集
『
時

の
声
』
書
評
」（『
ミ
て
』
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
二
一
日
）
を
参
照

し
て
ほ
し
い
。非
常
に
適
切
な
指
摘
が
多
く
あ
る
。

　

吉
本
隆
明
『
定
本　

言
語
に
と
っ
て
美
と
は
何
か
』（
一
九

声
を
共
有
す
る

５
︱

１

第二章　口誦さめる詩とは何か？ ──声を共有する試み

図５　「音声詩　時の声」（『朝日新聞』2009 年 9 月12日付夕刊掲載）
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九
〇
年
、角
川
書
店
。初
版
は
六
五
年
）
を
、い
ま
さ
ら
な
が
ら

面
白
い
と
思
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
言
語
表
現
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
そ
の
発
生
か
ら
、
意
味
の
伝
達
、
情
報
を
超

え
た
表
現
の
領
域
が
成
立
し
て
い
く
成
熟
過
程
を
、吉
本
自

ら
が
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
特
に
、

こ
の
思
考
実
験
の
初
期
設
定
の
夢
想
的
な
部
分
に
共
感
す

る
。

　
「
狩
猟
人
が
、あ
る
日
は
じ
め
て
海
岸
に
迷
い
で
て
、ひ
ろ

び
ろ
と
青
い
海
を
み
た
と
す
る
。人
間
の
意
識
が
現
実
的
反

射
の
段
階
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、海
が
視
覚
に
反
映
し
た
と

き
あ
る
叫
び
を〈
う
〉な
ら〈
う
〉と
発
す
る
は
ず
だ
。ま
た
、

さ
わ
り

0

0

0

の
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、海
が
視
覚
に
映
っ
た
と

き
意
識
は
あ
る
さ
わ
り

0

0

0

を
お
ぼ
え
〈
う
〉
な
ら
〈
う
〉
と
有
節

音
を
発
す
る
だ
ろ
う
」。そ
し
て
狩
猟
人
が
「
自
己
表
出
す
る

意
識
を
獲
取
し
て
い
る
と
す
れ
ば〈
海う

〉と
い
う
有
節
音
」は
、

直
接
的
に
で
は
な
く
象
徴
的
に
海
を
指
示
し
て
い
て
、「
こ

の
と
き
、〈
海う

〉
と
い
う
有
節
音
は
言
語
と
し
て
の
条
件
を
完

全
に
そ
な
え
」
た
こ
と
に
な
る
。

　

記
号
学
（Sem

iology

）
を
前
提
に
す
る
な
ら
ば
、

「
記シ

ニ
フ
ィ
ア
ン

号
内
容
」
と
「
記シ

ニ
フ
ィ
エ

号
表
現
」
の
恣
意
的
な
関
係
性
を
言
語

モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
に
な
る
が
、そ
の
前
段
階
に
「
原
言
語
」

と
し
て
身
体
的
経
験
を
想
定
し
て
い
る
こ
と
が
、吉
本
の
論

に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
外
界
か
ら
の
入

力
に
対
し
て
身
体
全
体
が
否
応
な
く
反
応
し
、
思
わ
ず

0

0

0

出
て

し
ま
う
声
と
い
う
よ
う
な
、
身
体
に
基
づ
く
、
恣
意
的
で
は

な
い
、
抗
い
難
く
記
号
接
地
し
た
「
原
言
語
」
と
い
う
基
盤

を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
だ
。

　

こ
こ
で
吉
本
は
、「
意
識
」
的
な
発
話
を
言
語
の
成
立
条
件

と
し
て
、
主
体
的
に
、
対
象
と
自
己
と
い
う
二
項
関
係
に
言

語
を
み
て
い
る
。
対
象
と
自
己
に
加
え
て
、
内
省
の
よ
う
な

客
観
視
点
を
と
っ
た
発
話
、も
ち
ろ
ん
他
者
を
含
む
イ
ン
タ

ラ
ク
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
と
し
て
三
項
関
係
に
言
語
を
み
る
こ
と

も
で
き
る
だ
ろ
う
。個
人
的
に
は
、「
意
識
」
と
す
る
の
な
ら
、

二
・
五
項
関
係
と
で
も
い
う
よ
う
な
、
独
り
言
、
あ
る
い
は

内
言
の
よ
う
な
自
己
批
評
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
に
言
語
を

み
た
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
「
原
言
語
」
の
よ
う
な
段

階
を
想
定
し
た
場
合
、対
象
に
対
す
る
反
射
が
声
に
現
れ
る

と
い
う
経
験
、そ
れ
も
吉
本
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
海
」
を

見
て
、
誰
も
が
「
い
」
で
は
な
く
、「
う
」
と
発
音
す
る
よ
う

な
身
体
の
共
通
性
を
想
定
す
る
こ
と
で
、一
般
に
自
己
の
内

面
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
理
性
的
な
記
号
言
語
と
は
異
な
っ

た
詩
の
可
能
性
を
実
践
し
た
く
な
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、「
前
記
号
的
」
と
呼
ば
れ
る
間
投
詞
な
ど

を
聴
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
他
者
の
喜
怒
哀
楽
を
感
じ
取
り
、

「
喜
ん
で
い
る
」
と
か
、「
こ
の
人
に
関
わ
ら
な
い
ほ
う
が
よ

い
」
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
咄
嗟
な

他
者
の
声
の
感
性
表
現
を
鋭
敏
に
理
解
し
て
い
る
。他
者
の

発
話
行
為
を
瞬
時
に
な
ぞ
っ
て

0

0

0

0

、自
分
の
身
体
と
マ
ッ
ピ
ン

グ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。発
話
行
為
を
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
と

は
、
発
せ
ら
れ
た
他
者
の
間
投
詞
を
、
自
分
が
発
音
す
る
た

め
に
、ど
の
よ
う
に
筋
肉
の
緊
張
と
弛
緩
を
さ
せ
る
必
要
が

あ
る
の
か
を
検
証
し
、心
身
の
因
果
関
係
を
演
算
す
る
こ
と

だ
ろ
う
。そ
れ
に
よ
っ
て
他
者
を
瞬
間
的
に
理
解
し
て
い
る

は
ず
だ
。

　

こ
の
話
は
夢
想
で
は
な
く
、
明
和
政
子
『
心
が
芽
生
え
る

と
き
─
─
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
誕
生
と
進
化
』（
Ｎ
Ｔ
Ｔ

出
版
、
二
〇
〇
六
年
）
の
「
言
語
を
習
得
し
た
と
い
え
る
た
め

に
は
、他
者
と
の
双
方
向
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
流

れ
の
中
で
他
者
の
心
の
状
態
を
モ
ニ
タ
ー
し
な
が
ら
、文
脈

に
そ
っ
た
か
た
ち
で
適
切
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
習
得
過
程
を
支
え
て
い
る
の
は
、
や
は
り

生
後
一
年
の
間
に
ヒ
ト
ら
し
く
扱
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
導

か
れ
る
ヒ
ト
独
自
の
心
の
は
た
ら
き
、つ
ま
り
他
者
の
心
を

自
分
の
心
に
重
ね
あ
わ
せ
る
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
人
間
独
自
の
「
模
倣
能
力
」
で
あ
る
と
い
う
指

摘
を
敷
衍
し
て
い
る
こ
と
を
補
足
し
て
お
く
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
恣
意
的
で
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
記
号
言

語
を
前
提
と
し
つ
つ
も
、
人
類
と
い
う
系
統
の
進
化
、
個
体

の
成
長
の
い
ず
れ
の
観
点
に
も
現
れ
る
身
体
的
な「
原
言
語
」

を
素
材
と
し
て
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
詩
を
計
画
し
た
こ
と
も
音

声
詩
を
制
作
す
る
一
因
だ
っ
た
。

　

川
田
順
造
『
曠
野
か
ら　

ア
フ
リ
カ
で
考
え
る
』（
筑
摩
書

房
、一
九
七
三
年
）
に
「
こ
と
ば
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。

日
本
人
の
住
ん
で
い
な
い
サ
バ
ン
ナ
で
一
年
間
を
過
ご
し
た

新
婚
時
の
川
田
夫
妻
の
日
本
語
に
訪
れ
た
変
化
に
関
す
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

あ
る
状
況
の
も
と
で
た
ま
た
ま
起
こ
っ
た
こ
と
に
関
連

し
て
、
あ
る
こ
と
ば
に
あ
る
節
を
つ
け
て
い
う
こ
と
が
、

そ
れ
以
前
に
私
た
ち
が
、そ
の
こ
と
ば
か
ら
受
け
と
っ
て

い
た
の
と
は
ち
が
っ
た
意
味
を
、私
た
ち
二
人
の
う
ち
に

喚
起
す
る
。
こ
と
ば
に
な
ら
な
い
短
い
音
声
の
合
図
、
あ

る
節
の
口
笛
、
そ
れ
ら
に
結
び
あ
わ
さ
れ
た
、
あ
る
い
は

単
独
の
、
身
振
り
や
顔
の
表
情
が
、
二
人
の
あ
い
だ
の
特

殊
な
通
達
に
、
ひ
ん
ぱ
ん
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
現
代
日
本
語
が
も
と
に
な
っ
て
、
た
く
さ
ん

官
能
的
な
共
有

５
︱

２
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の
外
来
語
が
混
り
、
そ
れ
に
独
特
の
音
の
高
低
、
身
振
り

が
結
び
つ
き
、奇
妙
な
音
声
が
あ
い
だ
に
は
さ
ま
っ
た
日

本
語
の
一
方
言
が
、ま
だ
萌
芽
状
態
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と

は
い
え
、西
ア
フ
リ
カ
の
奥
地
に
で
き
か
け
た
よ
う
に
思

わ
れ
た
。
こ
の
方
言
は
、
二
人
の
あ
い
だ
で
は
打
て
ば
響

く
よ
う
に
伝
わ
る
か
ら
、通
達
力
は
き
わ
め
て
大
き
い
と

い
え
る
の
だ
が
、何
し
ろ
話
す
人
が
二
人
し
か
い
な
い
か

ら
、通
用
範
囲
は
最
小
の
こ
と
ば
だ
ろ
う
。

　

川
田
は
、こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
言
語
が
衰
微
す
る
過
程
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
が
、私
は
む
し
ろ
、「
原
言
語
」
が
誕
生

す
る
瞬
間
の
一
例
と
し
て
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
だ
。確
か

に
、現
代
日
本
語
を
も
と
に
し
た
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
な
の

だ
か
ら
、私
の
意
見
は
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、小
さ
な
通
用
範
囲
で
の
大
き
な
通
達
力
の
発
生
は
、

言
語
に
関
わ
る
本
質
的
な
面
白
さ
で
あ
り
、言
語
表
現
と
し

て
探
求
さ
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。た
し
か
に
隠
語
の
発

生
と
い
う
ほ
う
が
正
確
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、こ
れ
は
喜

怒
哀
楽
に
関
し
て
も
っ
と
も
切
実
な
人
間
関
係
の
フ
ェ
イ
ズ

か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、言
葉
の
あ
り
方
と
し
て
非

常
に
興
味
深
い
。

　
「
喜
怒
哀
楽
を
あ
ら
わ
す
前
記
号
的
な
音
声
が
、
こ
と
ば

の
底
辺
に
あ
る
一
方
で
、言
語
活
動
の
最
も
洗
煉
さ
れ
た
高

度
の
領
域
も
、
感
情
を
表
出
し
、
そ
れ
を
今
度
は
き
わ
め
て

複
雑
な
記
号
的
音
声
を
使
っ
て
相
手
に
追
体
験
さ
せ
、相
手

と
自
分
と
の
あ
い
だ
に
、共
感
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
か
」
と
も
同
エ
ッ
セ
イ
は
書
い
て
い
る
。
通
常

の
言
葉
と
違
う
「
声
」
が
、感
情
に
か
か
わ
る
「
通
達
力
」
を

も
つ
瞬
間
に
対
す
る
川
田
の
興
味
は
、後
に
『
口
頭
伝
承
論
』

（
河
出
書
房
新
社
、一
九
九
二
年
／
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、二
〇

〇
一
年
）
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
。

　

親
密
な
関
係
性
の
中
で
発
見
さ
れ
、流
通
し
は
じ
め
る
前

記
号
は
、あ
ら
か
じ
め
二
人
の
間
で
記
号
接
地
す
る
と
こ
ろ

か
ら
立
ち
現
れ
る
。
吉
本
の
テ
キ
ス
ト
で
い
え
ば
「
意
識
」

に
関
わ
る
場
が
、初
め
か
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て

瞬
時
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
、言
語
に
お
い
て
も
っ
と
も

官
能
的
な
瞬
間
に
思
え
て
な
ら
な
い
。ま
さ
に
言
語
と
い
う

本
質
的
な
憂
鬱
が
、瞬
間
的
に
官
能
に
昇
華
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。こ
こ
に
情
報
を
超
え
た
表
現
の
領
域

が
み
え
て
く
る
。
こ
う
し
た
瞬
間
の
途
方
も
な
い
堆
積
（
と

い
う
妄
想
）
が
、
結
果
的
に
ひ
と
つ
の
言
語
大
系
を
築
き
上

げ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
記
号
的
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
身
体
的
な
経
験
の
探
索
と
し
て
、言
語
の
系
統
的
な
生

成
、個
体
的
な
理
解
は
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
眩く

ら

々く
ら

す

る
ほ
ど
に
創
造
的
な
こ
と
で
あ
る
。

　

我
田
引
水
だ
が
、ソ
シ
ュ
ー
ル
の
記
号
学
的
な
方
向
性
か

ら
ス
タ
ー
ト
し
た
詩
（「
純
粋
詩
」）
と
、身
体
性
を
伴
っ
た
認

知
言
語
学
的
な
方
向
性
か
ら
考
え
は
じ
め
た
詩
（『
音
声
詩　

時
の
声
』）
の
結
節
点
の
よ
う
な
場
が
、こ
の
川
田
の
例
に
あ

る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

注１　
「
方
法
絵
画
、方
法
詩
、方
法
音
楽
（
方
法
主
義
第
一
宣
言
）」
は
、

http://w
w

w.aloalo.co.jp/nakazaw
a/m

ethod/index.htm
l

を
参
照
。

２　

藤
井
貞
和
『
湾
岸
戦
争
論　

詩
と
現
代
』（
河
出
書
房
新
社
、
一

九
九
四
年
）
な
ど
。

３　

こ
の
時
期
に
私
が
参
照
し
て
い
た
の
は
、
折
口
信
夫
『
古
代
研

究
（
國
文
學
篇
）』（
一
九
二
九
年
）、
西
郷
信
綱
『
詩
の
発
生
』（
未
来

社
、
一
九
六
〇
年
）、『
初
期
歌
謡
論
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
七

七
年
）、
古
橋
信
孝
『
万
葉
集
を
読
み
直
す
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
、
一

九
八
五
年
）、
高
橋
睦
郎
『
読
み
な
お
し
日
本
文
学
史
』（
岩
波
新
書
、

一
九
九
八
年
）
な
ど
だ
っ
た
。

４　

表
記
、
読
み
は
伊
藤
博
『
万
葉
集
釋
注　

原
文
篇
』（
集
英
社
、

二
〇
〇
〇
年
）。
改
行
は
西
郷
信
綱
『
万
葉
私
記
』（
未
来
社
一
九
七
〇

年
）。
便
宜
的
に
改
行
を
ほ
ど
こ
し
た
が
、
当
時
、
改
行
と
い
う
概
念

は
な
い
。
詩
は
一
次
元
の
文
字
列
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
。

５　
「
純
粋
詩
」
に
つ
い
て
の
評

篠
原
資
明
「
越
境
と
し
て
の
方
法
」（『
現
代
詩
手
帖
』、
二
〇
〇
二
年
六

月
号
）、C

raig D
w

orkin, K
enneth G

oldsm
ith “ Against Expression: 

A
n A

nthology of C
onceptual W

riting”

（N
orthw

estern U
niv 

Press, 2011

）
ほ
か
。

第二章　口誦さめる詩とは何か？ ──声を共有する試み

朝日新聞平成 22 年（2010）10 月４日夕刊掲載



110 ●第 3 部　感覚価値と言語

　

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
モ
ノ
と
感
覚
・
価
値
に
関
す
る
基
盤
研

究
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
言
葉
の
感
覚
・
価
値
─
そ
の
韻
律
、

質
感
、視
点
か
ら
─
」）
で
は
「
モ
ノ
と
感
覚
・
価
値
」
を
探
求

す
る
試
み
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
こ
と
ば
」
の
感
覚
・
価
値
を

扱
っ
た
。
こ
の
ト
ピ
ッ
ク
に
は
、
少
な
く
と
も
ふ
た
つ
の
見

方
が
あ
る
。私
た
ち
が
こ
と
ば
を
聴
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る

と
き
の
、
音
を
感
じ
る
感
覚
、
印
象
な
ど
を
語
る
方
向
。
も

う
ひ
と
つ
が
、モ
ノ
や
コ
ト
な
ど
に
接
し
た
と
き
に
感
じ
た

こ
と
を
「
こ
と
ば
」
に
移
し
て
い
く
と
き
の
感
覚
、
そ
れ
を

使
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
価
値
を
論
ず
る
方
向
で
あ
る
。

本
論
考
で
は
、
お
も
に
後
者
に
関
わ
る
問
題
を
扱
う
。
タ
イ

ト
ル
が
「
五
感
で
捉
え
る
こ
と
ば
」
で
は
な
く
「
五
感
を
捉

え
る
こ
と
ば
」
に
な
っ
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

　

こ
の
中
間
地
点
に
属
す
る
の
が
、こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き

の
感
じ
と
、モ
ノ
に
接
し
た
と
き
の
感
じ
に
リ
ン
ク
が
あ
る
、

「
オ
ノ
マ
ト
ペ
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
で
あ
る
。
す
き
ま
風
が

は
じ
め
に

1

「
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー
」
吹
き
込
ん
で
い
る
と
い
っ
た
と
き
、私
た

ち
の
耳
に
は
こ
の
「
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー
」
と
似
た
よ
う
な
音
が

聞
こ
え
て
い
る
一
方
、
そ
の
す
き
ま
風
を
日
本
語
で
は

「
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー
」
と
呼
ぶ
か
ら
、そ
れ
が
「
ピ
ュ
ー
ピ
ュ
ー
」

と
聞
こ
え
て
い
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。

　

筆
者
は
、こ
の
「
五
感
を
捉
え
る
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
、言

語
の
基
盤
は
人
間
の
一
般
的
認
知
能
力
だ
と
主
張
す
る
認
知

言
語
学
の
観
点
か
ら
研
究
を
し
て
き
た
。
こ
の
分
野
で
は
、

意
味
を
中
心
に
言
語
現
象
を
研
究
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
と
ば
は
、
モ
ノ
や
事
柄
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
切
り

分
け
る
も
の
で
あ
る
。よ
く
知
ら
れ
た
サ
ピ
ア
＝
ウ
ォ
ー
フ

仮
説
と
い
う
も
の
が
あ
る
。「
言
語
は
思
考
を
規
定
す
る
」

（W
horf, 1956

）
と
い
う
仮
説
で
あ
る
。思
考
の
中
で
も
言
語

の
関
与
の
大
き
そ
う
な
、
物
事
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
け
方
、

つ
ま
り
語
と
認
識
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
実
験
心
理

学
的
に
も
研
究
が
行
わ
れ
て
お
り
、「
言
語
は
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
整
理
を
手
伝
っ
て
い
る
」
く
ら
い
に
は
言
語
の
影
響
が
あ

り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、

認
知
能
力
が
言
語
の
意
味
に
影
響
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

明
ら
か
に
な
っ
て
い
る1

。

　

た
と
え
ば
、
色
に
つ
い
て
は
バ
ー
リ
ン
と
ケ
イ
（Berlin 

and K
ay, 1969

）
の
研
究
に
端
を
発
す
る
。ど
の
言
語
で
も
焦

点
色
と
呼
ば
れ
る
「
最
も
赤
ら
し
い
赤
」
は
共
通
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
の
検
証
で
あ
る
。
視
覚
で
は
、

網
膜
上
の
錐
体
は
、分
光
感
度
の
異
な
る
数
種
類
の
光
受
容

体
と
し
て
機
能
し
、こ
の
数
種
類
の
組
み
合
わ
せ
で
色
を
分

解
し
て
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。こ
の
と
き

焦
点
色
は
、こ
の
光
受
容
体
が
反
応
す
る
ピ
ー
ク
に
あ
る
と

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
生
理
的
な
基
盤
か
ら
の
制
約
が
か

か
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
知
覚
的
・
認

知
的
な
際
立
ち
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
な
が
ら
、言
語

か
ら
の
影
響
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
に
は
、さ
ま

ざ
ま
な
言
語
が
い
く
つ
基
本
的
色
彩
語
彙
を
持
っ
て
い
る
か

を
気
に
す
る
必
要
が
あ
る
。青
と
緑
を
区
別
し
な
い
言
語
は

多
い
。
一
方
で
、
ロ
シ
ア
語
に
は
青
が
二
種
類
あ
っ
た
り
す

る
。そ
こ
で
色
彩
語
彙
が
極
端
に
少
な
い
言
語
の
話
者
を
被

験
者
に
し
た
実
験
が
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ
リ
ア
ン

ジ
ャ
ヤ
の
ダ
ニ
語
は
色
彩
語
彙
が
二
つ
（
白
と
黒
、あ
る
い
は

第
三
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明
・
暗
に
対
応
す
る
）
し
か
な
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。こ

の
話
者
に
、英
語
な
ど
に
一
般
的
に
あ
る
赤
や
青
な
ど
の
色

の
名
前
を
学
ば
せ
る
と
、焦
点
色
が
は
や
く
習
得
さ
れ
る
と

い
っ
た
実
験
結
果
が
出
て
い
る
（H

eider, 1972

）。

　

色
や
形
、モ
ノ
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
は
、

実
験
心
理
学
的
に
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
コ

ト
的
な
事
象
認
知
つ
ま
り
、動
詞
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て

は
、こ
う
い
っ
た
実
験
心
理
学
の
み
で
は
扱
い
き
れ
な
い
問

題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
語
学
者
は
考
え
る
。
つ
ま
り
、
文

法
の
考
察
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
第
３
節
で
は
文
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、第
４
節
で

は
さ
ら
に
細
か
い
他
動
詞
・
自
動
詞
な
ど
の
違
い
を
取
り
上

げ
る
。
そ
の
前
の
準
備
と
し
て
、
こ
と
ば
と
感
覚
、
あ
る
い

は
こ
と
ば
と
「
認
識
」
の
ほ
う
が
こ
こ
で
は
適
切
だ
ろ
う
か
、

こ
の
あ
い
だ
の
関
係
に
つ
い
て
、第
２
節
で
は
基
本
的
な
事

項
を
ざ
っ
と
整
理
し
て
い
き
た
い
。

　

本
節
で
は
、「
こ
と
ば
」
と
「
認
識
」
に
つ
い
て
主
に
言
語

学
を
中
心
と
し
た
考
察
が
ど
の
よ
う
な
流
れ
で
あ
っ
た
か
を

ざ
っ
と
紹
介
し
、五
感
を
表
現
す
る
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
な

地
位
に
あ
る
の
か
を
提
示
し
よ
う
。

　
「
言
語
と
は
何
だ
ろ
う
か
。」

そ
れ
を
問
う
た
言
語
学
の
父
、
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
ド
・
ソ

シ
ュ
ー
ル
の
提
案
し
た
な
か
で
も
と
く
に
有
名
な
概
念
と

な
っ
た
「
恣
意
性
」
は
、「
認
識
の
砂
浜
の
う
え
に
、
こ
と
ば

と
い
う
網
目
を
置
く
」と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
捉
え
ら
れ
る
。

こ
と
ば
の
な
い
「
認
識
」
は
渾
然
一
体
の
砂
浜
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
と
ば
を
使
え
る
人
間
は
、
こ
と
ば
と
い
う
網
目
を

こ
と
ば
と
認
識
の
公
共
性

2

そ
こ
に
広
げ
、
認
識
を
切
り
分
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
恣

意
性
と
い
う
用
語
は
、こ
の
網
目
と
、概
念
そ
れ
自
体
に
は
、

有
契
的
な
繋
が
り
は
必
要
で
な
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。た

だ
し
、
こ
れ
が
有
用
に
な
る
た
め
に
は
、
そ
の
網
目
が
近
接

す
る
他
の
も
の
と
の
差
異
を
持
っ
て
い
る
こ
と
や
、他
者
と

共
有
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。こ
の
網
目
を
他
者
と

共
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、事
象
そ
の
も
の
が
眼
前
に
な
く

て
も
、記
号
的
な
指
示
を
も
ち
い
て
意
思
疎
通
可
能
に
な
る

と
い
う
の
が
恣
意
性
を
も
っ
た
「
言
語
」
の
機
能
で
あ
る
（cf. 

丸
山
、一
九
八
一
）。

　

で
は
、
私
た
ち
の
こ
と
ば
は
、
何
を
ど
の
よ
う
に
分
け
る

の
だ
ろ
う
か
。
犬
や
猫
な
ど
、
身
近
な
も
の
の
名
前
を
考
え

て
み
よ
う
。
そ
の
語
を
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
意
味
の
中
心
と

な
る
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
的
な
事
例
の
イ
メ
ー
ジ
が
ぼ
ん
や
り
思

い
浮
か
ぶ
よ
う
な
も
の
、そ
の
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の

「
動
物
」、下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
ヨ
ー
ク
シ
ャ
ー
テ
リ

ア
や
柴
犬
な
ど
が
あ
る
。
身
近
な
も
の
ほ
ど
、
細
か
い
下
位

カ
テ
ゴ
リ
ー
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。犬
が
嫌
い
な

人
は
、ど
の
犬
を
見
て
も
「
犬
」
と
思
う
だ
ろ
う
し
、詳
し
い

人
な
ら
柴
犬
と
秋
田
犬
の
区
別
が
で
き
る
。有
名
な
話
で
は
、

北
極
圏
に
住
む
イ
ヌ
イ
ッ
ト
の
言
語
で
は
雪
の
種
類
を
何
種

類
も
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
が
あ
る
。

　

実
際
の
生
活
に
即
し
た
、目
に
見
え
る
も
の
に
対
応
し
た

名
前
だ
け
が
語
と
し
て
あ
る
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
。

た
と
え
ば
、架
空
の
生
き
物
だ
っ
た
「
麒
麟
」
は
、今
の
「
キ

リ
ン
」
を
知
る
ま
で
、
キ
リ
ン
ビ
ー
ル
の
瓶
に
描
か
れ
て
い

る
よ
う
な
角
の
生
え
た
馬
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
が
、現
在

は
、
ア
フ
リ
カ
に
い
る
キ
リ
ン
を
知
る
よ
う
に
な
り
、
あ
の

首
の
長
い
動
物
を
「
キ
リ
ン
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
私

た
ち
は
「
竜
」
の
よ
う
な
、
実
在
し
な
い
生
き
物
の
名
前
も

単
語
と
し
て
覚
え
る
こ
と
が
で
き
、言
語
集
団
の
な
か
で
概

念
上
に
し
か
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
共
有
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、
と
き
ど
き
「
こ
と
ば
の
足
り
な
さ
」
に
思
い
当

た
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
音
楽
を
聴
い
た
と
き
、
い
ろ

ん
な
感
覚
を
持
つ
が
、こ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
こ
と
ば
に
し
て

他
者
に
伝
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
雑

誌
を
い
く
ら
読
ん
で
も
、頭
の
な
か
で
そ
れ
が
指
示
し
て
い

る
演
奏
の
音
は
再
生
し
よ
う
が
な
い
。
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
は

こ
う
嘆
く
。「
音
楽
批
評
（
あ
る
い
は
、音
楽
《
に
つ
い
て
の
》
会

話
。
こ
の
二
つ
は
、
多
く
の
場
合
、
同
じ
も
の
だ
）
の
現
状
を
検

討
す
る
な
ら
ば
、作
品
（
あ
る
い
は
そ
の
演
奏
）
は
、常
に
、形

容
詞
と
い
う
最
も
貧
し
い
言
語
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
し
か

翻
訳
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。」（Barthes, 

1972

）
こ
と
ば
は
認
識
そ
の
も
の
と
は
ま
た
違
っ
た
も
の
な

の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、こ
と
ば
は
、個
々
人
が
持
つ
認
識
よ
り
も
公
的
な

も
の
で
、
当
世
の
そ
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
々
が
共
有

し
て
い
る
信
念
な
ど
に
基
づ
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。そ
の

構
造
は
上
位
概
念
や
下
位
概
念
が
あ
り
、ど
の
く
ら
い
細
か

く
分
け
る
か
は
、そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
が
共
有
し
て

い
る
、環
境
や
身
体
性
、交
易
な
ど
に
基
づ
い
た
知
識
体
系
に

依
存
し
て
い
る
、と
い
う
ま
と
め
か
た
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、カ
テ
ゴ
リ
ー
の
切
り
分
け
方
を
共
有
す
る
た
め
に
、

ど
の
よ
う
な
能
力
が
必
要
だ
ろ
う
か
。言
語
の
習
得
過
程
は
、

モ
ノ
の
認
識
の
仕
方
の
傾
向
を
決
め
る
要
因
と
も
な
る
だ
ろ

う
。
言
語
習
得
の
研
究
者Slobin

（1996

）
が
、T

hinking	
for	speaking

と
い
っ
て
提
案
し
た
の
は
、
子
供
が
し
ゃ
べ

る
た
め
に
、
こ
と
ば
を
学
ぶ
過
程
で
、
そ
の
言
語
が
注
目
す

る
モ
ノ
の
見
方
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。Slobin

が
挙

げ
て
い
る
例
は
時
制
の
別
だ
が
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
た

第三章　五感を捉えることばの視点
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と
え
ば
、
英
語
に
は
単
数
形
と
複
数
形
の
別
が
あ
る
が
、
日

本
語
に
は
な
い
。も
の
が
あ
る
こ
と
を
だ
れ
か
に
報
告
す
る

と
き
、
英
語
を
学
ぶ
子
供
は
、
そ
れ
が
一
つ
か
二
つ
以
上
か

気
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
日
本
語
の
ば
あ
い
、
そ
こ
は
ど

ち
ら
で
も
よ
い
。だ
か
ら
、記
憶
の
仕
方
も
注
目
の
仕
方
も
、

こ
の
も
の
の
見
方
に
従
っ
て
、異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
、「
も
の
の
見
方
」
を
他
者
と
共
有
す
る
と
い
う
こ
と

が
言
語
に
と
っ
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。一
世
を
風
靡

し
た
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
が
提
唱
し
た
生
成
文
法
は
、人
間
に
は

こ
と
ば
を
操
る
能
力
と
し
て
の
文
法
的
操
作
が
生
得
的
に
そ

な
わ
っ
て
お
り
、一
定
の
刺
激
を
与
え
れ
ば
、
そ
の
言
語
に

あ
っ
た
パ
ラ
メ
タ
を
設
定
し
て
そ
の
言
語
の
文
法
を
習
得
し
、

正
し
い
文
法
で
話
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
意
味
を
操
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
、
こ

れ
と
は
違
っ
た
次
元
の
話
で
あ
る
。進
化
生
物
学
的
観
点
を

備
え
た
言
語
発
達
の
研
究
者T

om
asello

（2003

）
が
概
説

す
る
よ
う
に
、
子
供
の
言
語
獲
得
は
、
こ
の
チ
ョ
ム
ス
キ
ー

の
仮
説
と
は
裏
腹
に
、最
初
か
ら
大
人
の
完
璧
な
文
法
を
備

え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
一
語
文
か
ら
、
一
語
に
可
変
の
要

素
ス
ロ
ッ
ト
が
加
わ
っ
た
二
語
文
、と
徐
々
に
ス
ロ
ッ
ト
が

増
え
て
い
き
、最
終
的
に
大
人
と
同
じ
文
法
形
態
に
到
達
す

る
。
そ
れ
で
は
人
間
の
言
語
と
し
て
、
最
初
の
「
一
語
」
が
、

意
味
を
備
え
て
扱
え
る
よ
う
に
な
る
の
に
ど
う
い
っ
た
仕
組

み
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。ほ
と
ん
ど
の
幼
児
が
生
後
一
年

後
に
最
初
の
一
語
を
話
し
始
め
る
の
と
同
時
に
ど
の
よ
う
な

発
達
的
な
現
象
が
起
っ
て
い
る
の
か
、T

om
asello

が
強
調

す
る
の
は
、
と
く
に
共
同
注
意
フ
レ
ー
ム
の
構
築
で
あ
る
。

月
齢
九
カ
月
あ
た
り
か
ら
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
こ
の
能
力

は
、
他
者
が
意
図
を
持
つ
主
体
で
あ
る
と
理
解
し
、
次
の
よ

う
な
埋
め
込
み
構
造
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

①　
「
他
者
は
［
わ
た
し
が
［
Ｘ
］
に
対
す
る
注
意
を
共
有

し
て
い
る
こ
と
］
を
意
図
し
て
い
る
」

こ
の
理
解
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、人
間
の

子
供
は
、
指
さ
し
を
す
る
よ
う
に
な
る
。
ほ
し
い
も
の
を
指

さ
す
、や
っ
て
欲
し
い
こ
と
を
指
示
す
る
。そ
れ
に「
こ
と
ば
」

が
伴
う
、
こ
と
ば
だ
け
で
指
示
す
る
よ
う
に
な
る
。
大
体
こ

う
い
っ
た
シ
ナ
リ
オ
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
他
者
が
目
標
を
設
定
し
て
取
り
組
ん
で
い

る
事
柄
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
り
、ほ
と
ん
ど
人
間
と
い

う
種
に
特
有
の
文
化
学
習
と
い
う
も
の
が
可
能
に
な
る
。単

な
る
模
倣
は
他
の
霊
長
類
で
も
で
き
る
が
、
こ
う
し
た
、
意

図
理
解
を
伴
っ
た
模
倣
が
可
能
に
な
る
の
が
人
間
の
み
に
特

有
の
能
力
で
あ
る
こ
と
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
こ
う
い
っ
た
意
図
の
共
有
の
能
力
こ
そ
が
、
言
語
の
基

盤
と
な
っ
て
い
る
と
す
る
の
が
、T

om
asello

の
言
語
発
達

論
か
ら
の
見
識
で
あ
る
。

　

他
者
の
目
標
、意
図
を
理
解
す
る
能
力
と
表
裏
一
体
の
こ

の
能
力
が
、
実
際
、
ど
の
よ
う
に
世
界
を
切
り
分
け
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。具
体
物
と
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
示
す
語
彙
に

つ
い
て
は
、
分
類
体
系
と
し
て
、
認
知
科
学
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
で
も
扱
わ
れ
て
き
た
。
と
く
に
上
位
・
下
位
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
、よ
く
扱
わ
れ
て
い
る
。し
か
し
、

動
詞
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
は
、「
歩
く
」
と
「
走
る
」
な

ど
の
実
験
心
理
学
的
研
究
（M

alt et al.,  2008
）
の
ほ
か
は
、

記
述
言
語
学
的
な
分
析
が
多
い
。実
験
心
理
学
的
な
分
析
で

な
く
、記
述
言
語
学
的
な
分
析
が
こ
の
よ
う
な
ト
ピ
ッ
ク
に

つ
い
て
有
効
と
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、名
詞
と
比
べ

る
と
形
容
詞
や
動
詞
と
い
っ
た
言
語
現
象
は
語
彙
の
意
味
だ

け
で
な
く
、文
法
と
い
う
上
位
レ
ベ
ル
で
の
抽
象
化
を
含
ん

で
お
り
、
他
動
詞
と
自
動
詞
の
違
い
、
そ
の
項
の
数
な
ど
、

言
語
学
的
な
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、得
ら
れ
る
情

報
が
増
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、具
体
物
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
の
基
礎
と
な

る
行
為
で
あ
る
知
覚
の
言
語
表
現
を
対
象
に
、こ
の
動
詞
や

形
容
詞
ま
で
含
め
た
言
語
の
文
法
現
象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
作

り
方
を
検
討
す
る
。私
た
ち
が
意
図
を
共
有
す
る
と
き
に
使

え
る
情
報
は
、言
語
記
号
の
ほ
か
、指
さ
し
や
、視
線
、音
な

ど
で
あ
る
。
も
う
少
し
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
は
知
覚
で
き
る

も
の
で
あ
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。五
感
を
扱
う
の

は
、こ
の
た
め
で
あ
る
。

　

前
節
ま
で
は
、
主
に
言
語
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
、
ど
ん
な
角
度

か
ら
扱
う
考
え
方
が
あ
る
の
か
を
紹
介
し
た
。本
節
で
は
実

際
の
言
語
現
象
を
眺
め
な
が
ら
考
察
を
進
め
よ
う
。

　

他
者
と
知
覚
を
共
有
す
る
こ
と
で
、こ
と
ば
に
よ
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、目
に
見
え
て
名
前
が

つ
い
て
い
る
外
界
に
存
在
し
て
い
る
「
も
の
」
よ
り
、「
感
覚
」

は
、
も
う
一
歩
、
主
観
性
の
強
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。
感
覚
は
、
他
者
と
あ
る
程
度
共
有
で
き
て
い

る
と
私
た
ち
は
信
じ
て
い
る
。私
の
目
の
前
に
コ
ッ
プ
が
見

え
て
い
る
と
き
、
隣
に
座
っ
て
い
る
誰
か
に
も
、
同
じ
コ
ッ

プ
が
見
え
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。で
は
音
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

耳
が
遠
く
な
っ
た
祖
母
に
は
聞
こ
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
か

ら
、
大
き
な
声
で
言
い
直
し
て
あ
げ
た
り
す
る
。
人
よ
り
鼻

の
い
い
私
は
「
な
ん
か
に
お
わ
な
い
？
」
と
問
う
。
鼻
づ
ま

り
の
友
人
が
「
そ
う
な
の
？
」
と
問
い
返
す
。
音
や
に
お
い

五
感
の
こ
と
ば
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

3
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の
感
じ
方
は
、
と
き
ど
き
個
人
差
が
あ
る
の
を
私
た
ち
は

知
っ
て
い
る
。名
古
屋
出
身
の
友
達
が
う
ま
い
う
ま
い
と
食

べ
る
味
噌
煮
込
み
う
ど
ん
を
食
べ
る
私
は
「
こ
れ
は
私
に
は

ち
ょ
っ
と
し
ょ
っ
ぱ
す
ぎ
る
よ
」と
心
の
中
で
そ
っ
と
思
う
。

味
の
感
覚
は
育
っ
て
き
た
環
境
の
違
い
で
、同
じ
日
本
人
で

も
、
だ
い
ぶ
違
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し

か
し
そ
れ
は
、
知
覚
す
る
側
の
経
験
の
問
題
で
あ
る
。
近
視

の
私
は
、
め
が
ね
を
か
け
て
い
る
と
き
と
、
そ
う
で
な
い
と

き
で
、
世
界
の
見
え
方
が
変
わ
る
。
し
か
し
世
界
そ
の
も
の

が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。ま
た
、「
こ

こ
す
べ
す
べ
す
る
よ
、
触
っ
て
み
て
？
」
と
、
同
時
に
知
覚

で
き
な
く
て
も
、同
じ
よ
う
に
触
れ
れ
ば
同
じ
よ
う
な
感
覚

が
得
ら
れ
る
と
い
う
信
念
が
あ
る
。知
覚
す
る
外
界
は
他
者

と
基
本
的
に
共
有
し
て
お
り
、同
じ
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
い

る
と
し
、
他
者
と
内
容
が
違
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
知
覚

者
の
経
験
や
鋭
敏
さ
に
左
右
さ
れ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
知
覚
内
容
は
、
客
観
的
な
外
界
の
主

観
的
な
把
握
で
も
あ
る
。

　

私
た
ち
は
す
べ
て
の
感
覚
を
他
者
と
共
有
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
。感
覚
の
中
で
も
、「
痛
み
」
の
よ
う
な
も
の
は
、「
痛
い
、

痛
い
」
と
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、自
分
に
し
か
わ

か
ら
な
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
。そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た

の
は
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。し

か
し
私
た
ち
は
、あ
る
程
度
そ
の
感
覚
群
を
他
者
と
共
有
で

き
て
い
る
と
い
う
信
念
が
あ
る
。だ
か
ら
こ
そ
言
語
表
現
も

可
能
な
の
で
あ
る
。す
ね
を
柱
に
ぶ
つ
け
た
人
が
す
べ
て
無

反
応
だ
っ
た
ら
、自
分
が
す
ね
を
柱
に
ぶ
つ
け
て
み
て〈
痛
い
〉

と
い
う
感
覚
を
持
っ
た
と
し
て
も
、「
痛
い
」
と
い
う
語
と
そ

の
感
覚
が
本
当
に
対
応
す
る
か
、確
信
が
持
て
な
い
だ
ろ
う
。

　
「
感
覚
」
の
表
現
は
、私
に
属
す
る
属
性
と
し
て
、「
悲
し
い
」

に
近
い
、「
痛
い
」
の
よ
う
な
表
現
と
、
自
分
の
感
覚
に
は
関

係
の
な
い
外
側
に
属
し
て
い
る
「
明
る
い
」
の
よ
う
な
も
の
が

あ
る
。直
観
的
に
判
断
す
る
と
、「
音
」
は
、自
分
が
耳
を
ふ
さ

い
で
い
て
も
、隣
に
座
っ
て
い
る
誰
か
が
聞
く
こ
と
が
可
能

な
、外
側
の
も
の
だ
ろ
う
。で
は
「
し
ょ
っ
ぱ
い
」
は
ど
う
だ

ろ
う
か
。実
際
の
と
こ
ろ
は
、外
界
に
属
し
て
い
る
と
思
っ
て

い
る
属
性
も
、私
た
ち
の
知
覚
器
官
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て

い
る
。「
赤
い
」
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
の
も
ま
た
、人
間
の

目
の
仕
組
み
故
な
の
で
あ
る
。し
か
し
、言
語
表
現
と
し
て
見

て
み
る
な
ら
、次
の
②
の
よ
う
な
言
い
方
が
で
き
る
も
の
が

主
観
的
で
あ
り
、③
の
よ
う
な
も
の
は
、修
辞
的
な
表
現
で
は

あ
る
が
、一
般
に
は
使
わ
な
い
。色
は
「
私
（
に
）
は
〜
だ
」
と

い
う
言
い
方
が
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、「
私
」
と
関
係
な
い
客

観
性
の
あ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

②　

私
は
足
が
痛
い
／
私
は
心
が
痛
い
／
私
に
は
味
噌
煮

込
み
う
ど
ん
は
し
ょ
っ
ぱ
い

　

③　

？
私
に
は
こ
の
花
は
赤
い
／
？
こ
の
黒
い
カ
ラ
ス
は

私
に
は
白
い2

　

も
う
一
つ
の
軸
と
し
て
、動
詞
の
主
観
性
に
つ
い
て
考
え

て
お
こ
う
。「
見
る
」
は
「
太
郎
が
絵
を
見
て
い
る
」
と
い
っ

た
表
現
で
は
、
外
側
か
ら
把
握
で
き
る
事
象
だ
が
、
対
し
て

「
見
え
る
」
で
は
「
太
郎
に
は
絵
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
が
母

に
見
え
る
」
と
き
、そ
れ
は
端
か
ら
見
て
い
て
も
分
か
ら
ず
、

太
郎
に
し
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
主
観
的
表
現
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
聞
く
」
こ
と
は
、「
見
る
」
こ
と
が
目

の
動
き
を
伴
う
の
に
比
べ
る
と
、外
か
ら
見
て
判
断
す
る
の

が
難
し
い
。「
聞
い
て
い
る
よ
う
で
聞
こ
え
て
い
な
い
」
と
い

う
こ
と
は
あ
り
う
る
。

　

こ
う
い
っ
た
、感
覚
を
表
現
す
る
こ
と
ば
は
、集
め
て
き
て

並
べ
て
み
る
と
、視
覚
・
聴
覚
・
嗅
覚
な
ど
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ

毎
に
異
な
っ
た
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。

ま
ず
は
直
観
的
に
五
感
に
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
感
覚
を
表
し

第三章　五感を捉えることばの視点

他動詞 自動詞 複合表現 名詞 形容詞

視覚 見る 見える ― 目にする ―
眩しい、明るい、暗い、
赤い、青い

聴覚 聞く 聞こえる 音がする 耳にする 音
うるさい、騒がしい、
静か

嗅覚 嗅ぐ 匂う 臭いがする ??鼻にする におい くさい、かぐわしい

味覚 味わう ― 味がする
口にする
?舌にする

味
おいしい、まずい、甘
い、しょっぱい、酸っ
ぱい、苦い、辛い

触覚 触れる/触る 触り心地がする ?手にする 手触り
柔らかい、硬い、滑
らかな、ざらついた

表１　五感の動詞のヴァリエーション
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て
い
る
と
分
か
る
語
彙
を
、名
詞
、動
詞
、形
容
詞
と
ピ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
並
べ
て
み
る
と
表
１
の
よ
う
に
な
る
。

　

品
詞
に
つ
い
て
は
、形
式
と
文
の
中
で
そ
の
語
が
果
た
す

機
能
と
い
う
特
徴
で
考
え
て
い
る
。

　

名
詞
に
示
し
た
の
は「
音
」や「
に
お
い
」「
味
」と
い
っ
た
、

刺
激
全
体
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
英
語
のsight

に
あ
た
る

「
見
え
」
は
、動
詞
か
ら
の
派
生
語
や
、「
光
景
」
と
い
っ
た
、意

味
が
や
や
特
定
的
な
漢
語
し
か
思
い
当
た
ら
な
い
。触
覚
で

感
じ
ら
れ
る
も
の
、
温
冷
感
覚
・
痛
み
・
運
動
感
覚
を
基
準

に
し
た
テ
キ
ス
チ
ャ
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
が
、こ
れ
も
ま

た
、総
称
的
な
名
詞
は
見
あ
た
ら
な
い
。「
見
え
」
の
場
合
は
、

視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
「
色
」
や
「
形
」「
明
る
さ
」
な
ど
が
あ

る
が
、語
彙
が
す
で
に
分
解
さ
れ
て
い
て
そ
の
上
位
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
が
な
い
。情
報
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
が
補
助
動
詞
「
す
る
」
と
結
合
し
て
作

る
複
合
動
詞
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、「
音
が
す
る
」「
臭
い

が
す
る
」「
味
が
す
る
」
と
い
う
「〈
刺
激
〉
が
す
る
」
形
式
の

も
の
が
あ
る
。こ
れ
は
刺
激
の
存
在
／
不
在
を
表
す
形
式
で

あ
る
。一
般
的
に
存
在
は
「
あ
る
／
な
い
」
で
表
す
が
、こ
の

場
合
、「
す
る
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
「
モ
ノ
が
あ
る
」

の
と
は
違
う
、何
ら
か
の
動
き
や
関
わ
り
あ
い
が
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

触
覚
の
と
き
「〈
刺
激
〉
が
す
る
」
形
式
に
準
ず
る
も
の
と

し
て
、形
容
詞
を
伴
っ
た
「｛
い
い
／
柔
ら
か
い
／
硬
い
｝
触

り
心
地
が
す
る
」
が
あ
る
。し
か
し
、触
り
心
地
の
場
合
、形

容
詞
が
つ
か
な
い
「
触
り
心
地
が
し
な
い
」
と
い
う
よ
う
な

表
現
は
な
く
、
形
容
詞
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
刺
激
あ
り
き

の
状
態
で
、そ
れ
を
評
価
す
る
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
。

　

ま
た
、視
覚
で
は
「
＊
見
え
が
す
る
」
と
い
っ
た
形
式
は
な

い
。
さ
ら
に
「
＊
｛
い
い
／
と
が
っ
た
｝｛
色
／
形
｝
が
す
る
」

の
よ
う
な
表
現
も
な
く
、あ
る
の
は
、「
空
は
青
い
色
を
し
て

い
る
」
と
い
っ
た
、「〈
対
象
物
〉
は
〈
形
容
詞
〉｛
色
／
形
｝
を

し
て
い
る
」
と
い
う
形
式
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
そ
の
人

形
は
青
い
眼
を
し
て
い
る
」の
よ
う
な
属
性
を
あ
ら
わ
す「
〜

シ
テ
イ
ル
」
と
い
う
鋳
型
を
共
有
し
て
い
て
、「〈
刺
激
〉
が

す
る
」
と
は
性
質
が
異
な
る
。

　

つ
ま
り
、
視
覚
の
場
合
、
視
覚
で
捉
え
ら
れ
る
中
で
、
対

象
物
の
諸
属
性
を
抽
出
し
た
表
現
が
あ
り
、視
覚
自
体
で
捉

え
ら
れ
る
刺
激
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
は
複
合
的
な
動

詞
表
現
を
持
た
な
い
。こ
れ
は
動
詞「
見
え
る
」「
見
え
な
い
」

で
の
み
表
現
さ
れ
る
。

　

一
方
、
複
合
的
な
動
詞
表
現
も
あ
る
が
、
一
般
動
詞
表
現

も
持
つ
の
が
、
聴
覚
・
嗅
覚
・
味
覚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
複

合
的
な
動
詞
表
現
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
刺

激
が
あ
る
か
な
い
か
に
つ
い
て
言
及
す
る
表
現
で
あ
る
。こ

れ
ら
は
自
動
詞
「
聞
こ
え
る
」
や
「
に
お
う
」
に
対
応
す
る
と

も
い
え
る
が
、味
覚
に
限
っ
て
は
、自
動
詞
は
「
味
が
す
る
」

し
か
な
い
。
こ
れ
は
、
刺
激
が
視
覚
の
よ
う
に
色
や
形
に
分

解
さ
れ
る
以
前
の
段
階
で
、
聴
覚
や
嗅
覚
、
味
覚
で
捉
え
ら

れ
る
刺
激
が
あ
る
か
な
い
か
が
問
題
に
な
る
と
い
う
性
質
を

反
映
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

刺
激
で
は
な
く
、知
覚
器
官
の
名
詞
が
つ
く
る
複
合
動
詞

で
知
覚
す
る
こ
と
を
表
す
も
の
に「
目
に
す
る
」「
耳
に
す
る
」

が
あ
る
。し
か
し「
鼻
に
す
る
」は
、ほ
と
ん
ど
い
わ
な
い
。「
舌

に
す
る
」
も
美
食
家
の
特
殊
な
文
脈
が
求
め
ら
れ
る
、や
や

特
殊
な
表
現
で
あ
る
。か
と
い
っ
て
よ
り
一
般
的
に
使
わ
れ

る
「
口
に
す
る
」
だ
と
「
食
べ
る
」
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
く

な
り
、知
覚
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
ま
り
な
い
。「
手
に

す
る
」
だ
と
「
触
っ
て
確
か
め
る
」
と
い
う
よ
り
は
、「
も
の
を

得
る
」
と
い
っ
た
意
味
あ
い
が
強
く
な
る
。そ
も
そ
も
触
覚
は

全
身
に
あ
る
の
で「
肌
に
す
る
」と
い
っ
た
表
現
が
よ
り
包
括

的
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、あ
ま
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

　

動
詞
に
つ
い
て
み
て
み
る
と
、他
動
詞
と
自
動
詞
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
視
覚
と
聴
覚
に
は
、
他
動
詞
か
ら
自
動
詞

へ
の
派
生
の
経
緯
が
見
え
る
が
、
嗅
覚
の
他
動
詞
「
嗅
ぐ
」

に
対
応
す
る
「
嗅
げ
る
」
は
な
い
。「
味
わ
う
」
と
い
う
他
動

詞
は
あ
る
が
、「
味
わ
え
る
」
と
い
う
表
現
は
可
能
表
現
に

な
っ
た
だ
け
で
、
自
動
詞
と
は
い
え
な
い
。「
触
る
」
と
「
触

れ
る
」
は
一
見
他
動
詞
と
自
動
詞
の
関
係
に
見
え
る
が
、
ど

ち
ら
も
「
子
供
が
シ
ョ
ー
ケ
ー
ス
を
触
る
」「
子
供
が
シ
ョ
ー

ケ
ー
ス
を
触
れ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
若

干
異
な
る
が
、ど
ち
ら
も
他
動
詞
と
し
て
使
え
る
。

　

さ
ら
に
、嗅
覚
の
自
動
詞「
に
お
う
」と
形
容
詞「
く
さ
い
」

は
、意
味
的
に
置
き
換
え
可
能
な
文
脈
が
多
々
あ
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
生
ゴ
ミ
が
に
お
う
」
と
「
生
ゴ
ミ
が
く
さ
い
」
は

指
し
て
い
る
意
味
が
さ
し
て
変
わ
ら
な
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
自
動
詞
は
、「
私
に
は
生
ゴ
ミ
が
に
お
う
」
と
な
か
な
か

言
わ
な
い
た
め
、
外
界
の
現
象
を
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
自

動
詞
に
は
時
間
的
な
要
素「
生
ゴ
ミ
が
臭
っ
て
い
る
」や「
生

ゴ
ミ
が
徐
々
に
に
お
っ
て
く
る
」
な
ど
を
追
加
で
き
る
が
、

「
生
ゴ
ミ
が
く
さ
い
」
と
い
う
と
き
は
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。

そ
う
い
っ
た
差
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
、
同
じ
現
象
を
記

述
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。ま
た
、「
に
お
う
」
は
、

基
本
的
に
は
悪
い
意
味
を
連
想
さ
せ
る
。良
い
報
告
の
場
合
、

「
香
る
」と
い
う
動
詞
が
存
在
す
る
。形
容
詞
で
は「
く
さ
い
」

の
反
義
語
は
「
よ
い
に
お
い
が
す
る
」
に
な
る
。「
い
い
に
お

い
が
す
る
」
を
表
す
形
容
詞
に
「
か
ぐ
わ
し
い
」
な
ど
も
あ

る
が
、「
く
さ
い
」
に
比
べ
る
と
ぐ
っ
と
使
用
頻
度
は
低
い
。

こ
れ
は
「
く
さ
い
」
が
生
物
と
し
て
の
私
た
ち
の
感
覚
と
し

て
、「
く
さ
い
も
の
は
食
べ
な
い
方
が
い
い
」と
い
う
よ
う
な
、
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負
の
情
報
と
の
関
連
が
強
い
か
ら
だ
ろ
う
。人
間
が
犬
の
よ

う
な
嗅
覚
の
鋭
さ
を
持
っ
て
い
た
ら
、も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な

語
が
生
ま
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
世
界
中
の

言
語
の
中
で
、
ハ
ン
タ
ー
の
言
語
に
は
、
臭
い
を
わ
け
る
色

彩
語
彙
の
よ
う
な
抽
象
語
彙
が
あ
る
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
。

　

味
に
関
し
て
い
え
ば
、形
容
詞
が
五
味
な
ど
基
本
的
な
カ

テ
ゴ
リ
ー
を
分
け
る
。「
甘
い
、
し
ょ
っ
ぱ
い
、
酸
っ
ぱ
い
、

苦
い
、
辛
い
」
の
ほ
か
、「
う
ま
い
、
ま
ず
い
」
な
ど
が
あ
り
、

形
容
詞
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、名
詞
で
は

な
い
。

　

音
の
形
容
詞
は「
味
」よ
り
ぐ
っ
と
少
な
い
。「
う
る
さ
い
、

や
か
ま
し
い
、騒
が
し
い
、静
か
」
な
ど
の
ほ
か
は
、音
色
を

表
現
す
る
た
め
に
他
の
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
で
第
一
義
的
に
使

わ
れ
て
い
る
「
柔
ら
か
い
（
音
）」
な
ど
を
転
用
し
て
用
い
て

い
る
か
、形
容
詞
で
は
な
い
が
属
性
を
表
す
も
の
と
し
て
は
、

「
キ
ン
キ
ン
（
声
）」
の
よ
う
な
オ
ノ
マ
ト
ペ
を
用
い
て
表
す

も
の
が
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、視
覚
に
ま
つ
わ
る
形
容
詞
は
多
い
。色（
赤
い
、

青
い
）、
明
度
（
明
る
い
、
暗
い
、
ま
ぶ
し
い
）、
形
（
ま
る
い
、
し

か
く
い
）、
大
き
さ
（
大
き
い
、
小
さ
い
）
な
ど
が
あ
る
。
形
は

視
覚
と
触
覚
で
捉
え
ら
れ
る
た
め
、第
一
義
的
に
視
覚
と
は

い
え
な
い
。
同
様
に
大
き
さ
は
、
も
う
少
し
一
般
的
な
感
覚

で
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
。

　

触
覚
の
形
容
詞
に
関
し
て
は
、こ
の
「
形
」
は
と
も
か
く
、

触
感
が
あ
る
。「
柔
ら
か
い
」「
硬
い
」「
荒
い
」「
な
め
ら
か
な
」

「
と
が
っ
た
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。こ
の
ほ
か
、オ
ノ
マ
ト

ペ
の
表
現「
ざ
ら
ざ
ら
し
た
」「
つ
る
つ
る（
の
）」な
ど
も
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、各
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
表
現
は
そ
れ
ぞ
れ

に
、特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
れ
は
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ

ご
と
に
異
な
る
身
体
性
を
反
映
し
て
の
こ
と
だ
と
い
え
よ
う
。

　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
興
っ
た
認
知
言
語
学
は
、言
語
の
基

盤
は
人
間
の
一
般
認
知
能
力
で
あ
る
と
す
る
。生
成
文
法
が

意
味
の
問
題
に
踏
み
込
ま
な
か
っ
た
の
に
対
し
、認
知
言
語

学
は
意
味
の
観
点
か
ら
言
語
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。

言
語
に
は
、そ
の
言
語
使
用
者
の
モ
ノ
の
捉
え
方
が
透
け
て

見
え
る
。た
と
え
ば「
コ
ッ
プ
を
壊
し
た
」と
い
う
の
と「
コ
ッ

プ
が
壊
れ
た
」
と
い
う
の
で
は
、
責
任
の
所
在
が
違
う
。
日

本
語
の
場
合
、｢

コ
ッ
プ
を
壊
し
た
」
と
い
う
場
合
で
も
、「
わ

た
し
が
」
と
い
う
動
作
主
を
言
わ
な
く
て
よ
か
っ
た
り
す
る

こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。英
語
で
は"I	broke	the	cup."	

と
「
誰
が
何
を
ど
う
し
た
」
を
す
べ
て
言
及
し
て
し
ま
う
が
、

日
本
語
の
場
合
、他
動
詞
表
現
の
場
合
も
、「
誰
が
」
の
部
分

は
曖
昧
に
し
た
ま
ま
で
よ
い
。

　

よ
く
あ
る
論
法
に
、日
本
語
は
責
任
の
所
在
を
曖
昧
に
す

る
言
語
だ
。
日
本
の
思
想
で
は
、
現
象
は
八
百
万
の
神
の
は

た
ら
き
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
、責
任
は
個
々
人
に
な
い
か
ら

そ
れ
が
言
語
に
も
表
れ
て
い
る
の
だ
、な
ど
と
い
う
主
張
も

可
能
で
は
あ
る3

。
し
か
し
、
も
の
の
見
方
が
、
江
戸
時
代
と

現
在
で
大
き
く
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
だ
ろ

う
が
、
江
戸
時
代
の
書
物
を
読
も
う
と
思
っ
た
と
き
、
文
法

的
な
乖
離
は
さ
し
て
感
じ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
語
彙
や
言
い

回
し
な
ど
は
変
わ
っ
て
は
い
る
が
、本
質
的
な
主
語
脱
落
な

ど
は
、
中
高
の
教
科
書
で
習
う
よ
う
な
、
平
安
・
鎌
倉
期
の

古
典
か
ら
引
き
ず
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
さ
え
感
じ
る
。

当
時
よ
り
は
、客
観
的
な
見
方
を
す
る
人
間
が
増
え
て
い
る

だ
ろ
う
が
、
日
本
語
は
い
ま
だ
に
「
曖
昧
」
な
法
則
を
も
っ

も
の
の
「
捉
え
方
」
と
文
法

4

て
い
る
。
文
法
の
変
化
は
社
会
の
変
化
よ
り
、
ゆ
っ
く
り
な

の
だ
ろ
う
。

　

動
作
主
体
の
表
し
方
に
つ
い
て
日
本
語
の
知
覚
動
詞
は
、

少
し
特
殊
な
振
る
舞
い
を
見
せ
る
。先
の「
壊
す
」と「
壊
れ
る
」

と
い
う
関
係
は
、
自
他
対
応
と
呼
ば
れ
、日
本
語
学
で
は
古

く
、本
居
宣
長
の
息
子
で
あ
る
春
庭
か
ら
扱
わ
れ
て
い
る
古

典
的
な
現
象
の
一
つ
で
あ
る
。こ
の
と
き
、「
見
る
」「
見
え
る
」

は
音
韻
的
に
は
、規
則
的
な
自
他
対
応
動
詞
に
見
え
る
が
、こ

の
法
則
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

　

④　
ａ　
（
わ
た
し
が
）
花
瓶
を
壊
し
た

　
　
　

ｂ　

花
瓶
が
壊
れ
た

　

⑤　
ａ　
（
わ
た
し
が
）
戸
を
閉
め
た

　
　
　

ｂ　

戸
が
閉
ま
っ
た

　

佐
藤
（
二
〇
〇
五
）
で
は
、自
動
詞
と
他
動
詞
が
同
一
の
語

根
を
共
有
し
て
い
て
、自
動
詞
文
の
ガ
格
と
他
動
詞
の
ヲ
格

が
同
一
の
名
詞
句
で
対
応
し
て
い
る
こ
と
、自
動
詞
文
と
他

動
詞
文
が
同
一
の
事
態
の
側
面
を
叙
述
し
て
い
る
と
解
釈
可

能
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
自
他
対
応
の
条
件
と
し
て
い
る
。誰

か
が
な
に
か
に
働
き
か
け
て
な
に
か
が
起
こ
っ
た
、と
い
う

他
動
詞
的
な
事
象
が
起
き
た
と
き
、そ
の
動
作
主
が
し
た
働

き
か
け
と
結
果
状
態
に
注
目
す
る
の
が
他
動
詞
文
、働
き
か

け
に
は
言
及
せ
ず
起
こ
っ
た
事
象
だ
け
に
注
目
す
る
の
が
自

動
詞
文
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
知
覚
動
詞
の
他
動
詞
「
見
る
」「
聞
く
」
と
自
動

詞
「
見
え
る
」「
聞
こ
え
る
」
の
対
応
は
こ
れ
の
例
外
と
し
て

は
じ
か
れ
る
。

　

他
動
詞
と
自
動
詞
の
対
応
関
係
は
、語
彙
的
ア
ス
ペ
ク
ト

の
問
題
と
し
て
定
義
で
き
る
。「
動
作
」
の
継
続
的
な
様
態
に

第三章　五感を捉えることばの視点
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注
目
す
る
か
、「
結
果
」
に
注
目
す
る
か
で
あ
る
。結
果
が
含

ま
れ
な
い
様
態
の
動
詞
「
走
る
」「
し
ゃ
べ
る
」
な
ど
に
は
対

応
す
る
結
果
状
態
の
動
詞
が
な
い
し
、結
果
し
か
な
い
よ
う

な「
置
く
」「
転
ぶ
」な
ど
は
、対
応
す
る
様
態
の
動
詞
が
な
い
。

一
方
で
継
続
的
な
ア
ス
ペ
ク
ト
を
持
つ
「
伝
え
る
」
と
そ
の

結
果
状
態
と
し
て
の
「
伝
わ
る
」
な
ど
が
対
応
の
あ
る
動
詞

で
あ
る
。こ
れ
は
結
果
キ
ャ
ン
セ
ル
文
な
ど
を
作
っ
て
確
か

め
ら
れ
る
。

　

⑥　

気
持
ち
を
伝
え
た
け
ど
、伝
わ
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
語
彙
的
ア
ス
ペ
ク
ト
の
テ
ス
ト
は
、知
覚
動
詞

で
も
視
覚
の
「
見
る
／
見
え
る
」
で
は
可
能
で
あ
る
。

　

⑦　

窓
の
外
を
見
た
け
ど
、何
も
見
え
な
か
っ
た

た
だ
、
聴
覚
の
「
聞
く
／
聞
こ
え
る
」
は
そ
う
い
う
わ
け
に

も
い
か
な
い
。「
聞
く
」
こ
と
に
は
す
で
に
「
聞
こ
え
る
」
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

⑧　
＊
ピ
ア
ノ
を
聞
い
た
け
ど
、音
が
聞
こ
え
な
か
っ
た

　

ち
な
み
に
、こ
う
い
う
、「
聞
こ
う
と
す
る
」
意
図
的
活
動

を
表
す
に
は
「
耳
を
傾
け
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

　

語
彙
的
ア
ス
ペ
ク
ト
の
問
題
は
自
他
対
応
動
詞
と
そ
れ
ほ

ど
変
わ
ら
な
い
特
徴
を
有
し
て
い
る
。

　

で
は
な
ぜ
例
外
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。知
覚
の

自
他
動
詞
は
佐
藤
の
三
つ
の
条
件
を
ク
リ
ア
し
て
は
い
る
。

し
か
し
知
覚
動
詞
の
場
合
、
自
動
詞
に
「
わ
た
し
に
は
」
と

い
う
視
点
を
表
す
項
を
追
加
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
が
問
題

と
な
る
。

　

⑨　
ａ　
（
わ
た
し
は
）
花
瓶
を
見
た

　
　
　

ｂ　

花
瓶
が
見
え
た

　

⑩　

わ
た
し
に
は
花
瓶
が
見
え
た

ほ
か
の
自
他
対
応
動
詞
の
自
動
詞
に
は
、こ
う
い
っ
た
操
作

は
不
可
能
な
の
で
、こ
れ
が
例
外
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
「
わ
た
し
に
は
」
が
追
加
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う

と
、
知
覚
動
詞
は
、
基
本
的
に
一
人
称
の
視
点
か
ら
の
報
告

で
あ
る
か
ら
と
い
え
る
。
こ
れ
は
、
日
本
語
の
主
観
的
表
現

の
人
称
制
約
と
い
わ
れ
る
も
の
に
通
じ
て
い
る
。

　

⑪　
ａ　

わ
た
し
は
悲
し
い

　
　
　

ｂ　

？
彼
は
悲
し
い

　
　
　
ｃ　

彼
は
｛
悲
し
そ
う
だ
／
悲
し
そ
う
に
見
え
る
｝

　

感
情
な
ど
「
主
観
的
」
な
こ
と
を
述
べ
る
場
合
、
日
本
語

で
は
、一
人
称
の
視
点
か
ら
の
報
告
で
あ
る
こ
と
が
常
で
あ

り
、
三
人
称
の
報
告
は
、
小
説
で
な
い
限
り
、
モ
ダ
リ
テ
ィ

要
素
で
あ
る
「
そ
う
だ
」
や
「
に
見
え
る
」
な
ど
を
追
加
し
な

い
と
、不
自
然
な
文
と
な
る
。こ
の
た
め
、

　

⑫　

悲
し
い

と
い
う
一
語
文
は
、基
本
的
に
は
発
話
者
が
悲
し
い
と
い
う

こ
と
が
す
ぐ
に
分
か
る
。日
本
語
は
主
語
が
必
要
な
英
語
や
、

主
語
を
省
略
す
る
が
人
称
に
よ
る
一
致
が
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語

な
ど
と
比
べ
る
と
、
主
語
を
省
略
す
る
「
曖
昧
な
」
言
語
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、主
観
的
表
現
に
つ
い
て
は
文
脈

情
報
と
い
う
よ
り
は
、こ
の
よ
う
な
意
味
上
の
制
約
が
あ
り
、

こ
う
い
っ
た
語
彙
に
つ
い
て
は
、主
語
は
一
人
称
で
あ
る
と

い
う
情
報
が
語
彙
に
指
定
さ
れ
て
い
る
（K

uroda, 1973

）。

　

そ
こ
で
、知
覚
動
詞
の
自
動
詞
は
、こ
の
「
主
観
的
表
現
」

の
一
種
で
あ
る
と
考
え
れ
ば
、基
本
的
に
一
人
称
か
ら
の
表

現
で
あ
る
こ
と
が
指
定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。だ
か
ら「
わ

た
し
に
は
」
の
付
加
は
、
も
と
も
と
語
彙
が
持
っ
て
い
る
情

報
の
追
加
な
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
の
制
約
は
、
そ
も
そ
も

「
も
の
の
捉
え
方
」
の
身
体
性
に
拠
っ
て
い
る
。主
観
的
な
事

象
は
、
主
体
で
あ
る
一
人
称
的
な
「
わ
た
し
」
に
し
か
わ
か

ら
な
い
と
い
う
信
念
体
系
を
日
本
語
話
者
は
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。こ
れ
が
文
法
に
も
反
映
し
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
扱
っ
て
き
た
の
は
、知
覚
動
詞
と
そ
れ
以
外
の

動
詞
を
比
べ
る
と
い
う
日
本
語
の
内
部
の
問
題
で
あ
っ
た
。

で
は
、
他
の
言
語
と
比
べ
る
と
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

V
iberg

（1984

）
が
バ
ー
リ
ン
と
ケ
イ
（1969

）
な
ど
の
研
究

を
参
考
に
行
っ
た
研
究
で
は
、
五
三
の
言
語
の
調
査
か
ら
、

知
覚
動
詞
を
、能
動
的
知
覚（look	at/listen	to

）、経
験（see/

hear

）、コ
ピ
ュ
ラ（look/sound

）と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
け
る
こ
と
を
提
案
し
、以
降
の
研
究
に
影
響
を
与
え
て

い
る
。日
本
語
で
は
、能
動
的
知
覚
が
他
動
詞「
見
る
／
聞
く
」

に
、経
験
（
受
動
的
）
が
自
動
詞
「
見
え
る
／
聞
こ
え
る
」
に
、

コ
ピ
ュ
ラ
が
「
〜
に
見
え
る
／
〜
と
聞
こ
え
る
」
に
対
応
す

る
。問
題
と
な
る
の
は
「
経
験
」
は
英
語
で
は
、主
語
は
あ
く

ま
で
知
覚
者
な
の
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
文
法
で
は
、
ガ
格

は
対
象
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
上
の
よ
う
な
「
知

覚
者
は
追
加
で
き
る
」「
知
覚
者
は
基
本
的
に
一
人
称
と
解

釈
で
き
る
」
と
い
う
制
約
に
よ
っ
て
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

属
す
る
と
い
え
る
。
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さ
て
、日
本
語
の
知
覚
動
詞
は
、「
知
覚
者
は
基
本
的
に
一

人
称
」
と
い
う
視
点
の
制
約
を
持
っ
て
い
る
。こ
の
た
め
か
、

視
点
に
関
し
て
少
し
お
も
し
ろ
い
現
象
を
起
こ
す
。

　

⑬　
ａ　

庭
か
ら
笛
吹
き
を
見
た

　
　
　

ｂ　

庭
か
ら
笛
吹
き
が
見
え
た

　

⑭　
ａ　

庭
か
ら
笛
の
音
を
聞
い
た

　
　
　

ｂ　

庭
か
ら
笛
の
音
が
聞
こ
え
た

場
所
の
関
係
を
考
え
て
み
る
と
、
視
覚
の
他
動
詞
「
見
る
」

の
場
合
、庭
に
居
る
の
は
、知
覚
者
で
あ
る
。自
動
詞
の
場
合
、

文
脈
に
よ
っ
て
そ
れ
が
曖
昧
に
な
る
。

　

⑮　
ａ　

通
り
が
か
っ
た
庭
か
ら
笛
吹
き
が
見
え
た

　
　
　

ｂ　

渡
り
廊
下
を
歩
い
て
い
る
と
、庭
か
ら
笛
吹
き

が
見
え
た

⑮
ａ
の
よ
う
に
、
庭
に
知
覚
者
が
居
る
よ
う
な
文
脈
だ
と
、

庭
に
居
る
の
は
知
覚
者
だ
が
、⑮
ｂ
の
よ
う
に
別
の
場
所
に

知
覚
者
が
居
る
こ
と
を
喚
起
す
れ
ば
、今
度
は
庭
に
居
る
の

は
知
覚
対
象
と
な
る
。

　

一
方
で
、聴
覚
の
他
動
詞
「
聞
く
」
の
場
合
、や
は
り
庭
に

居
る
の
が
ど
ち
ら
か
、
曖
昧
で
あ
る
。
自
動
詞
の
場
合
は
、

た
い
て
い
の
日
本
語
話
者
は
、
音
の
発
生
源
が
庭
で
あ
る
、

と
感
じ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
、次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。視
覚
は
、目
が
自
分

で
動
か
せ
、刺
激
を
選
べ
る
こ
と
か
ら
、視
線
を
送
る
、目
を

向
け
る
と
い
っ
た
能
動
的
動
作
が
可
能
で
あ
り
、知
覚
者
を

出
発
点
に
し
た
方
向
性
が
と
れ
る
。一
方
で
、聴
覚
は
、知
覚

対
象
を
自
分
で
選
ぶ
こ
と
な
く
、環
境
全
体
の
情
報
を
把
握

す
る
器
官
で
あ
る
。一
方
で
音
は
発
生
源
か
ら
発
散
さ
れ
る

移
動
を
持
っ
て
お
り
、そ
の
音
が
聞
こ
え
て「
く
る
」方
向
は
、

発
生
源
の
方
向
か
ら
で
あ
る
。こ
う
い
っ
た
方
向
性
は
感
知

で
き
る
の
で
、あ
た
か
も
音
が
発
生
源
か
ら
自
分
の
方
に
移

動
し
て
く
る
と
い
う
方
向
性
が
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
。

　

今
、こ
こ
、自
分
を
中
心
と
し
た
「
ダ
イ
ク
シ
ス
」
と
い
う

方
向
を
持
っ
た
空
間
の
軸
を
張
る
と
、「
い
く
」
が
自
分
が
今

い
る
場
所
か
ら
離
れ
る
方
向
、「
く
る
」
は
自
分
に
近
づ
い
て

く
る
方
向
で
あ
る
。こ
の「
く
る
」が
助
動
詞
化
し
た
の
が「
て

く
る
」
で
あ
る
。「
て
く
る
」
の
意
味
は
、「
太
郎
が
う
ち
ま
で

歩
い
て
く
る
」
な
ど
の
移
動
の
意
味
か
ら
、「
日
程
が
徐
々
に

迫
っ
て
く
る
」
と
い
う
時
間
的
な
意
味
、「
太
郎
が
蹴
っ
て
く

る
」と
い
っ
た
発
言
者
の
被
害
の
意
味
ま
で
拡
張
し
て
い
る
。

知
覚
動
詞
で
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
と

　

⑯　
ａ　

富
士
山
が
見
え
て
く
る

　
　
　

ｂ　

笛
の
音
が
聞
こ
え
て
く
る

⑯
ａ
は
、自
分
が
移
動
す
る
な
り
、霧
が
晴
れ
る
な
り
し
て
、

徐
々
に
富
士
山
が
姿
を
現
す
、と
い
う
時
間
的
な
変
化
の
意

味
に
な
る
。「
か
ら
」
の
テ
ス
ト
で
見
た
よ
う
に
、起
点
は
知

覚
者
し
か
と
ら
な
い
の
で
、
空
間
的
な
「
て
く
る
」
の
意
味

と
対
立
す
る
た
め
、時
間
的
な
意
味
に
な
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。⑯
ｂ
の
場
合
も
、騒
音
が
静
か
に
な
っ
て
、あ
る
い
は
、

自
分
が
音
源
に
近
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
徐
々
に
音
が
大
き
く

な
っ
て
く
る
、
と
い
う
解
釈
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
⑰

と
同
じ
状
況
で
も
、か
ま
わ
な
い
の
で
あ
る
。

　

⑰　

笛
の
音
が
聞
こ
え
る

つ
ま
り
、音
が
向
こ
う
か
ら
こ
ち
ら
に
や
っ
て
き
て
い
る
と

い
う
方
向
と
、空
間
的
に
自
分
に
な
に
か
が
「
く
る
」
と
い
う

ダ
イ
ク
シ
ス
的
な
方
向
が
一
致
し
て
い
る
た
め
、さ
し
て
意

味
が
変
わ
ら
な
く
て
も
よ
い
、と
い
う
印
象
を
う
け
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、動
詞
の
中
に
は
移
動
の
要
素
が
見
え
隠
れ

し
、
そ
の
方
向
は
、
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
異
な
っ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。こ
う
い
っ
た
身
体
の
構
造
に
基
づ
く

よ
う
な
意
味
的
な
現
象
は
、文
化
＝
言
語
的
な
も
の
の
見
方

の
反
映
で
あ
り
、単
な
る
文
法
と
い
う
抽
象
度
で
は
説
明
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

動
詞
の
意
味
拡
張
も
ま
た
、我
々
日
本
語
話
者
の
文
化
的

な
特
徴
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。知
覚
動
詞
の
意

味
に
つ
い
て
も
世
界
中
の
言
語
で
見
ら
れ
る
傾
向
に
つ
い
て

い
く
ら
か
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

こ
れ
に
は
二
つ
の
見
方
が
あ
り
、
ひ
と
つ
は
、
知
覚
か
ら

思
考
へ
と
い
う
抽
象
化
す
る
感
覚
モ
ダ
リ
テ
ィ
は
ど
れ
か
と

い
う
問
題
で
、
も
う
一
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
間
で
ど
の

よ
う
な
転
用
が
起
こ
る
か
と
い
う
ト
ピ
ッ
ク
で
あ
る
。

　

前
者
の
ト
ピ
ッ
ク
に
お
い
て
、Sw

eetser

（1990

）
は
、

イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
の
知
覚
動
詞
の
意
味
拡
張
か
ら
、

視
覚
が
最
も
高
次
の
感
覚
で
、
思
考
の
意
味
に
拡
張
し
、
触

覚
・
味
覚
な
ど
の
原
初
的
な
感
覚
は
拡
張
し
な
い
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。視
覚
は
確
か
に
、扱
う
情
報
も
多
い
。し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
て
は
、西
洋
中
心
の
思
想
的
な
偏
り
が
見
ら
れ

る
と
し
、Evans	&

	W
ilkins

（2000

）
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
の
い
く
つ
か
の
言
語
で
は
、「
聞
く
」
こ
と
が
「
知
る
」
こ

と
に
拡
張
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。中
米
の
言
語
で
も
似
た

動
詞
の
自
他
と
意
味
拡
張

5
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よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る
ら
し
い
。中
国
語
で
も
「
味
わ
う
」

こ
と
が
「
思
い
出
す
」
な
ど
に
拡
張
す
る
こ
と
も
報
告
さ
れ

て
い
る
（Ye, 2007

）。

　

後
者
で
は
、T

reis

（2010

）
が
興
味
深
い
事
例
を
報
告
し

て
い
る
。エ
チ
オ
ピ
ア
のK

am
baata

語
で
は
、「
見
る
」「
聞

く
」
以
外
の
能
動
的
な
知
覚
を
「
見
る
」
で
表
し
、受
動
的
な

〈
経
験
〉
の
意
味
の
動
詞
を
主
に
「
聞
こ
え
る
」
で
表
す
と
い

う
の
だ
。
こ
う
し
た
、
違
う
感
覚
で
の
知
覚
を
同
じ
語
彙
を

用
い
て
表
現
す
る
言
語
は
ほ
か
に
も
あ
る
ら
し
い
。

　

日
本
語
は
と
い
う
と
、「
嗅
ぎ
ま
わ
る
」
が
「
事
件
を
嗅
ぎ

ま
わ
る
」
な
ど
〈
情
報
を
集
め
て
ま
わ
る
〉
と
い
う
意
味
に

拡
張
し
た
り
、「
あ
の
男
が
｛
く
さ
い
／
に
お
う
｝
な
」
が
〈
あ

や
し
い
〉
と
い
っ
た
意
味
に
拡
張
し
た
り
す
る
。
し
か
し
基

本
的
に
は
印
欧
語
と
同
じ
く
、「
見
る
」
は
、思
考
的
な
意
味

「
書
類
を
見
る
」〈
検
討
す
る
〉
や
、〈
面
倒
を
み
る
〉
と
い
っ

た
意
味
に
、「
聞
く
」
は
〈
命
令
を
聞
く
〉、〈
質
問
す
る
〉
と

い
う
意
味
に
拡
張
す
る
。
ち
な
み
に
中
国
語
と
比
べ
る
と
、

「
味
わ
う
」
は
、「
開
放
感
を
味
わ
う
」
の
よ
う
な
表
現
は
あ

る
が
、回
想
す
る
な
ど
と
い
う
記
憶
の
操
作
の
意
味
は
な
い
。

　

感
覚
間
転
用
に
つ
い
て
は
「
調
律
師
が
ピ
ア
ノ
の
音
を
み

る
」
や
「
味
見
を
す
る
」
と
い
っ
た
、視
覚
表
現
が
、他
の
感

覚
で
「
試
す
」
と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

視
覚
か
ら
思
考
、情
報
の
処
理
へ
の
転
用
は
多
く
見
ら
れ
る
。

古
く
は
「
聞
き
香
」
と
い
っ
た
語
彙
が
あ
る
よ
う
に
、「
聞
く
」

は
〈
じ
っ
く
り
匂
い
を
嗅
ぐ
〉
と
い
う
意
味
で
も
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、日
本
語
だ
け
見
て
い
た
ら
過
剰
般
化
に
な

り
そ
う
で
は
あ
る
が
、一
般
的
な
傾
向
と
い
う
も
の
は
あ
る
。

世
界
中
の
言
語
と
比
べ
て
み
る
こ
と
で
、あ
る
程
度
法
則
に

則
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
法
則
は
、
あ

る
側
面
で
、人
間
の
身
体
性
が
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
し
、そ
の
例
外
と
な
る
部
分
が
あ
る
と
す

れ
ば
、そ
の
文
化
特
有
の
も
の
の
見
方
を
色
濃
く
反
映
し
て

い
る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
は
五
感
を
表
現
す
る
こ
と
ば
に
つ
い
て
、ざ
っ
と

見
て
き
た
が
、こ
と
ば
の
形
は
、私
た
ち
の
素
朴
心
理
学
的
な

信
念
体
系
と
関
連
が
あ
る
。こ
と
ば
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析

し
て
い
く
と
、そ
う
い
っ
た
も
の
が
あ
ぶ
り
出
せ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
と
ば
は
、私
た
ち
が
あ
る
文
化
の
中
に
身
を
置
き
、大
人

た
ち
か
ら
学
ん
で
き
た
も
の
の
見
方
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

り
、神
経
生
理
学
的
な
事
実
と
は
異
な
っ
た
部
分
も
あ
る
。色

は
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
ほ
ど
客
観
的
で
は
な
い
が
、そ
の

客
観
を
保
証
す
る
の
は
人
間
の
知
覚
体
系
が
わ
り
と
均
一
で

あ
る
こ
と
と
、文
化
の
中
で
そ
れ
を
指
す
一
定
の
名
前
が
あ

る
か
ら
だ
ろ
う
。文
化
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、客

観
的
事
実
で
は
な
く
、あ
る
程
度
私
た
ち
の
認
知
能
力
に
根

を
下
ろ
し
て
は
い
る
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
、イ
マ
ジ
ネ
ー

シ
ョ
ン
の
要
素
も
あ
る
体
系
で
あ
り
、こ
と
ば
を
学
び
な
が

ら
私
た
ち
は
そ
う
い
う
も
の
の
見
方
も
学
ん
で
き
た
の
で
あ

る
。こ
と
ば
に
埋
め
込
ま
れ
た
自
分
た
ち
の
も
の
の
見
方
の

偏
り
や
、広
が
り
、限
界
を
知
る
こ
と
で
ま
た
、こ
と
ば
の
限

界
を
超
え
る
創
造
的
試
み
も
生
み
出
せ
る
か
も
し
れ
な
い
。

注１　

こ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
は
今
井
（2010
）
に
よ
く
ま
と
め
ら

れ
て
い
る
。

２　

例
文
の
前
の
「
＊
」
は
、「
非
文
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
い
わ
な
い
文

で
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
」、「
？
」
は
「
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
で

き
な
い
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
、
一
般
的
に
い
わ
な
い
で
あ
ろ
う
」
の
程

お
わ
り
に

6

度
を
表
し
、「
？
」
が
増
え
る
ほ
ど
「
＊
」
に
近
づ
く
。

３　

こ
う
い
っ
た
論
法
は
、
英
語
学
習
の
本
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
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筆
者
は
、映
像
表
現
の
「
技
法
」
と
「
知
覚
」
の
関
係
性
を

と
ら
え
る
観
点
か
ら
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
「
こ
と
ば
」
の

心
理
学
的
問
題
を
考
察
し
た
。知
覚
心
理
学
の
研
究
対
象
の

一
つ
に
事
象
知
覚
が
あ
る
。事
象
（event

）
と
は
、日
常
経
験

の
「
で
き
ご
と
」
に
相
当
す
る
概
念
で
あ
る1

。
筆
者
は
こ
れ

ま
で
、
自
ら
の
映
像
制
作
と
鑑
賞
の
体
験
を
通
じ
て
、
映
像

表
現
の
技
法
と
鑑
賞
者
の
事
象
知
覚
の
関
係
性
を
実
験
的
方

法
で
研
究
し
て
き
た
。
特
に
、
映
像
作
品
の
鑑
賞
に
関
わ
る

「
動
画
像
系
列
の
知
覚
」
を
研
究
し
て
き
た
。今
日
の
映
像
表

現
の
多
く
は
、複
数
の
動
画
像
を
任
意
の
時
系
列
で
提
示
す

る
こ
と
に
よ
り
成
立
す
る
。し
た
が
っ
て
映
像
表
現
を
研
究

す
る
こ
と
は
、時
間
の
体
験
（
時
間
性
）
を
研
究
す
る
こ
と
へ

つ
な
が
る
。
こ
こ
で
、
私
た
ち
が
時
間
を
直
接
知
覚
す
る
こ

と
は
な
く
、あ
く
ま
で
も
事
象
知
覚
か
ら
時
間
を
想
定
し
て

い
る
と
考
え
れ
ば
、
時
間
の
体
験
と
は
「
で
き
ご
と
」
の
知

覚
で
あ
る2

。
し
た
が
っ
て
、
動
画
像
系
列
を
研
究
対
象
と
す

時
間
の
体
験
を
記
述
す
る
映
像
表
現
と

「
こ
と
ば
」

1

れ
ば
自
ず
か
ら
事
象
の
知
覚
を
研
究
す
る
こ
と
に
な
る
。特

に
筆
者
は
、映
像
表
現
の
様
々
な
体
験
に
則
し
て
事
象
知
覚

を
記
述
で
き
る
「
こ
と
ば
」
と
「
考
え
方
」
を
理
論
的
に
検
討

す
る
こ
と
を
意
図
し
て
き
た
。映
像3

と
は
何
か
を
考
え
る
と

き
、「
映
像
」
を
と
ら
え
る
考
え
方
（
哲
学
的
立
場
）
と
基
本
概

念
（
記
述
の
単
位
）
は
不
可
分
で
あ
る
。映
像
表
現
の
種
々
の

体
験
を
分
類
し
整
理
す
る
研
究
を
進
め
な
が
ら
、知
覚
心
理

学
は
「
映
像
」
を
ど
う
定
義
で
き
る
か
考
察
し
て
き
た
。

　

実
験
心
理
学
的
手
法
で
「
表
現
」
に
関
わ
る
体
験
を
記
述

し
よ
う
と
す
る
と
き
、
体
験
者
の
「
こ
と
ば
」
は
体
験
そ
の

も
の
と
不
可
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。た
と

え
ば
、映
像
表
現
を
行
う
者
に
と
っ
て「
表
現
」の
体
験
と
は
、

映
像
と
い
う
「
こ
と
ば
」
に
よ
る
体
験
の
記
述
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
観
点
か
ら
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
話
題
提
供
で
は
、

「
こ
と
ば
」
と
し
て
の
映
像
に
着
目
し
た
。さ
ら
に
、文
字
や

音
声
の
言
葉
が
映
像
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

ど
の
よ
う
に
表
現
が
成
立
す
る
か
考
え
た
。「
こ
と
ば
」
の
基

盤
に
あ
る
「
で
き
ご
と
」
の
認
識
に
関
す
る
法
則
性
に
留
意

し
、
映
像
表
現
の
技
法
か
ら
考
え
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
と
は

何
か
、表
現
力
と
は
何
か
を
考
察
し
た
。

　

本
節
で
は
、筆
者
の
映
像
研
究
に
関
わ
り
の
深
い
心
理
学

の
先
行
研
究
よ
り
、こ
と
ば
の
問
題
に
関
連
す
る
分
野
を
概

観
す
る
。
筆
者
は
、
映
像
表
現
の
鑑
賞
者
が
体
験
す
る
種
々

の
事
象
を
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
実
験
心
理
学
の
研

究
を
通
じ
、映
像
を
語
る
こ
と
ば
と
考
え
方
の
基
盤
を
知
覚

体
制
化
の
理
論4

に
求
め
て
き
た
。

　

知
覚
体
制
化
の
理
論　

知
覚
体
制
化
は
、ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト

心
理
学5

と
実
験
現
象
学6

の
研
究
体
系
に
基
づ
く
概
念
で
あ

る
。
私
た
ち
が
な
に
か
を
み
る
（
知
覚
す
る
）
と
き
、
必
ず
何

ら
か
の
「
か
た
ち
」
あ
る
も
の
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
と
し
て
み

て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、あ
る「
ま
と
ま
り
」（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）

を
も
っ
て
み
る
こ
と
を
知
覚
の
体
制
化
と
い
う
。た
と
え
ば
、

私
た
ち
は
一
様
な
光
で
満
た
さ
れ
た
等
質
な
視
野
（
ガ
ン
ツ

フ
ェ
ル
ト
）
の
下
で
「
か
た
ち
」
あ
る
も
の
を
み
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
、視
野
内
に
図
と
地
の
分
節
化
を
生
じ
さ
せ
る「
も

心
理
学
に
よ
る
「
こ
と
ば
」
の
研
究

2

第
四
章

事
象
の
知
覚
体
制
化
と

映
像
表
現
の
技
法

鈴
木
清
重 

立
教
大
学
現
代
心
理
学
部
映
像
身
体
学
科
助
教
・

知
覚
心
理
学

感
覚
価
値
と
言
語　

第
3
部	

第四章　事象の知覚体制化と映像表現の技法



120 ●第 3 部　感覚価値と言語

の
」
を
知
覚
で
き
れ
ば
「
か
た
ち
」
を
知
覚
す
る
。
さ
ら
に
、

か
た
ち
あ
る
も
の
は
各
種
の
法
則
性
に
応
じ
て
群
化
す
る
。

い
く
つ
か
の
「
も
の
」
同
士
が
仲
間
で
、別
の
「
も
の
」
同
士

が
別
の
仲
間
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、ま
と
ま
り
を
も
つ
い

く
つ
か
の
組
み
合
わ
せ
に
分
凝
す
る
。

　

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
創
唱
者
の
ひ
と
り
Ｍ
・	

ウ
ェ
ル

ト
ハ
イ
マ
ー
は
、民
族
音
楽
に
関
す
る
研
究
や
、問
題
解
決
、

思
考
に
関
す
る
考
察
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
経
て
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
着
想
を
得
た
と
い
わ
れ
る
。ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
心
理
学
成
立
の
契
機
と
な
っ
た
φ
現
象
と
呼
ば
れ
る

運
動
視
に
関
す
る
研
究
は
、映
画
や
映
像
が
動
い
て
み
え
る

原
理
に
関
す
る
画
期
的
研
究
で
あ
っ
た
。当
時
の
実
験
心
理

学
、知
覚
心
理
学
で
は
ま
だ
要
素
構
成
主
義
が
主
流
で
あ
っ

た
。
各
要
素
が
独
立
す
る
「
刺
激
」
と
反
応
の
一
対
一
対
応

を
仮
定
し
、要
素
ご
と
の
反
応
を
統
合
す
る
過
程
で
「
意
識
」

と
い
う
高
次
の
反
応
が
生
じ
る
と
考
え
た
。
一
方
、
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
心
理
学
は
刺
激
と
反
応
の
一
対
一
対
応
を
想
定
せ

ず
、
知
覚
対
象
に
対
す
る
「
ま
と
ま
り
」
を
も
っ
た
反
応
に

従
い
各
要
素
へ
の
反
応
は
変
容
し
得
る
と
考
え
た
。刺
激
と

反
応
の
関
係
は
、固
定
的
で
な
く
動
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

た
。ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
は
二
〇
世
紀
の
心
理
学
で
大
き

な
役
割
を
果
た
し
、
知
覚
心
理
学
の
み
な
ら
ず
心
理
学
の

様
々
な
領
域
へ
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ば
、
グ
ル
ー
プ
・
ダ

イ
ナ
ミ
ッ
ク
ス
の
研
究
（
社
会
心
理
学
）
や
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
療

法（
臨
床
心
理
学
）な
ど
多
方
面
へ
展
開
し
た
。ま
た
、Ｊ
・Ｊ
・	

ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
学
的
視
覚
論
へ
理
論
的
影
響
を
及
ぼ
し
た

こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る7

。

　

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
は
、研
究
対
象
や
研
究
分
野
と
し

て
の
特
徴
よ
り
む
し
ろ
、
理
論
的
、
哲
学
的
な
特
徴
ゆ
え
に

研
究
分
野
を
超
え
た
影
響
力
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。知

覚
に
関
す
る
基
礎
研
究
は
、人
が
も
の
を
ど
の
よ
う
に
み
て

い
る
か
と
い
う
知
覚
の
「
現
象
論
」
や
、
人
は
ど
う
世
界
を

認
識
す
る
か
と
い
う
「
認
識
論
」
に
変
革
を
も
た
ら
す
。
知

覚
心
理
学
の
研
究
が
認
識
論
と
深
い
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
を

裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、日
本
に
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
を

普
及
さ
せ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
佐
久
間
鼎
は
心
理
学
者
で
あ

る
と
同
時
に
言
語
学
者
で
も
あ
っ
た
。
佐
久
間
は
、
ゲ
シ
ュ

タ
ル
ト
心
理
学
を
基
盤
に
言
語
学
の
研
究
を
行
っ
た
。た
と

え
ば
、「
て
ま
え
」「
き
さ
ま
」
の
よ
う
に
古
来
は
相
手
を
敬

う
二
人
称
代
名
詞
で
あ
っ
た
こ
と
ば
の
意
味
が
、時
代
に
連

れ
て
次
第
に
相
手
を
い
や
し
め
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
変
化
す
る
と
い
う8

。言
語
文
化
学
者
鈴
木
孝
夫
は
、

佐
久
間
の
指
摘
す
る
こ
の
よ
う
な
意
味
の
変
化
を
「
タ
ブ
ー

型
変
化
」
と
呼
ん
だ
。
あ
る
単
語
は
独
立
し
た
要
素
と
し
て

話
者
に
固
定
的
な
意
味
を
与
え
る
わ
け
で
は
な
く
、こ
と
ば

全
体
の
用
法
に
則
し
て
意
味
を
変
容
さ
せ
得
る
と
い
え
る
。

佐
久
間
に
よ
る
言
語
の
捉
え
方
は
、ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学

の
認
識
論
と
同
様
に
動
的
で
あ
る
。
知
覚
の
研
究
は
「
こ
と

ば
」
の
研
究
に
隣
接
す
る
と
考
え
ら
れ
、
認
識
論
と
し
て
両

者
は
共
通
の
研
究
領
域
を
扱
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　

映
像
表
現
の
「
う
ご
き
」
の
原
理
に
関
す
る
研
究
が
知
覚

心
理
学
と
い
う
基
礎
研
究
に
始
ま
っ
た
一
方
で
、劇
映
画
の

作
品
に
関
す
る
科
学
的
研
究
は
応
用
心
理
学
の
祖
と
呼
ば
れ

る
Ｈ
・
ミ
ュ
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
に
始
ま
っ
た9

。
そ
の
後
、
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
を
基
盤
に
Ｒ
・
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
が
映
画

芸
術
の
体
系
的
な
研
究
を
行
い11

、後
に
芸
術
心
理
学
を
体
系

化
し
た11

。Ｒ
・
ア
ル
ン
ハ
イ
ム
の
著
書
を
翻
訳
し
日
本
へ
の

芸
術
心
理
学
の
紹
介
に
貢
献
し
た
波
多
野
完
治
は
、発
達
心

理
学
を
専
門
と
し
な
が
ら
言
語
と
映
像
へ
関
心
を
寄
せ
た
。

文
章
心
理
学
の
研
究11

が
有
名
で
あ
り
、映
画
の
心
理
学
的
研

究
に
関
す
る
著
書11

が
あ
る
。
ま
た
、
視
聴
覚
教
育
に
関
す
る

研
究
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た11

。

　

以
上
の
歴
史
機
的
経
緯
よ
り
、
知
覚
体
制
化
の
理
論
、
あ

る
い
は
知
覚
心
理
学
に
根
ざ
す
認
識
論
は
、
音
楽
、
思
考
、

運
動
視
、
言
語
、
映
像
、
芸
術
作
品
へ
と
研
究
対
象
を
拡
げ

て
き
た
。必
ず
し
も
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
を
基
盤
に
行
わ

れ
た
す
べ
て
の
研
究
が
動
的
な
視
点
を
意
図
し
た
と
は
い
え

な
い
が
、い
ず
れ
の
研
究
も
対
象
を
動
的
に
と
ら
え
よ
う
と

す
る
研
究
姿
勢
を
出
発
点
と
し
て
展
開
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
動
的
に
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
象
を
空
間
的
な
物

と
し
て
で
は
な
く
時
間
の
体
験
と
い
う
「
こ
と
」
と
し
て
捉

え
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

行
動
分
析
学
の
理
論　

行
動
主
義
心
理
学
は
、ゲ
シ
ュ
タ

ル
ト
心
理
学
と
並
び
二
〇
世
紀
の
心
理
学
を
先
導
し
た
基
礎

心
理
学
の
一
体
系
で
あ
る
。意
識
を
測
定
対
象
と
し
た
一
九

世
紀
末
の
意
識
主
義
心
理
学
か
ら
の
脱
却
を
企
図
し
た
と
い

わ
れ
る
。行
動
主
義
心
理
学
を
提
唱
し
た	

Ｊ
・
Ｂ
・
ワ
ト
ソ

ン11

は
、行
動
を
測
定
対
象
と
す
る
心
理
学
研
究
の
方
法
を
確

立
し
心
理
学
界
へ
普
及
さ
せ
た
。パ
ブ
ロ
フ
の
条
件
反
射
に

関
す
る
生
理
学
的
研
究
を
基
盤
に
、レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
行
動

（
誘
発
さ
れ
る
行
動
）
の
学
習
を
研
究
し
た
。行
動
分
析
学
の
創

始
者
で
あ
る
Ｂ
・
Ｆ
・
ス
キ
ナ
ー
は
、ソ
ー
ン
ダ
イ
ク
の
研
究

を
基
盤
に
オ
ペ
ラ
ン
ト
行
動
（
自
発
的
な
行
動
）
の
学
習
を
研

究
し
た
。さ
ら
に
、レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
条
件
付
け
と
オ
ペ
ラ
ン

ト
条
件
付
け
の
理
論
を
体
系
化
し
、行
動
分
析
学
を
成
立
さ

せ
た11

。
哲
学
的
に
も
、
行
動
を
説
明
す
る
媒
介
過
程
の
概
念

を
用
い
な
い
徹
底
的
行
動
主
義
の
立
場
を
確
立
し
た11

。

　

Ｂ
・
Ｆ
・
ス
キ
ナ
ー
は
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
と
は
異
な
る
立

場
の
言
語
理
論
を
展
開
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る11

。行
動
分
析

学
者
杉
山
尚
子
に
よ
れ
ば
、言
語
を
言
語
行
動
と
い
う
行
動
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と
捉
え
た
点
に
特
色
が
あ
る12

。多
く
の
言
語
理
論
が
こ
と
ば

を
「
も
の
」
と
し
て
扱
う
の
に
対
し
て
、
徹
底
的
行
動
主
義

者
の
ス
キ
ナ
ー
は
あ
く
ま
で
も
行
動
と
し
て
捉
え
る
。一
九

四
五
年
頃
に
は
既
に
こ
の
新
し
い
言
語
理
論
の
ア
イ
デ
ア
の

大
半
を
完
成
さ
せ
た
と
い
わ
れ12

、ス
キ
ナ
ー
の
経
験
説
的
な

言
語
行
動
の
学
習
理
論
と
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
生
得
説
的
な
言

語
理
論
の
間
で
論
争
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。

　

行
動
分
析
学
の
研
究
は
、い
ず
れ
も
行
動
の
予
測
と
制
御

を
目
的
と
し
て
き
た
。行
動
を
一
意
の
原
因
で
説
明
で
き
る

固
定
的
な
も
の
と
は
捉
え
ず
、環
境
に
則
し
て
動
的
に
変
容

す
る
も
の
と
捉
え
る
。こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
研
究
の
方
法

は
、時
間
の
体
験
を
記
述
す
る
手
法
と
そ
の
可
能
性
を
示
唆

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
芸
術
心

理
学
で
行
動
分
析
学
の
手
法
で
行
わ
れ
た
研
究
は
少
な
い
と

考
え
ら
れ
る
が
、今
後
は
意
図
的
に
そ
の
理
論
と
方
法
を
取

り
入
れ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

事
象
知
覚
の
言
語
報
告　

事
象
知
覚
は
、実
験
現
象
学
や

生
態
学
的
視
覚
論
な
ど
知
覚
に
関
す
る
心
理
学
研
究
で
様
々

に
考
察
さ
れ
て
き
た
。実
験
的
研
究
も
さ
ま
ざ
ま
に
行
わ
れ

て
き
た
。
代
表
的
な
研
究
の
一
つ
は
、
Ａ
・
ミ
シ
ョ
ッ
ト
に

よ
る
因
果
性
の
知
覚
に
関
す
る
実
験
的
研
究
で
あ
ろ
う11

。た

と
え
ば
、二
種
類
の
幾
何
学
図
形
が
互
い
に
接
触
あ
る
い
は

隣
接
す
る
よ
う
に
運
動
す
る
様
子
を
観
察
し
た
場
合
（
図
１

ａ
、
ｂ
）、個
々
の
図
形
が
動
く
時
間
条
件
（
タ
イ
ミ
ン
グ
）
に

応
じ
て
種
々
の
因
果
事
象
が
知
覚
さ
れ
る11

。因
果
事
象
と
は
、

一
方
の
視
対
象
（
図
の
例
で
は
幾
何
学
図
形
）
の
動
き
が
他
方

の
視
対
象
の
動
き
の
原
因
も
し
く
は
結
果
と
な
っ
て
い
る
よ

う
な
「
で
き
ご
と
」
で
あ
り
、
二
対
象
の
運
動
が
互
い
に
原

因
と
結
果
の
関
係
に
あ
る
事
象
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、ａ
駆

動
効
果	

（effect entrainem
ent

：
以
下
翻
訳
は
、
長
田
（
一
九
八

一
）
に
基
づ
く11
）	

の
例
で
は
、「
一
方
（
Ａ
）
の
動
き
に
よ
っ
て

他
方
（
Ｂ
）
が
押
し
進
め
ら
れ
て
行
く
」
で
き
ご
と
（
事
象
）

を
観
察
で
き
、あ
た
か
も
Ａ
が
Ｂ
を
運
搬
す
る
よ
う
に
み
え

る
。
Ａ
が
Ｂ
に
接
触
し
た
後
、
両
者
が
隣
接
し
て
運
動
す
る

条
件
で
観
察
さ
れ
、両
者
が
隣
接
し
て
運
動
す
る
速
度
条
件

は
Ａ
が
Ｂ
に
接
触
す
る
ま
で
の
速
度
よ
り
遅
く
て
も
よ
い
。

ｂ
起
動
効
果	

（effect lancem
ent

）
の
例
で
は
、「
Ａ
が
Ｂ
に
突

き
当
た
り
押
し
出
す
」
と
い
う
事
象
が
観
察
さ
れ
、
二
対
象

の
動
き
に
明
瞭
な
因
果
関
係
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。Ａ
が

Ｂ
に
接
触
し
た
直
後
に
Ａ
が
停
止
し
Ｂ
が
運
動
を
開
始
す
る

時
間
条
件
で
観
察
さ
れ
る
。Ａ
が
停
止
し
て
か
ら
Ｂ
が
動
き

出
す
ま
で
の
時
間
条
件
を
一
定
間
隔
以
上
に
長
く
す
る
と
、

Ａ
と
Ｂ
の
運
動
間
に
因
果
関
係
は
知
覚
さ
れ
な
く
な
り
、互

い
に
独
立
し
て
運
動
し
た
よ
う
に
み
え
る
（
継
起
事
象
）。
さ

ら
に
、Ｂ
の
運
動
速
度
が
、Ｂ
へ
到
達
す
る
ま
で
の
Ａ
の
運

動
速
度
よ
り
も
速
い
条
件
下
で
は
、
触
発
効
果 

（effect 

declenchem
ent

）
が
生
じ
る
。	

Ａ
の
働
き
に
よ
っ
て
Ｂ
の
動

き
を
束
縛
し
て
い
た
力
が
失
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
束
縛
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
Ｂ
が
自
発
的
に
勢
い
よ
く
動
き
出
す
よ
う
に

み
え
る
。
こ
の
他
に
も
、
種
々
の
条
件
に
応
じ
て
「
Ａ
が
Ｂ

を
追
跡
す
る
」、「
Ａ
が
Ｂ
を
投
げ
出
す
」、と
い
っ
た
因
果
性

の
知
覚
が
生
じ
る11

。

　

さ
ら
に
、複
数
の
幾
何
学
図
形
の
複
雑
な
運
動
を
観
察
す

る
場
合
は
、複
数
の
図
形
が
あ
た
か
も
意
志
を
も
っ
て
動
き

ま
わ
る
よ
う
に
み
え
、図
形
相
互
の
「
力
関
係
」
や
「
好
意
」、
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図１ a　駆動効果が生じる２対象の運動
静止しているBに A が接触した後、AとBが互いに等しい速度で運動
する。「A が Bを押し進める（運搬する）。」

図１ b　起動効果が生じる２対象の運動
A が静止しているBと接触した後、A が静止し、Bが運動を開始する。「A
が Bに突き当たり押し出す。」
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「
敵
意
」、「
圧
力
」
な
ど
の
社
会
的
な
因
果
関
係
が
知
覚
さ
れ

る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る11

。こ
の
よ
う
な
社
会
的
因
果
の
事

象
は
、種
々
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
動
画
像
作
品
の
表
現
技
法

に
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

事
象
知
覚
に
関
す
る
実
験
的
研
究
で
、研
究
者
（
実
験
者
）

は
実
験
参
加
者
が
知
覚
す
る
事
象
を
測
定
す
る
。こ
の
と
き
、

実
験
参
加
者
が
研
究
者
へ
の
報
告
に
用
い
る
「
こ
と
ば
」
が

研
究
者
に
よ
り
分
類
さ
れ
整
理
さ
れ
る
。実
験
参
加
者
が
自

由
に
行
っ
た
言
語
報
告
を
分
類
し
た
結
果
、上
述
し
た
因
果

性
の
知
覚
に
該
当
す
る
「
駆
動
」「
起
動
」「
触
発
」
の
よ
う
な

報
告
内
容
や
、実
験
参
加
者
が
因
果
性
を
感
じ
な
い
「
継
起
」

と
い
う
内
容
、
あ
る
い
は
社
会
的
因
果
性
を
示
す
「
好
意
」、

「
敵
意
」、「
圧
力
」
な
ど
の
内
容
に
振
り
分
け
ら
れ
る
。し
か

し
、研
究
者
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
複
数
名
の
言
語
報
告
に

は
、実
際
に
は
詳
細
の
異
な
る
種
々
の
報
告
内
容
が
混
在
す

る
可
能
性
が
あ
る
。Ａ
・
ミ
シ
ョ
ッ
ト
の
実
験
的
研
究
を
日

本
へ
広
く
紹
介
し
因
果
性
の
知
覚
に
関
す
る
多
く
の
実
験
的

研
究
を
行
っ
た
知
覚
心
理
学
者
長
田
佳
久
は
、言
語
報
告
と

い
う
測
定
方
法
に
起
因
す
る
幾
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
し

た11

。
複
数
の
実
験
参
加
者
に
よ
る
言
語
報
告
に
は
、
通
常
幾

つ
か
の
視
点
や
人
称
の
相
違
が
み
ら
れ
た
と
い
う
。つ
ま
り

言
語
報
告
と
い
う
測
定
方
法
で
は
、異
な
る
視
点
の
言
語
報

告
が
混
在
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。た

と
え
同
一
の
動
画
像
系
列
に
対
す
る
反
応
で
あ
っ
て
も
、複

数
の
実
験
参
加
者
間
で
は
す
べ
て
の
反
応
が
厳
密
に
一
致
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
の
言
語
反
応
を
分
類
し
、
整
理

す
る
実
験
者
や
研
究
者
の
視
点
が
、事
象
の
測
定
に
反
映
さ

れ
て
い
る
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。映
像
視
聴
の
体
験
を

記
述
し
よ
う
と
す
る
場
合
、研
究
者
自
身
も
ま
た
無
意
図
的

で
あ
れ
「
映
像
視
聴
」
に
参
加
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

事
象
そ
れ
自
身
が
「
う
ご
き
」
を
も
ち
種
々
に
変
容
す
る

動
的
性
質
を
持
つ
。
同
時
に
、
事
象
に
対
す
る
反
応
も
ま
た

動
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
反
応
を
測
定
す
る
研
究
者
の
働
き

か
け
も
動
的
で
あ
る
。事
象
知
覚
の
測
定
を
厳
密
に
行
う
た

め
に
は
、知
覚
に
関
す
る
動
的
な
研
究
方
法
と
考
え
方
を
確

立
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

時
間
の
体
験　

本
節
で
概
観
し
た
各
研
究
は
心
理
学
の
異

な
る
分
野
を
跨
ぐ
が
、い
ず
れ
の
研
究
内
容
も
時
間
の
体
験

と
記
述
に
関
わ
る
点
で
共
通
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。そ
も
そ

も
、時
間
の
体
験
に
無
関
係
な
物
事
が
こ
の
世
の
中
に
な
い

た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
が
、
表
現

す
る
主
体
に
よ
る
時
間
の
体
験
に
関
わ
る
こ
と
を
示
す
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

本
節
で
は
、
筆
者
自
身
の
研
究
例
を
紹
介
し
な
が
ら
、
映

像
の
「
こ
と
ば
」
と
し
て
の
側
面
を
検
討
す
る
。
映
画
制
作

者
に
よ
る
映
画
制
作
技
法
の
研
究
で
は
、編
集
さ
れ
た
映
像

（
動
画
像
系
列
、
シ
ー
ン
、
シ
ー
ク
エ
ン
ス
な
ど
）
を
文
章
に
な

ぞ
ら
え
、映
像
に
含
ま
れ
る
動
画
像
（
カ
ッ
ト
な
ど
）
を
単
語

の
よ
う
に
考
え
る
考
え
方
が
あ
る
。

　

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論　

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
は
、映
画
の

視
覚
表
現
に
お
い
て
映
画
編
集
の
重
要
性
を
強
調
し
た
考
え

方
の
体
系
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
の
中
心
に
は
「
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
。
し
か
し
理
論
家
た
ち
の
間
で

必
ず
し
も
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
に
関
す
る
す
べ
て
の
考
え
方
が
一

致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。そ
の
た
め
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
の

内
容
を
一
様
に
述
べ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、共
通
す
る

考
え
方
も
存
在
し
て
き
た
。
そ
れ
は
、
複
数
の
動
画
像
を
順

「
こ
と
ば
」
と
し
て
の
映
像

3

序
づ
け
て
組
み
合
わ
せ
る
（
つ
ま
り
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
を
行
う
）

と
動
画
像
の
系
列
に
単
独
の
動
画
像
に
は
な
か
っ
た
新
し
い

意
味
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
モ

ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
の
根
本
に
は
、配
列
さ
れ
た
動
画
像
系
列

に
新
し
い
意
味
が
生
じ
る
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。

　

ク
レ
シ
ョ
フ
効
果　

一
九
二
〇
年
代
は
じ
め
の
ソ
ヴ
ィ
エ

ト
で
、
Ｌ
・
ク
レ
シ
ョ
フ
（L. K

uleshov

）
ら
の
研
究
グ
ル
ー

プ
は
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
の
基
盤
と
な
る
現
象
を
実
験
的
に

確
認
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る11

。
し
か
し
一
般
に
「
実
験
」
と

呼
ば
れ
て
は
い
る
も
の
の
、彼
ら
は
自
然
科
学
の
実
験
手
法

に
則
っ
て
現
象
を
記
述
し
た
わ
け
で
は
な
く
、論
理
的
に
仮

説
を
検
証
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。そ
の
た
め
具
体
的
な

実
験
の
内
容
に
つ
い
て
は
、必
ず
し
も
詳
細
な
記
録
が
残
さ

れ
て
い
な
い
。
ク
レ
シ
ョ
フ
の
弟
子
に
当
た
る
Ｖ
・
Ｉ
・
プ

ド
フ
キ
ン
（
一
九
六
〇
）
に
よ
れ
ば
、彼
ら
の
代
表
的
な
実
験

は
以
下
の
内
容
で
あ
っ
た11

。

①
動
き
の
な
い「
無
表
情
な
男
優（
モ
ジ
ュ
ー
ヒ
ン
）の
顔
」

を
大
写
し
に
し
た
動
画
像
と
「
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
た

ス
ー
プ
皿
」
を
写
し
た
動
画
像
を
「
顔
─
皿
」
の
順
に

組
み
合
わ
せ
た
。
こ
の
動
画
像
系
列
は
明
ら
か
に
「
顔

の
男
性
が
ス
ー
プ
皿
を
見
て
い
る
」
こ
と
を
示
し
た
。

②
一
と
同
じ
動
画
像
「
男
優
の
顔
」
の
次
に
「
女
性
の
死

体
を
収
め
た
棺
」を
写
し
た
動
画
像
を
組
み
合
わ
せ
た
。

③
一
と
同
じ
動
画
像
「
男
優
の
顔
」
の
次
に
「
可
愛
ら
し

い
玩
具
の
熊
で
遊
ぶ
少
女
」
を
写
し
た
動
画
像
を
組
み

合
わ
せ
た
。

④
一
〜
三
の
動
画
像
系
列
を
観
察
者
に
提
示
す
る
と
観
察

者
は
男
優
の
巧
み
な
表
情
の
演
じ
分
け
（
憂
い
、悲
痛
、

幸
福
）
を
称
賛
し
た
。
つ
ま
り
観
察
者
は
異
な
る
系
列



● 123

ご
と
に
、
同
じ
「
顔
」
の
動
画
像
を
各
々
別
個
の
動
画

像
で
あ
る
と
認
識
し
た
。

　

同
様
の
実
験
に
つ
い
て
は
文
献
ご
と
に
若
干
内
容
を
変
え

て
記
載
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
同
一
の
動
画
像
「
見
つ
め

て
い
る
男
性
の
顔
」
と
三
つ
の
動
画
像
「
食
事
後
の
皿
」「
倒

れ
て
い
る
死
体
」「
横
た
わ
る
女
性
」
を
そ
れ
ぞ
れ
配
列
す
る

と
、三
つ
の
動
画
像
系
列
「
顔
─
皿
」「
顔
─
死
体
」「
顔
─
女

性
」
に
は
、そ
れ
ぞ
れ
空
腹
、恐
怖
、欲
望
と
い
う
意
味
が
生

じ
た
と
い
わ
れ
る11
（
図
２
）。あ
る
い
は
、同
一
の
動
画
像
「
無

表
情
な
男
」と
三
つ
の
動
画
像「
湯
気
の
た
つ
ス
ー
プ
皿
」「
赤

ん
坊
」「
セ
ミ
・
ヌ
ー
ド
の
女
性
」
を
そ
れ
ぞ
れ
配
列
す
る
と
、

三
つ
の
動
画
像
系
列「
男
─
皿
」「
男
─
赤
ん
坊
」「
男
─
女
性
」

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
空
腹
、
慈
愛
、
欲
望
と
い
う
意
味
が
生
じ

た
と
い
わ
れ
る11

。文
献
に
よ
っ
て
は
動
画
像
の
提
示
順
序
を

「
事
物
─
顔
」
と
紹
介
し
て
い
る12

。

　

こ
れ
ら
「
顔
」
と
「
事
物
」
の
動
画
像
を
配
列
し
た
実
験
の

他
に
も
複
数
の
試
み
が
知
ら
れ
て
い
る
。た
と
え
ば
、複
数
の

人
間
の
身
体
各
部
を
写
し
た
複
数
の
動
画
像
を
配
列
す
る

と
、各
動
画
像
に
示
さ
れ
た
身
体
部
位
を
併
せ
も
っ
た
一
人

の
人
間
が
表
現
さ
れ
た
と
い
う
。あ
る
い
は
、複
数
の
動
画
像

を
配
列
す
る
こ
と
で
一
連
の
動
作
を
表
現
し
た
試
み
が
知
ら

れ
て
い
る
。ク
レ
シ
ョ
フ
は
「
顔
─
事
物
」
型
の
実
験
を
行
っ

た
後
に
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
国
立
映
画
学
校
の
教
授
に
着
任
し
こ
れ

ら
複
数
の
実
験
を
行
っ
た
と
い
う11

。ま
た
、ク
レ
シ
ョ
フ
ら
が

実
験
に
用
い
た
フ
ィ
ル
ム
断
片
は
既
存
の
撮
影
済
み
フ
ィ
ル

ム
か
ら
抽
出
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。こ
う
し
た
一
連
の
試
み

に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
映
画
編
集
が
映
画
の
認
識
に
及
ぼ
す

効
果
は
、モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
理
論
を
推
進
し
た
理
論
家
た
ち
に

よ
っ
て
「
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
」
と
総
称
さ
れ
た
。特
に
「
顔
─

事
物
」
の
動
画
像
系
列
に
関
す
る
記
述
は
、狭
義
の
ク
レ
シ
ョ

フ
効
果
と
し
て
今
日
一
般
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。た
だ

し
ク
レ
シ
ョ
フ
は
、実
際
に
は
狭
義
の
「
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
」

だ
け
で
は
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
実
験
の
試
み
を
通
じ
て
映
画
編

集
が
映
画
の
認
識
に
及
ぼ
す
効
果
を
検
討
し
た
。

　

筆
者
は
、多
く
の
書
籍
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
狭
義

の
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
が
実
際
に
観
察
さ
れ
う
る
か
実
験
的
に

検
討
し
て
き
た11

。
ク
レ
シ
ョ
フ
の
「
実
験
」
で
生
じ
た
と
考

え
ら
れ
る
条
件
を
予
測
し
な
が
ら
実
験
用
の
動
画
像
系
列
を

制
作
し
、
実
験
心
理
学
的
研
究
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
動

画
像
配
列
の
条
件
に
よ
っ
て
「
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
」
で
論
じ

ら
れ
た
よ
う
な
映
像
の
認
識
が
成
立
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、動
画
像
配
列
の
条
件
に
応
じ
て
二
種
類
の
動
画
像

が
連
続
し
て
み
え
な
い
と
報
告
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。「
ク

レ
シ
ョ
フ
効
果
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
二
種
類
の
動
画

像
が
表
現
す
る
作
品
世
界
の
時
間
と
空
間
が
、そ
れ
ぞ
れ
他

方
の
動
画
像
と
「
同
時
」
で
「
同
じ
場
所
・
空
間
」
と
認
識
さ

れ
て
い
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
。続
く
実
験
で
は
、

「
事
物
」
の
よ
う
な
異
な
る
種
類
の
動
画
像
が
連
続
提
示
さ

れ
た
場
合
に
一
連
の
場
面
と
し
て
連
続
す
る
条
件
を
検
討
し

た
。
そ
の
結
果
、
被
写
体
の
未
完
了
行
動
を
写
し
た
動
画
像

が
、配
列
さ
れ
た
場
合
に
他
の
動
画
像
と
前
後
で
連
続
し
や

す
い
こ
と
を
示
し
た
。た
と
え
ば
被
写
体
の
人
物
が
驚
い
て

い
る
動
作
の
途
中
ま
で
提
示
し
た
動
画
像
を
他
の
動
画
像
と

連
続
提
示
し
た
場
合
、実
験
参
加
者
は
そ
の
被
写
体
が
前
後

の
動
画
像
が
示
す
事
物
を
見
て
驚
い
て
い
る
よ
う
に
み
え
る

と
報
告
し
た
。
こ
の
条
件
で
、
多
く
の
実
験
参
加
者
が
二
種

類
の
動
画
像
の
時
間
関
係
と
空
間
関
係
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
同

時
」
で
あ
り
「
同
じ
場
所
」
で
あ
る
と
評
定
し
た
。逆
に
、一

つ
の
動
画
像
単
独
で
被
写
体
の
動
作
が
完
了
し
て
い
る
よ
う

に
み
え
る
と
評
定
さ
れ
た
動
画
像
は
、他
の
動
画
像
と
連
続

提
示
さ
れ
た
場
合
に
、
二
種
類
の
動
画
像
が
示
す
時
間
、
空

間
、お
よ
び
意
味
の
関
係
が
「
離
れ
て
い
る
」
も
し
く
は
「
あ

い
ま
い
で
あ
る
」
と
評
定
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
条

件
で
実
験
参
加
者
は
、連
続
提
示
さ
れ
た
二
種
類
の
動
画
像

間
に
物
語
の
場
面
転
換
が
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る

と
評
定
す
る
場
合
が
あ
っ
た
。

　

身
体
動
作
の
表
現　

実
験
心
理
学
的
研
究
で
「
ク
レ
シ
ョ

フ
効
果
」
が
よ
く
生
じ
た
条
件
と
同
様
に
、
複
数
の
動
画
像

間
で
一
連
の
身
体
動
作
が
表
現
さ
れ
る
事
例
を
研
究
し
た
。

被
写
体
が
動
く
実
写
動
画
像
の
映
像
作
品
を
集
め
、実
作
品

に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
動
作
表
現
の
技
法
を
収
集
し
た11

。

動
作
を
表
現
す
る
動
画
像
系
列
を
単
独
の
動
画
像
ご
と
に
分

第四章　事象の知覚体制化と映像表現の技法

図２　L. Kuleshov が 1921年に行ったモンタージュに関する研究の説
明（登川, 1969 より：英文は筆者による）
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解
し
て
観
察
し
た
。
実
作
品
の
動
作
表
現
は
、
①
単
独
動
画

像
に
よ
る
表
現
と
、②
動
画
像
配
列
に
よ
る
表
現
の
二
種
類

に
大
別
で
き
た
。
た
と
え
ば
、
物
体
Ａ
が
物
体
Ｂ
に
刺
さ
る

動
き
を
表
現
す
る
場
合
、単
独
動
画
像
で
は
一
方
の
物
体
が

一
方
の
物
体
を
遮
蔽
す
る
位
置
関
係
で
両
者
を
提
示
す
る
こ

と
に
よ
り
物
体
Ａ
が
物
体
Ｂ
に
刺
さ
っ
た
様
子
を
表
現
し
て

い
た
。
一
方
、
動
画
像
配
列
で
は
、
物
体
Ａ
が
運
動
し
て
画

面
枠
外
に
消
え
た
様
子
を
提
示
し
た
後
に
、
物
体
Ａ
の
刺

さ
っ
た
物
体
Ｂ
を
提
示
す
る
こ
と
で
物
体
Ａ
が
物
体
Ｂ
に
刺

さ
っ
た
様
子
を
表
現
し
て
い
た
。複
数
の
動
画
像
が
ま
と
ま

り
群
化
す
る
場
合
、当
該
の
動
画
像
系
列
は
自
然
界
で
は
実

現
不
可
能
な
事
象
を
も
表
現
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
登
場

人
物
が
目
標
と
な
る
被
写
体
を
見
ず
に
踵
で
蹴
っ
た
剣
が
背

後
へ
飛
ん
で
行
き
、目
標
と
な
る
被
写
体
に
刺
さ
る
様
子
が

動
画
像
配
列
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た11

。

　

制
作
者
が
意
図
し
た
と
は
考
え
づ
ら
い
動
画
像
群
化
の
事

例
も
み
ら
れ
た
。
単
独
動
画
像
の
観
察
で
は
、
制
作
者
の
表

現
意
図
を
理
解
で
き
る
が
、連
続
提
示
さ
れ
た
場
合
に
単
独

動
画
像
に
含
ま
れ
る
情
報
が
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
み
え
る

場
合
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
単
独
動
画
像
の
観
察
で
場
面

転
換
を
意
味
す
る
被
写
体
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、連
続

提
示
で
は
被
写
体
動
作
が
連
続
し
て
し
ま
い
場
面
転
換
に
み

え
な
い
事
例
が
あ
っ
た
。

　

実
験
的
研
究　

種
々
の
表
現
技
法
を
踏
ま
え
て
、「
ア
ク

シ
ョ
ン
つ
な
ぎ11

」
と
呼
ば
れ
る
表
現
技
法
の
最
も
基
本
的
な

事
例
と
な
り
う
る
歩
く
人
物
を
被
写
体
と
し
た
動
画
像
を
制

作
し
、実
験
的
研
究
を
行
っ
た
。実
験
Ａ
に
は
、被
写
体
の
人

物
が
画
面
を
右
か
ら
左
に
横
切
っ
て
歩
く
実
写
動
画
像
を
用

い
た
（
図
３
）。
画
面
の
背
景
に
は
建
物
の
外
壁
が
映
り
、
被

写
体
は
日
光
の
射
す
芝
生
の
上
を
歩
い
た
。動
画
像
の
始
め

と
終
り
の
フ
レ
ー
ム
を
同
時
に
段
階
的
に
取
り
除
く
こ
と
に

よ
り
三
九
種
類
の
異
な
る
提
示
時
間
の
動
画
像
を
作
成
し

た
。
各
動
画
像
を
二
回
ず
つ
く
り
返
し
提
示
し
な
が
ら
、
提

示
時
間
の
長
い
動
画
像
か
ら
順
に
三
九
種
類
す
べ
て
の
動
画

像
を
連
続
提
示
し
た
。
続
く
実
験
Ｂ
で
は
幾
何
学
図
形
（
黒

色
の
円
形
）
を
被
写
体
と
す
る
同
様
の
動
画
像
を
使
用
し
、実

写
の
被
写
体
を
用
い
た
実
験
Ａ
の
結
果
と
比
較
検
討
し
た
。

い
ず
れ
の
実
験
で
も
実
験
参
加
者
の
課
題
は
、動
画
像
系
列

を
観
察
し
な
が
ら
動
画
像
の
み
え
方
を
口
頭
で
自
由
に
報
告

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
動
画
像
系
列
の
観
察
と
報
告

を
数
回
く
り
返
し
た
後
、実
験
者
か
ら
二
種
類
の
質
問
を
し

て
言
語
報
告
の
内
容
を
確
認
し
た
。
質
問
内
容
は
、
①
被
写

体
の
行
動
（
被
写
体
が
何
を
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
か
）
と
、

②
動
画
像
間
の
連
続
性
の
印
象
（
被
写
体
が
歩
き
去
っ
て
画
面

の
左
枠
外
に
消
失
し
て
か
ら
再
び
右
枠
外
か
ら
現
れ
る
際
の
歩
行

動
作
が
ど
れ
く
ら
い
滑
ら
か
に
連
続
し
て
い
る
か
）
で
あ
っ
た
。

　

実
験
終
了
後
に
実
験
者
が
観
察
者
の
報
告
内
容
を
分
類
・

整
理
し
た
結
果
、
①
映
像
の
不
自
然
さ
、
②
被
写
体
動
作
の

連
続
性
変
化
、③
被
写
体
の
同
一
性
変
化
の
三
種
類
に
大
別

で
き
た
。
同
一
性
変
化
と
は
、
た
と
え
ば
実
験
Ａ
の
動
画
像

系
列
で
繰
り
返
し
提
示
さ
れ
る
被
写
体
の
人
物
が
同
一
人
物

に
み
え
な
く
な
る
と
い
う
報
告
で
あ
っ
た
。

　

実
験
参
加
者
の
各
試
行
の
言
語
報
告
か
ら
提
示
時
間
ご
と

の
報
告
内
容
が
明
瞭
な
試
行
を
選
択
し
、実
験
参
加
者
の
報

告
内
容
を
集
計
し
た
。
図
４
に
、
動
画
像
（
実
験
Ａ
）
の
提
示

時
間
ご
と
の
歩
行
動
作
の
連
続
性
と
被
写
体
の
同
一
性
に
関

す
る
報
告
の
頻
度
を
示
し
た
。
図
４
の
横
軸
は
動
画
像
系
列

の
提
示
時
間
を
示
し
、縦
軸
は
全
実
験
参
加
者
の
報
告
率
を

示
す
。
図
４
中
の
矢
印
は
、
当
該
の
提
示
時
間
の
前
後
で
観

察
者
が
行
っ
た
言
語
報
告
の
具
体
例
を
示
し
て
い
る
。実
験

参
加
者
か
ら
は
、
以
下
の
内
観
報
告
が
あ
っ
た
。
被
写
体
が

画
面
枠
外
に
消
え
て
か
ら
再
び
現
れ
る
画
像
で
は
、被
写
体

図３　実験 A に使用した動画像 39 種類の提示時間と
被写体の歩行範囲

図４　実験 A 動画像系列に対する提示時間ごとの実験
参加者の報告結果（実線：連続性評定、点線：被写体の
非同一性評定）
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の
位
置
、
画
像
内
に
映
る
影
、
画
像
の
明
る
さ
等
が
動
画
像

間
で
急
激
に
変
化
す
る
「
不
自
然
さ
」
が
あ
っ
た
。一
方
、被

写
体
が
左
枠
外
に
消
失
し
な
い
う
ち
に
右
枠
内
に
現
れ
る
画

像
で
は
、当
初
の
「
不
自
然
さ
」
は
維
持
さ
れ
た
も
の
の
動
作

が
「
滑
ら
か
に
連
続
」
し
た
。さ
ら
に
被
写
体
が
画
面
枠
内
か

ら
現
れ
て
画
面
枠
内
で
消
失
す
る
画
像
で
は
動
画
像
間
で

「
歩
行
動
作
」の
印
象
が
崩
壊
し
、「
人
物
が
瞬
間
移
動
す
る
」、

「
壊
れ
た
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
再
生
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
印
象

に
変
化
し
た
。「
歩
行
動
作
」
が
知
覚
さ
れ
る
条
件
で
は
未
完

了
動
作
が
動
画
像
間
の
動
作
の
連
続
性
を
促
進
し
た
。

　

以
上
の
結
果
よ
り
、共
通
す
る
動
画
像
の
提
示
開
始
時
と

終
了
時
の
被
写
体
の
出
現
位
置
が
画
面
枠
の
近
く
に
あ
る
か

ど
う
か
に
応
じ
て
、実
験
参
加
者
の
知
覚
す
る
事
象
が
変
化

す
る
と
考
え
ら
れ
た
。
実
験
Ａ
の
動
画
像
で
は
、
以
下
の
よ

う
な
事
象
変
化
が
あ
っ
た
。

①
被
写
体
が
空
の
画
面
に
歩
い
て
く
る
同
じ
動
画
像
が
断
続

的
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る

②
同
じ
姿
を
し
た
複
数
の
被
写
体
が
歩
き
な
が
ら
次
々
と
画

面
へ
入
っ
て
く
る
「
行
進
」
の
様
子
、
あ
る
い
は
同
じ
姿
を

し
た
複
数
の
人
物
が
観
察
者
自
身
の
周
囲
を
歩
き
回
る
様
子

③
被
写
体
が
歩
行
し
て
い
る
様
子
を
み
て
い
る
と
い
う
よ
り

も
、壊
れ
た
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
の
映
像
を
観
察
し
て
い
る

④
被
写
体
が
そ
の
場
で
前
後
に
動
く
、ダ
ン
ス
を
し
て
い
る

よ
う
に
も
み
え
る

　

幾
何
学
図
形
を
被
写
体
と
し
た
実
験
Ｂ
の
結
果
は
、実
写

の
場
合
と
同
様
の
傾
向
を
示
し
た
。し
か
し
幾
何
学
図
形
の

被
写
体
で
は
、実
写
動
画
像
に
比
べ
て
実
験
参
加
者
の
報
告

内
容
が
多
義
的
に
な
る
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
被

写
体
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
物
で
あ
る
か
と
い
う
判
断
に

多
義
性
が
あ
り
、①
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
の
上
を
流
れ
て
く
る

複
数
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
頭
、②
支
柱
に
接
触
し
て
回
る
ベ
ア
リ

ン
グ
の
よ
う
な
複
数
の
金
属
球
、③
複
数
の
支
柱
に
固
定
さ

れ
た
球
の
メ
リ
ー
ゴ
ー
ラ
ン
ド
の
よ
う
な
回
転
な
ど
、様
々

な
表
現
に
よ
っ
て
被
写
体
の
運
動
を
報
告
し
た
。具
体
的
な

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
品
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
ぞ
ら
え
た
報

告
も
あ
っ
た
。
さ
ら
に
運
動
物
体
の
黒
い
円
を
、
観
察
者
が

横
か
ら
観
察
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
と
い
う
報
告
や
、上

か
ら
観
察
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
た
と
い
う
運
動
を
観
察
す

る
「
視
点
」
の
多
義
性
が
あ
っ
た
。ま
た
黒
い
円
を
、自
ら
転

が
る
ボ
ー
ル
と
報
告
し
た
り
、動
い
て
い
る
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ア
の
上
に
置
か
れ
た
球
と
報
告
し
た
被
写
体
の
「
能
動
性
」

に
関
す
る
多
義
性
が
あ
っ
た
。幾
何
学
図
形
を
被
写
体
と
す

る
場
合
、実
験
参
加
者
は
独
自
の
意
味
付
け
を
し
な
が
ら
視

点
を
さ
ま
ざ
ま
に
と
っ
て
観
察
を
行
う
。
た
だ
し
、
同
一
性

と
連
続
性
と
い
う
事
象
の
特
性
や
、事
象
の
知
覚
そ
の
も
の

は
実
写
を
被
写
体
と
す
る
場
合
と
共
通
す
る
こ
と
が
わ
か
っ

た
。実
写
と
ア
ニ
メ
の
表
現
に
関
す
る
事
象
知
覚
の
差
異
が

考
え
ら
れ
た
。

　

動
画
像
群
化　

こ
れ
ま
で
の
実
験
的
研
究
を
踏
ま
え
て
、

動
画
像
群
化
の
概
念
を
ま
と
め
る
。
一
般
に
、
連
続
提
示
さ

れ
た
動
画
像
の
系
列
は
質
的
に
異
な
る
い
く
つ
か
の
事
象
に

分
節
化
し
得
る
。複
数
の
動
画
像
が
連
続
提
示
さ
れ
た
場
合
、

観
察
者
は
時
系
列
上
に
提
示
さ
れ
た
複
数
の
事
象
（
で
き
ご

と
）
を
認
識
で
き
る
。こ
の
現
象
は
、動
画
像
の
配
列
に
基
づ

く
時
系
列
上
に
「
か
た
ち
と
し
て
の
事
象
」
が
継
起
す
る
知

覚
の
群
化
（
知
覚
体
制
化
）
と
し
て
理
解
で
き
る
。こ
の
よ
う

な
現
象
を
動
画
像
群
化
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。複
数
の
動

画
像
が
連
続
す
る
「
で
き
ご
と
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
き
、

当
該
の
動
画
像
群
は
一
連
の
事
象
と
し
て
体
制
化
す
る
。一

方
、複
数
の
動
画
像
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
複
数
の
で
き
ご
と

と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と
き
、で
き
ご
と
の
境
界
で
動
画
像
群

は
分
凝
す
る
（
図
５
）。

　

連
続
と
分
凝　

動
画
像
間
の
「
連
続
性
」
は
、
観
察
者
に

と
っ
て
必
ず
し
も
認
識
さ
れ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。異
な

る
動
画
像
間
の
連
続
性
が
知
覚
さ
れ
る
と
き
、観
察
者
に
は

「
異
な
る
動
画
像
」
や
「
異
な
る
動
作
」
が
認
識
さ
れ
な
い
可

能
性
が
あ
る
。た
と
え
ば
、理
想
的
な
「
連
続
」
の
状
態
で
観

察
者
が
知
覚
で
き
る
の
は
、
具
体
的
な
「
一
連
の
動
作
」
と

い
う
事
象
の
み
で
あ
ろ
う
。事
象
間
の
連
続
性
を
知
覚
す
る

こ
と
は
、
事
象
間
の
分
凝
を
知
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
動

画
像
系
列
の
あ
る
時
間
帯
で
連
続
性
を
知
覚
す
る
場
合
、他

第四章　事象の知覚体制化と映像表現の技法

図５　動画像系列の知覚体制化（動画像の群化と事象）



126 ●第 3 部　感覚価値と言語

の
あ
る
時
間
帯
に
比
べ
て
連
続
性
が
高
い
こ
と
を
弁
別
し
て

い
る
。動
画
像
が
「
連
続
」
す
る
時
間
帯
と
「
分
凝
」
す
る
時

間
帯
の
分
節
化
は
、従
来
の
知
覚
体
制
化
理
論
で
検
討
さ
れ

て
き
た
図
と
地
の
分
節
化
と
同
様
に
相
補
的
で
あ
る
。事
象

の
連
続
と
分
凝
の
知
覚
は
、常
に
並
列
的
に
生
じ
る
。

　

連
続
性
と
は
、事
象
に
備
わ
る
特
性
で
あ
る
。「
映
像
の
連

続
性
」
と
い
う
概
念
は
、
動
画
像
の
系
列
内
に
種
々
の
事
象

が
知
覚
さ
れ
る
事
態
を
前
提
に
し
て
い
る
。「
連
続
」
と
「
分

凝
」
の
知
覚
に
応
じ
て
種
々
の
事
象
が
知
覚
さ
れ
得
る
。
動

画
像
間
に
何
ら
か
の
事
象
が
知
覚
さ
れ
る
と
き
、動
画
像
間

の
時
間
関
係
と
空
間
関
係
が
確
定
さ
れ
る
。
特
に
、
動
画
像

系
列
に
知
覚
さ
れ
る
事
象
は
、現
実
に
起
こ
り
得
る
か
ど
う

か
と
は
無
関
係
に
知
覚
さ
れ
得
る
。
事
象
は
、
動
画
像
内
の

時
間
や
空
間
の
知
覚
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

く
、時
間
や
空
間
の
関
係
性
を
確
定
す
る
知
覚
の
基
盤
で
あ

る
。
動
画
像
系
列
の
事
象
知
覚
に
よ
り
、
動
画
像
配
列
に
基

づ
く
映
像
表
現
は
、現
実
に
起
こ
り
得
な
い
被
写
体
動
作
の

誇
張
や
、時
間
や
空
間
を
自
在
に
結
び
つ
け
た
物
語
や
作
品

世
界
の
提
示
を
行
え
る
。

　

動
画
像
系
列
の
知
覚
体
制
化　

動
画
像
群
化
の
概
念
に
基

づ
き
、動
画
像
系
列
の
知
覚
体
制
化
と
い
う
新
し
い
理
論
の

枠
組
み
を
提
唱
し
た11

。連
続
提
示
さ
れ
た
動
画
像
の
系
列
は

質
的
に
異
な
る
い
く
つ
か
の
事
象
に
分
節
化
す
る
。被
写
体

動
作
の
「
連
続
」
が
知
覚
さ
れ
る
動
画
像
系
列
は
一
連
の
事

象
と
し
て
体
制
化
す
る
。一
方
、被
写
体
動
作
の
「
分
凝
」
が

知
覚
さ
れ
る
動
画
像
系
列
は
、分
凝
の
前
後
で
異
な
る
事
象

と
し
て
体
制
化
す
る
。動
画
像
系
列
に
知
覚
さ
れ
る
事
象
は

必
ず
し
も
物
理
学
的
な
法
則
性
に
従
わ
な
い
。む
し
ろ
知
覚

さ
れ
た
事
象
に
基
づ
き
、映
像
の
意
味
や
作
品
世
界
が
構
成

さ
れ
る
。動
画
像
系
列
の
知
覚
体
制
化
は
映
像
の
鑑
賞
者
が

作
品
世
界
や
物
語
を
理
解
す
る
認
識
の
基
盤
で
あ
る
。

　

事
象
の
体
制
化　

動
画
像
群
化
の
「
連
続
」
と
「
分
凝
」
は

事
象
の
相
補
的
な
特
性
で
あ
る
。「
連
続
」
を
知
覚
す
る
こ
と

は
「
分
凝
」
を
知
覚
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
何
が
連
続
で
何

が
分
凝
で
あ
る
か
と
い
う
感
覚
は
、
事
象
の
「
ま
と
ま
り
」

と
の
関
係
で
規
定
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
よ

う
に
一
連
の
事
象
と
し
て
体
制
化
す
る
動
画
像
系
列
間
の
ま

と
ま
り
を
、「
事
象
の
体
制
化
」と
呼
ぶ
。た
と
え
ば
、あ
る「
ま

と
ま
り
」
に
応
じ
て
「
連
続
性
」
が
規
定
さ
れ
て
い
る
事
例

が
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
る
。具
体
的
に
、以
下
に
示
す
「
ま

と
ま
り
」
の
事
例
を
想
定
で
き
る
。

①
「
動
作
」

②
「
場
面
」

③
「
物
語
」

④
「
同
じ
制
作
者
の
作
品
」

⑤
「
一
連
の
作
品
」

⑥
「
ジ
ャ
ン
ル
」

⑦
「
同
時
代
の
作
品
群
」

　

た
だ
し
、
⑤
「
一
連
の
作
品
」
と
い
う
ま
と
ま
り
以
降
の

事
例
で
は
、鑑
賞
者
が
動
画
像
系
列
そ
の
も
の
か
ら
直
接
に

連
続
性
を
知
覚
す
る
こ
と
は
難
し
い
。社
会
一
般
に
流
布
し

て
い
る
映
像
作
品
や
映
像
制
作
者
に
関
す
る
知
識
と
併
せ
て

解
釈
可
能
な
ま
と
ま
り
と
い
え
る
。

　

事
象
を
記
述
す
る
視
点　

私
た
ち
は
、入
れ
子
状
に
存
在

す
る
事
象
の
体
験
を
断
片
的
に
記
述
す
る
こ
と
で
事
象
を
知

覚
す
る
。「
視
点
」
の
概
念
を
精
緻
化
す
る
た
め
に
は
、画
像

制
作
者
が
被
写
体
を
ど
の
よ
う
に
観
察
し
表
現
し
た
の
か
を

知
覚
心
理
学
の
観
点
で
分
類
・
整
理
す
る
事
例
研
究
が
重
要

で
あ
ろ
う
。

　

心
理
学
研
究
は
、
伝
統
的
に
「
で
き
ご
と
」
の
観
察
者
の

視
点
を
重
視
し
て
き
た
。事
象
知
覚
に
関
す
る
一
般
的
な
研

究
で
、
制
作
者
の
視
点
に
特
化
し
た
研
究
は
な
か
っ
た
。
た

と
え
ば
、研
究
者
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
実
験
に
使
用
す
る

運
動
パ
タ
ー
ン
を
制
作
し
た
の
か
と
い
う
問
題
は
、必
ず
し

も
研
究
発
表
の
公
の
場
で
は
語
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

一
方
、
従
来
の
芸
術
作
品
に
関
す
る
研
究
で
は
、
鑑
賞
者

の
視
点
に
特
化
し
た
作
品
経
験
の
分
類
は
必
ず
し
も
十
分
に

行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
映
像
に
関
す
る
従
来

の
知
見
の
多
く
は
、映
像
制
作
者
の
視
点
で
論
じ
ら
れ
て
き

た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
「
映
画
編
集
」
を
意
味
す
る
モ
ン
タ
ー

ジ
ュ
（m

ontage

）
の
用
語
は
、
元
来
は
映
像
を
「
組
み
立

て
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
映
像
編
集
者
が
フ
ィ
ル
ム
を

つ
な
ぐ
作
業
は
、
映
像
を
「
組
み
立
て
る
」
で
き
ご
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。制
作
現
場
の
具
体
的
な
事
象
の
経

験
に
基
づ
き
定
着
し
た
用
語
と
考
え
ら
れ
る
。

　

映
像
の
制
作
者
も
研
究
者
も
、自
ら
の
映
像
の
観
察
経
験

に
基
づ
い
て
制
作
と
研
究
を
行
う
と
い
う
意
味
で
は
映
像
の

鑑
賞
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
制
作
者
と
鑑
賞
者
と
い
う
視
点

の
違
い
に
よ
り
、
芸
術
作
品
に
関
す
る
同
一
の
事
象
が
異

な
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
視
点
の

違
い
を
踏
ま
え
た
事
象
の
分
類
が
必
要
で
あ
る
。

　

映
像
を
語
る
三
つ
の
視
点　

芸
術
作
品
の
制
作
経
験
と
鑑

賞
経
験
の
関
係
性
を
吟
味
す
れ
ば
、作
品
の
表
現
と
認
識
の

経
験
に
複
層
的
な
観
察
主
体
の
構
造
が
み
え
る
。芸
術
作
品

を
経
験
す
る
主
体
は
、
作
品
の
①
制
作
者
、
②
鑑
賞
者
、
③

研
究
者
の
三
種
に
分
類
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

映
像
の
制
作
者
は
映
像
の
撮
影
や
編
集
の
現
場
で
映
像
を

経
験
す
る
。
制
作
者
に
求
め
ら
れ
る
作
業
は
、
鑑
賞
場
面
で
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の
映
像
の
み
え
方
を
予
測
し
制
御
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

制
作
者
の
作
業
は
常
に
成
功
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
方
、

映
像
の
鑑
賞
者
は
映
画
館
の
ス
ク
リ
ー
ン
や
テ
レ
ビ
モ
ニ
タ

な
ど
映
像
を
提
示
す
る
装
置
を
通
じ
て
映
像
を
経
験
す
る
。

鑑
賞
者
が
経
験
す
る
内
容
は
、主
と
し
て
映
像
が
表
現
す
る

作
品
世
界
で
あ
る
。鑑
賞
者
は
作
品
の
視
聴
を
通
じ
て
映
像

制
作
現
場
の
様
子
を
認
識
す
る
場
合
も
あ
る
。映
像
制
作
現

場
の
制
作
者
の
経
験
が
映
像
の
鑑
賞
者
に
伝
わ
る
こ
と
は
、

制
作
者
に
よ
り
意
図
さ
れ
て
い
る
場
合
と
さ
れ
て
い
な
い
場

合
が
あ
る
。制
作
現
場
で
の
制
作
者
の
経
験
が
制
作
者
の
意

図
に
反
し
て
映
像
の
鑑
賞
者
に
伝
わ
る
場
合
、制
作
者
に
よ

る
映
像
の
制
御
が
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
。
た
だ
し
、
映
像
の
鑑
賞
者
自
身
が
映
像
の
制
作
者
で
あ

る
場
合
や
、鑑
賞
者
が
繰
り
返
し
同
一
の
制
作
者
の
作
品
を

鑑
賞
し
て
い
る
場
合
は
、制
作
者
の
作
業
が
成
功
し
て
い
て

も
鑑
賞
者
に
制
作
現
場
の
経
験
が
伝
わ
る
。鑑
賞
者
が
同
一

の
映
像
作
品
を
繰
り
返
し
鑑
賞
す
る
こ
と
に
よ
り
、み
え
方

が
変
化
し
て
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。映
像
の
研
究
者
は
、

映
像
を
経
験
す
る
主
体
の
認
識
相
互
の
関
係
を
記
述
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

表
現
を
語
る
人
称
の
違
い　

映
像
作
品
の
制
作
者
、鑑
賞

者
、研
究
者
と
い
う
三
種
類
の
視
点
の
関
係
を
考
察
す
る
と

き
、一
人
称
、二
人
称
、三
人
称
の
表
現
論
を
想
定
で
き
る
。

　

一
人
称
の
表
現
は
、「
わ
た
し
」の
経
験
し
た
事
象
を
語
る
。

鑑
賞
者
が
動
画
像
作
品
の
世
界
に
没
入
し
、被
写
体
の
視
点

で
作
品
世
界
の
事
象
を
語
る
と
き
、一
人
称
の
表
現
を
用
い

る
場
合
が
あ
る
。

　

二
人
称
の
表
現
は
、「
わ
た
し
と
あ
な
た
」
の
経
験
し
た
事

象
を
語
る
。
映
像
を
鑑
賞
す
る
経
験
は
、
例
え
複
数
の
鑑
賞

者
が
同
時
に
鑑
賞
し
て
い
た
と
し
て
も
「
二
人
称
」
で
あ
る
。

　

三
人
称
の
表
現
は
、
誰
の
経
験
を
も
語
ら
な
い
。
あ
る
い

は
、常
に
入
れ
替
え
る
こ
と
が
可
能
な「
皆
」の
視
点
を
表
す
。

誰
も
が
理
解
で
き
る
表
現
の
規
則
に
従
い
、事
象
を
説
明
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

本
節
で
は
、映
像
と
言
葉
を
同
時
に
提
示
す
る
表
現
技
法

に
つ
い
て
、い
く
つ
か
の
事
例
を
紹
介
す
る
。

　

静
止
画
像
と
言
葉　

筆
者
が
参
加
し
た
花
火
の
知
覚
に
関

す
る
研
究
で11

、
花
火
を
被
写
体
と
す
る
画
像
制
作
者
は
、
花

火
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
得
る
か
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。

図
６
は
、
美
術
大
学
に
通
う
学
生
が
「
花
火
」
を
短
時
間
で

描
い
た
作
品
例
で
あ
る
。ａ
は
、
花
火
が
平
面
的
に
み
え
や

映
像
と
言
葉
の
表
現

4

す
い
特
性
を
反
映
し
た
描
画
例
と
考
え
ら
れ
る
。山
下
清
の

リ
ト
グ
ラ
フ
『
長
岡
の
花
火
』（
一
九
五
〇
）
に
も
み
ら
れ
る

よ
う
に
、
花
火
を
平
面
的
に
描
く
作
例
は
多
い
。
ｂ
は
、
立

体
的
な
み
え
方
を
含
ん
だ
作
例
で
あ
る
。い
ず
れ
の
描
き
方

も
、制
作
者
自
身
の
観
察
経
験
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が

あ
る
。ｃ
と
ｄ
は
、「
花
火
」
と
い
う
作
品
の
タ
イ
ト
ル
が
な

け
れ
ば
、「
花
火
」
の
絵
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
れ
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
制
作
者
が
描
画
時
に
受
け
た
「
花
火

を
描
い
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
教
示
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
、ど
の
よ
う
な
花
火
の
様
子
な
の
か
を
正
確
に
認
識
で
き

る
だ
ろ
う
。ｃ
は
、「
爆
発
」
と
い
う
印
象
を
描
い
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
ｄ
は
、
打
ち
上
げ
花
火
が
消
失
し
た
後
、
上

空
に
残
る
煙
を
描
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。ａ
と
ｂ
が
、

花
火
と
い
う
「
も
の
」
の
体
験
を
描
い
た
の
に
対
し
、ｃ
は

花
火
の
「
印
象
」
を
、ｄ
は
「
花
火
を
み
た
」
と
い
う
「
で
き

ご
と
」
を
描
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
例
は
、
事
象

知
覚
と
表
現
が
と
も
に
観
察
者
の
視
点
に
依
存
す
る
こ
と
を

第四章　事象の知覚体制化と映像表現の技法

図６　さまざまな「花火」の認識と表現
「花火の絵を描いて下さい」という教示で、美術大学に通う学生が約
10 分間で描画した作品より４例を抜粋した。

a　平面的な「花火」の例

c　抽象的な「花火」の例

b　立体的な「花火」の例

d　「花火をみた体験」を示す例

図７　「梅干し」あるいは「クルミ」か
（撮影者：境敦史氏 , 2010 年）
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示
し
て
い
る
。
作
品
の
タ
イ
ト
ル
は
、
観
察
者
の
視
点
を
導

く
こ
と
が
あ
る
。

　

静
止
画
像
に
言
葉
が
そ
え
ら
れ
る
こ
と
で
、静
止
画
像
の

表
現
す
る
事
物
が
異
な
っ
て
み
え
る
こ
と
が
あ
る11

。た
と
え

ば
、
図
７
の
写
真
を
観
察
す
る
際
、「
梅
干
し
」
と
い
う
タ
イ

ト
ル
が
つ
け
ら
れ
て
い
れ
ば
「
梅
干
し
」
に
見
え
る
が
、
写

真
に
「
ク
ル
ミ
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
れ
ば

「
ク
ル
ミ
」に
見
え
、も
は
や「
梅
干
し
」に
は
見
え
な
く
な
る
。

　

お
べ
ん
と
う
絵
本　

お
べ
ん
と
う
絵
本
は
、絵
本
作
家
長
谷

川
集
平
が
絵
本
制
作
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
た
め
に
考
案
し
た

独
特
な
絵
本
で
あ
る11

。お
べ
ん
と
う
絵
本
の
制
作
者
は
、無
作

為
に
描
か
れ
た
幾
何
学
図
形
を
被
写
体
と
す
る
絵
本
の
各
頁

を
ラ
ン
ダ
ム
に
配
列
す
る
。制
作
者
が
、幾
何
学
図
形
の
頁
間

に
知
覚
し
た
事
象（
で
き
ご
と
）に
沿
っ
て
、各
頁
に
必
要
最
小

限
の
言
葉
を
書
き
加
え
る
。言
葉
に
よ
り
、初
め
て
読

む
鑑
賞
者
に
も
、す
ぐ
に
作
品
世
界
の「
で
き
ご
と
」

が
知
覚
さ
れ
る
。
図
８
に
学
生
作
品
の
事
例12

を
示
し

た
。頁
ご
と
に
、劇
的
な
視
点
の
変
化
を
体
験
で
き
る
。

絵
本
の
頁
に
添
え
ら
れ
た
言
葉
は
、絵
本
の
鑑
賞
者

を
あ
る
見
え
方
へ
と
導
い
て
行
く
。長
谷
川
は
、絵
本
の
制
作

は
映
画
の
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
同
じ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

知
覚
の
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン　

盛
永
（
一
九
三
五
）
が
指
摘
し

た
よ
う
に11

、幾
何
学
的
錯
視
の
図
形
を
観
察
す
る
際
の
あ
る

種
の
判
断
の
種
類
に
よ
っ
て
観
察
者
の
経
験
が
変
化
す
る
事

例
が
知
ら
れ
る
。例
え
ば
、
図
９
で11

、観
察
者
が
図
形
間
の
距

離
（
長
さ
）
を
判
断
す
る
場
合
と
、位
置
を
判
断
す
る
場
合
に

図８　学生作品『けんか』（おべんとう絵本）

⑨ 何だよ⑭ ボクも悪かったよ

⑧ こっち見てる⑬ 昨日は ごめんね

⑦ ボクだって他のコとあそぶから⑫ なに？

⑥ じゃぁ いいよ ⑪ あ、ボクの方に来た

⑩ 何か言いにくるの？⑮ よかった　仲直り

④ あ、他のコとしゃべってる……

③ 仲直りしたいな

② クラスのアイツとけんかした

① 昨日、

⑤ 何だよ

 ①観察する図形 ②距離の判断 ③位置の判断

図９　盛永 (1935)による偏位の矛盾図形Ⅰ
①を観察するとき、矢羽根の頂点間の「距離」（横方向の長さ）を比較・判断す
るよう教示された場合は②、上下の図形の頂点は中段の図形の頂点よりも外側
にみえる。一方、縦方向にみえる矢羽根の頂点同士の「位置」を比較・判断す
るよう教示された場合は③、上下の図形の頂点は中段の図形の頂点よりも内側
にみえる。
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応
じ
て
、錯
視
の
量
だ
け
で
な
く
、錯
視
の
生
じ
る
方
向
そ
の

も
の
が
変
化
し
、双
方
の
知
覚
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
矛
盾
す
る

結
果
と
な
る
。盛
永
は
、こ
の
よ
う
な
判
断
の
基
準
に
関
す
る

研
究
を
通
じ
て
、知
覚
の
デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
と
い
う
概
念
を

考
察
し
た
。
言
葉
が
映
像
表
現
に
与
え
る
影
響
は
、
知
覚
の

デ
ィ
メ
ン
ジ
ョ
ン
の
制
御
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
と
ば
に
は
、内
容
（
コ
ン
テ
ン
ツ
）
と
し
て
の
側
面
と
用

法
（
プ
ロ
セ
ス
）
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

言
語
文
化
学
者
鈴
木
孝
夫
は
、こ
と
ば
の「
定
義
」と「
意
味
」

は
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
た11

。本
稿
で
概
観
し
た
心
理
学
で

扱
わ
れ
て
き
た「
こ
と
ば
」の
研
究
と
、映
像
表
現
と
い
う「
こ

と
ば
」
の
研
究
は
、
い
ず
れ
も
事
象
知
覚
と
い
う
時
間
の
体

験
に
則
し
た
「
こ
と
ば
」
の
理
解
に
繋
が
る
研
究
で
あ
っ
た
。

映
像
表
現
と
し
て
の
「
こ
と
ば
」
は
、
こ
と
ば
の
プ
ロ
セ
ス

と
い
う
意
味
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

知
覚
体
制
化
の
理
論
に
つ
い
て
概
観
し
た
と
お
り
、単
語

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
役
割
は
こ
と
ば
の
使
用
方
法
に
合
わ
せ
て

動
的
に
変
化
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。映
像
表
現
を
例
に
こ
の

問
題
を
さ
ら
に
考
え
て
み
る
と
、こ
と
ば
に
よ
る
表
現
に
は

幾
つ
か
の
制
約
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
制

約
を
考
え
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
、
①
技
術
：
テ
ク
ノ
ロ

ジ
ー
、
②
技
法
：
ア
ー
ト
、
③
技
能
：
ス
キ
ル
と
い
う
概
念

を
考
察
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
映
像
制
作
に
関
わ
る
撮
影

機
器
の
技
術
的
変
化
は
、映
像
表
現
の
あ
り
方
を
大
き
く
変

え
る
。
言
葉
に
関
し
て
考
え
て
み
て
も
、
た
と
え
ば
筆
の
進

化
と
と
も
に
表
現
で
き
る
文
字
の
種
類
は
変
化
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
技
術
的
制
約
の
下
で
、的
確
に
表
現
を
成
立
さ

「
こ
と
ば
」
の
表
現
力

5

せ
る
た
め
の
工
夫
が
技
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。同
じ
技

術
水
準
下
の
表
現
で
あ
っ
て
も
、技
術
を
活
か
す
技
法
の
違

い
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
内
容
は
大
き
く
変
化
す
る
。「
こ

と
ば
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
考
え
る
上
で
、
技
法
に
関
す
る
研
究

は
不
可
欠
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
表
現
の
目
的
と
条
件
に
合
わ

せ
て
適
切
に
技
術
と
技
法
を
組
み
合
わ
せ
使
い
分
け
る
能
力

が
技
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

映
像
表
現
の
技
法
か
ら
考
え
ら
れ
る
「
こ
と
ば
」
の
表
現

力
と
は
、時
系
列
間
で
「
連
続
」
と
「
分
凝
」
の
諧
調
を
制
御

す
る
技
能
で
あ
る
。こ
の
こ
と
は
映
像
表
現
で
あ
っ
て
も
、言

葉
の
表
現
で
あ
っ
て
も
、音
に
よ
る
表
現
で
あ
っ
て
も
共
通

す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。さ
ら
に
、表
現
と
認
識
が
被

写
体
や
こ
と
ば
を
介
し
た
相
互
作
用
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

れ
ば
、表
現
力
と
は
聞
手
の
観
察
力
と
同
義
で
あ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。こ
と
ば
を「
も
の
」と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

表
現
さ
れ
る
「
で
き
ご
と
」
を
基
準
に
、ま
さ
に
「
こ
と
」
と

し
て
の
「
こ
と
ば
」
を
扱
う
心
理
学
的
研
究
が
必
要
で
あ
る
。
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技
法
』
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
、
二
一
─
二
二
頁

中
島
義
明
『
映
像
の
心
理
学
─
─
マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
の
基
礎
』
サ
イ
エ

ン
ス
社
、
一
九
八
六
年
、
一
九
九
─
二
二
二
頁

30　

山
田
和
夫
『
ロ
シ
ア
・
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
映
画
史
─
─
エ
イ
ゼ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
か
ら
ソ
ク
ー
ロ
フ
へ
』
キ
ネ
マ
旬
報
社
、
一
九
九
七
年
、
六
六

─
七
三
頁

31　

鈴
木
清
重
「
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
の
検
証
─
─
映
画
編
集
に
関
す
る

古
典
的
実
験
の
考
察
」『
立
教
大
学
心
理
学
研
究
』
四
二
号
、
二
〇
〇

〇
年
、
一
一
五
─
一
二
二
頁

鈴
木
清
重
・
長
田
佳
久
「
映
像
の
主
観
的
解
釈
に
及
ぼ
す
編
集
の
効

果
─
─
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
に
関
す
る
視
覚
心
理
学
的
検
討
」『
立
教
大

学
心
理
学
研
究
』
四
三
号
、
二
〇
〇
一
年
、
五
五
─
五
六
頁

鈴
木
清
重
・
長
田
佳
久
「
配
列
さ
れ
た
二
種
類
の
動
画
像
の
み
え
方
」

『
立
教
大
学
心
理
学
研
究
』
四
四
号
、
二
〇
〇
二
年
、
四
七
─
六
二
頁

鈴
木
清
重
「
映
像
編
集
が
映
像
の
意
味
に
及
ぼ
す
効
果
に
関
す
る
心

理
学
的
研
究
─
─
『
ク
レ
シ
ョ
フ
効
果
』
を
検
証
す
る
試
み
」『
映
像
学
』

七
一
号
、
二
〇
〇
三
年
、
二
七
─
四
九
頁

32　

鈴
木
清
重
（
制
作
）『
動
画
像
配
列
に
基
づ
く
映
像
表
現
の
供
覧
』 

(D
V

D

‐V
ideo)　

立
教
大
学
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン

タ
ー
（
未
公
刊
）、
二
〇
〇
五
年

33　

張
紹
（
林
監
督
）『
水
滸
伝
』（
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
）
中
国
中
央
電
視
台
、

一
九
九
八
年
（『
水
滸
伝 

永
遠
な
る
梁
山
泊
』〈D

V
D

-V
ideo

〉
コ
ニ
ー

ビ
デ
オ
、
二
〇
〇
三
年
）

34　

諏
訪
三
千
男
「
映
像
編
集
と
は
何
か
─
─
編
集
が
映
像
で
創
造

し
て
き
た
こ
と
」
日
本
映
画
・
テ
レ
ビ
編
集
協
会
編
『
図
解
・
映
像

編
集
の
秘
訣
─
─
映
画
と
テ
レ
ビ
番
組
、Ｃ
Ｍ
か
ら
学
ぶ
映
像
テ
ク
ニ
ッ

ク
の
す
べ
て
』
玄
光
社
、
一
九
九
九
年
、
一
一
─
二
六
頁

35　

鈴
木
清
重
「
動
画
像
系
列
の
知
覚
体
制
化
に
関
す
る
実
験
心
理

学
的
研
究
」
立
教
大
学
大
学
院
現
代
心
理
学
研
究
科
心
理
学
専
攻
二

〇
〇
八
年
度
博
士
学
位
論
文
、
二
〇
〇
八
年

36　

増
田
知
尋
・
鈴
木
清
重
・
増
田
直
衛
「
打
ち
上
げ
花
火
は
ど
う

見
え
る
？
─
─
拡
大
運
動
の
知
覚
」『
日
本
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
学
会
第
八

回
大
会 in 

沖
縄 

─
─
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
時
代
の
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
』
日
本

ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
学
会
、
二
〇
〇
六
年
、
四
頁

37　

増
田
直
衛
（
二
〇
一
〇
年
七
月
一
〇
日
）
私
信

境
敦
史
（
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
一
日
）
私
信

38　

長
谷
川
集
平
『
絵
本
づ
く
り
サ
ブ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
』
筑
摩
書
房
、
一

九
九
五
年

39　

森
田
港
『
け
ん
か
』（
お
べ
ん
と
う
絵
本
）
桑
沢
デ
ザ
イ
ン
研
究

所
デ
ザ
イ
ン
学
分
野
心
理
学
研
究
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
二
〇
〇
九
年
度
前
期

課
題
作
品
、
二
〇
〇
九
年

40　

盛
永
四
郎
「
大
き
さ
同
化
対
比
の
条
件
」『
増
田
博
士
謝
恩
最
近

心
理
学
論
文
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
三
五
年
、
二
八
─
四
八
頁
（
盛
永

四
郎
『
知
覚
心
理
学
』
明
玄
書
房
、一
九
六
九
年
、二
七
〇
─
二
八
八
頁
）

41　

21
と
同
様
に
、
鈴
木
・
増
田
（
二
〇
〇
八
）
に
基
づ
く
。

42　

鈴
木
孝
夫
『
言
語
文
化
学
ノ
ー
ト
』
大
修
館
書
店
、一
九
九
八
年
、

六
一
─
八
〇
頁
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松
井
茂
氏
の
発
表
に
対
す
る
質
疑
応
答

鎌
田　

私
の
博
士
論
文
は
言
霊
の
研
究
で
、言
霊
の
研
究
は
、

基
本
的
に
ソ
シ
ュ
ー
ル
批
判
で
す
。
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
、
恣
意

性
を
記
号
の
一
番
重
要
な
特
色
と
す
る
。
で
も
、
言
霊
論
者

は
、そ
の
恣
意
性
の
前
が
あ
る
は
ず
だ
と
考
え
る
。つ
ま
り
、

こ
こ
で
言
う
原
言
語
性
で
す
ね
。
私
は
、
そ
の
原
言
語
性
を

ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
く
み
取
る
か
と
い
う
の
を
、古
代
日

本
の
言
霊
思
想
を
事
例
と
し
て
考
え
た
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
は
、や
は
り
詩
の
分
析
を
し
な
け
れ

ば
い
け
な
い
。日
本
に
お
け
る
詩
の
一
番
古
い
も
の
は
和
歌

で
、
短
歌
、
長
歌
、
施
頭
歌
と
か
、
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
松
井

さ
ん
の
研
究
し
て
い
る
『
万
葉
集
』
は
、そ
の
集
積
で
す
。私

は『
古
事
記
』を
中
心
に
ま
ず
考
え
た
。何
と
い
っ
て
も
、『
万

葉
集
』
よ
り
も
古
い
テ
キ
ス
ト
だ
と
さ
れ
る
わ
け
だ
か
ら
。

そ
の
『
古
事
記
』
の
中
で
、
歌
の
始
ま
り
は
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ

コ
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
神
道
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
で

も
あ
り
ま
す
が
、そ
の
神
道
ソ
ン
グ
と
い
う
歌
の
親
分
は
ス

サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

で
は
、ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
は
何
を
歌
っ
た
か
と
い
う
と
、

「
八
雲
立
つ　

出
雲
八
重
垣　

妻
ご
み
に　

八
重
垣
つ
く
る

　

そ
の
八
重
垣
を
」
と
い
う
歌
を
歌
っ
た
と
『
古
事
記
』
は

記
載
し
ま
す
。
こ
れ
は
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
ん

で
す
ね
。
松
井
さ
ん
が
言
う
と
こ
ろ
の
、
方
法
詩
や
純
粋
詩

や
音
声
詩
に
も
近
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
基
本
は
「
ヤ
」
と

い
う
音
の
組
み
合
わ
せ
と
繰
り
返
し
で
す
。
し
か
し
、
そ
の

繰
り
返
し
の
中
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
リ
ズ
ム
が
あ
る
。そ
れ

は
、
意
味
よ
り
も
、
む
し
ろ
響
き
が
も
た
ら
す
効
果
で
、
そ

こ
に
は
あ
る
種
の
マ
ジ
カ
ル
な
力
が
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
が

非
常
に
重
要
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
ん
で
す
。こ
れ
を
ど
う

捉
え
る
か
、
で
す
ね
。
そ
れ
を
意
味
的
に
で
は
な
く
、
響
き

的
に
考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

　

そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、
私
は
毎
朝
、
比
叡
山
に
向
か
っ
て

大お
お
は
ら
え
の
こ
と
ば

祓
詞
や
祝
詞
や
真
言
を
唱
え
た
り
、
石
笛
や
横
笛
や
法ほ

螺ら

貝
を
吹
き
ま
す
。そ
の
と
き
に
、神
道
儀
礼
の
基
礎
に
な
っ

て
い
る
大
祓
詞
の
中
に
、「
荒
潮
の　

潮
の
八や

百ほ

道ぢ

の　

八や

潮し
ほ

道ぢ

の　

潮
の
八や

百ほ

会あ
ひ

に
坐
す
」
と
出
て
く
る
の
で
す
が
、

こ
こ
を
唱
え
る
と
き
に
必
ず
早
く
な
る
ん
で
す
よ
。一
種
の

シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
ダ
ダ
ダ
ッ
と
行
く
。
そ
れ
ま
で

は
、
ま
あ
ま
あ
ゆ
っ
く
り
荘
重
な
感
じ
で
行
っ
た
の
が
、
ド

ミ
ノ
倒
し
の
よ
う
に
、
ダ
ア
ッ
ー
と
来
る
と
き
に
、
自
分
の

テ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
か
、血
の
流
れ
み
た
い
な
も
の
が
、グ
ッ

と
前
倒
し
に
な
っ
て
ド
ラ
イ
ブ
か
け
て
、グ
ル
ー
ブ
し
て
い

く
。そ
れ
は
音
数
律
に
も
関
わ
っ
て
く
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

第
五
章

モ
ノ
と
感
覚
・
価
値
に
関
す
る
基
盤
研
究
第
一
回
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
言
葉
の
感
覚
・
価
値
─
そ
の
韻
律
、

質
感
、視
点
か
ら
─
」討
議

鎌
田
東
二

松
井　

茂

高
嶋
由
布
子

鈴
木
清
重

渡
邊
淳
司

感
覚
価
値
と
言
語

第
3
部	

第五章　モノと感覚・価値に関する基盤研究第一回シンポジウム 「言葉の感覚・価値─その韻律、質感、視点から─」討議
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リ
ズ
ム
で
言
う
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
、
三
連
打
み
た
い
に
、

パ
パ
パ
ッ
と
、
二
・
二
・
二
で
行
っ
て
い
た
の
が
、
い
き
な

り
ぱ
っ
と
入
り
込
ん
で
、
さ
っ
き
の
チ
キ
チ
キ
、
チ
キ
チ
キ

チ
キ
ッ
と
か
、
ダ
ダ
ダ
ッ
と
い
う
ふ
う
に
、
二
音
が
三
音
と

か
四
音
に
、
バ
ア
ッ
と
な
っ
た
と
き
、
新
し
い
リ
ズ
ム
形
成

が
起
こ
る
。
そ
れ
が
非
常
に
快
感
で
あ
る
と
同
時
に
、
確
実

に
何
か
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
。こ
れ
が
二
つ
め
。

　

三
点
め
は
、
私
は
来
年
度
の
科
研
申
請
を
し
て
い
て
、
そ

の
テ
ー
マ
は
「
身
心
変
容
技
法
の
比
較
宗
教
学
」
と
い
う
の

で
す
が
、
そ
れ
が
採
択
さ
れ
れ
ば
、
篠
原
資
明
さ
ん
の
ま
ぶ

さ
び
瞑
想
を
ｆ
Ｍ
Ｒ
Ｉ
を
使
っ
て
撮
っ
て
み
よ
う
と
い
う
実

験
も
、
一
つ
の
実
験
と
し
て
試
み
る
つ
も
り
で
す
。
そ
の
と

き
に
、篠
原
さ
ん
の
『
言
の
葉
の
交
通
論
』
で
し
た
か
、そ
の

中
に
、
空
海
が
あ
る
と
き
ふ
と
夢
の
中
に
出
て
き
て
、
あ
る

こ
と
が
分
か
っ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
空
海
の

思
想
も
私
は
関
心
を
持
っ
て
見
て
き
た
の
で
す
が
、空
海
の

真
言
は
、こ
こ
で
言
う
純
粋
詩
と
か
音
声
詩
に
非
常
に
近
い

と
言
え
ま
す
。
そ
の
モ
デ
ル
、
範
型
に
な
る
よ
う
な
も
の
。

だ
っ
て
、
大
日
如
来
の
言
っ
て
い
る
真
言
の
言
語
な
ん
て
、

誰
に
も
理
解
で
き
な
い
ん
で
す
か
ら
。理
解
で
き
な
い
け
ど
、

一
挙
に
そ
う
い
う
身
体
レ
ベ
ル
と
い
う
か
、深
い
智
レ
ベ
ル

で
は
、
み
ん
な
に
伝
わ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
一
つ
の

イ
デ
ー
と
具
体
の
力
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。そ
の
真

言
と
い
う
も
の
が
、篠
原
さ
ん
が
彼
の
方
法
詩
を
考
え
て
い

く
と
き
の
一
つ
の
モ
デ
ル
で
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。だ
か

ら
、
真
言
の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
と
い
う
の
は
、
原
言
語

の
問
題
と
非
常
に
関
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

そ
う
い
う
い
く
つ
か
の
先
達
モ
デ
ル
に
な
る
も
の
が
あ
る

わ
け
で
す
。
日
本
で
言
え
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
と
か
、
祝
詞
の
中

に
あ
る
原
言
語
的
な
部
分
、イ
ン
ド
で
あ
れ
ば
、マ
ン
ト
ラ
・

真
言
。
あ
る
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
の

ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
な
ど
で
も
や
は
り
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す

ね
。

　

そ
う
い
う
宗
教
伝
統
の
様
式
と
、あ
る
種
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

な
、ダ
ダ
イ
ズ
ム
の
先
に
あ
る
現
代
詩
の
試
み
の
中
で
出
て

く
る
も
の
が
、
か
な
り
湾
曲
し
な
が
ら
、
ぐ
っ
と
つ
な
が
っ

て
い
る
感
じ
が
し
ま
す
。
こ
の
へ
ん
が
、
私
に
は
非
常
に
共

感
も
で
き
た
し
、興
味
深
か
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。

松
井　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。ま
さ
に
篠
原
さ
ん
の

作
品
自
体
も
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
し
、音
声
詩
を
つ
く
っ
て

い
る
と
き
に
、い
ま
鎌
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
ド
ラ
イ
ブ

と
い
う
の
が
、
や
っ
ぱ
り
、
ち
ょ
っ
と
普
通
じ
ゃ
な
い
ん
で

す
よ
ね
。
結
局
、
五
・
七
・
五
・
七
・
七
と
か
、
数
で
ビ
ジ
ュ

ア
ル
に
数
え
る
韻
律
と
何
が
違
う
か
と
い
う
と
、そ
の
ド
ラ

イ
ブ
で
あ
っ
て
、視
覚
的
な
パ
タ
ー
ン
と
し
て
の
シ
ン
メ
ト

リ
ッ
ク
な
美
し
さ
と
か
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
人
間
は

確
か
に
韻
律
を
感
じ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、唱
え
た
と
き
と

か
、
口
を
動
か
し
た
と
き
の
ド
ラ
イ
ブ
感
と
い
う
の
は
、
べ

つ
に
非
常
に
き
れ
い
な
定
数
律
で
は
な
い
詩
と
い
う
の
が
あ

る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
五
・
七
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
調

べ
は
全
然
リ
ズ
ム
が
違
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。そ
ん
な
に
き

れ
い
に
い
か
な
か
っ
た
り
す
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。き
れ
い

に
い
か
な
い
と
い
う
か
、
一
音
一
拍
み
た
い
な
、
そ
ん
な
き

れ
い
な
対
応
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、も
っ
と
流
動

的
な
も
の
だ
っ
た
り
す
る
。そ
う
い
う
言
葉
と
い
う
側
か
ら
、

何
か
も
の
を
つ
く
る
と
か
、
も
の
を
考
え
る
と
い
う
の
を
、

い
ま
、い
ろ
い
ろ
な
技
術
も
意
識
し
た
上
で
考
え
る
と
、や
っ

ぱ
り
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
と
言
っ
て
い
た
も
の
よ
り
も
、ま
た
さ

ら
に
次
と
い
う
の
か
、作
品
と
し
て
た
く
さ
ん
可
能
性
が
あ

る
し
、い
ま
変
わ
り
目
な
気
が
自
分
で
は
す
ご
く
し
て
い
ま

す
。

鎌
田　

ち
ょ
っ
と
付
け
加
え
る
と
、音
数
律
で
は
な
い
と
私

も
思
う
ん
で
す
。し
か
し
、そ
の
崩
れ
方
と
か
、崩
し
方
に
も
、

や
っ
ぱ
り
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
が
、

二
か
ら
三
と
か
四
と
か
い
う
ふ
う
に
ず
れ
て
い
く
と
き
に
、

何
か
や
っ
ぱ
り
法
則
性
も
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
ん
で

す
。
だ
か
ら
、
そ
の
法
則
性
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
対
す

る
興
味
が
あ
り
ま
す
。
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
き
に
、
私
の
歌

は
全
部
、
神
道
ソ
ン
グ
と
い
っ
て
三
分
で
で
き
る
。
そ
の
三

分
で
で
き
る
歌
の
中
に
『
な
ん
ま
い
だ
ー
節
』
と
い
う
の
が

あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
い
き
な
り
「
な
む
な
む
な
む
な
む
な
ん

ま
い
だ　

な
む
な
む
な
む
な
む
な
ん
ま
い
だ
」
と
き
ま
す
。

ふ
だ
ん
、
そ
う
い
う
の
を
や
る
と
、
み
ん
な
「
何
や
っ
て
い

る
の
」
と
か
変
に
思
う
わ
け
で
す
。
で
も
、
こ
れ
を
聞
か
せ

て
一
番
反
応
す
る
の
は
子
ど
も
で
す
。

松
井　

そ
う
な
ん
で
す
。

鎌
田　

だ
か
ら
、
こ
れ
は
、
子
ど
も
が
読
ん
だ
と
き
に
、
み

ん
な
、ぱ
っ
と
反
応
す
る
。『
な
ん
ま
い
だ
ー
節
』を
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
す
ぐ
に
歌
い
始
め
る
の
は
子
ど
も
な
ん
で
す
ね
。

私
た
ち
大
人
は
、
意
味
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
意
味

と
序
列
を
見
る
け
れ
ど
、
そ
れ
以
前
の
と
こ
ろ
で
、
子
ど
も

の
ほ
う
が
素
直
に
身
体
の
中
で
反
応
し
、そ
れ
と
い
っ
し
ょ

に
な
っ
て
共
振
し
て
い
る
。そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
非
常
に
重

要
だ
と
思
い
ま
す
。

松
井　

そ
う
い
う
こ
と
を
拾
っ
て
い
く
こ
と
が
意
外
に
、演

劇
な
ん
か
だ
と
、
ち
ょ
っ
と
違
う
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
詩

と
か
で
現
代
思
想
的
な
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
身
体
性
と
か

言
っ
て
い
る
人
も
、誰
も
ち
ゃ
ん
と
や
っ
て
く
れ
て
い
な
く

て
。「
こ
れ
は
、要
す
る
に
身
体
性
で
す
よ
ね
」と
言
う
と
、「
ま

た
ほ
か
の
こ
と
と
か
言
う
ん
で
し
ょ
う
」
み
た
い
に
、
す
ぐ
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突
っ
込
ま
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
本
当
に

具
体
的
に
、
も
う
ち
ょ
っ
と
や
る
可
能
性
と
い
う
か
、
展
開

が
何
か
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
自
分
で
は
、
こ
の
一
年
で

一
応
、考
え
を
深
め
た
つ
も
り
で
い
ま
す
。

高
嶋
由
布
子
氏
の
発
表
に
対
す
る
質
疑
応
答

鎌
田　

オ
ノ
マ
ト
ペ
の
問
題
は
、い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
分
析

で
き
て
い
く
可
能
性
の
あ
る
、
ま
た
非
常
に
具
体
的
で
、
一

種
の
実
験
と
い
う
か
、臨
床
み
た
い
な
こ
と
も
含
め
て
で
き

ま
す
。
一
番
遊
び
的
部
分
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
研
究
と
し

て
も
、応
用
と
し
て
も
可
能
性
が
あ
る
分
野
で
す
ね
。ま
た
、

表
現
と
い
う
新
た
な
分
野
に
も
、こ
れ
は
か
な
り
関
わ
っ
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
一
つ
、
渡
邊
さ
ん
や
高
嶋
さ
ん
に
、
宮
沢
賢
治
を

素
材
に
し
て
研
究
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。宮
沢
賢
治
の
研
究

は
か
な
り
進
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
賢
治
は
、
オ
ノ
マ
ト
ペ

が
非
常
に
巧
み
で
、実
に
独
自
性
が
あ
る
。ユ
ニ
ー
ク
で
す
。

い
ま
、「
う
る
う
る
」
と
い
う
擬
態
語
は
、涙
が
出
て
く
る
と

き
に
よ
く
言
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
も
、
私
た
ち
が
子
ど

も
の
こ
ろ
に
、涙
が
出
て
く
る
よ
う
な
こ
と
を
、「
う
る
う
る
」

と
は
言
わ
な
か
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
。
ど
う
で
す
か
。
小

さ
い
と
き
か
ら
、「
う
る
う
る
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
か
。私

の
知
る
限
り
は
、「
う
る
う
る
」
と
い
う
の
を
い
ち
早
く
使
っ

た
の
は
宮
沢
賢
治
で
す
。「
山
が
う
る
う
る
」し
て
い
る
と
か
、

『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
と
か
、い
く
つ
か
童
話
作
品
の
中
で

出
て
き
ま
す
。
と
に
か
く
非
常
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
う
ま
い
。

そ
れ
か
ら
、
宮
沢
賢
治
の
作
品
は
内
容
的
に
、
非
常
に
シ
リ

ア
ス
。
哲
学
的
と
い
う
か
、
形
而
上
学
的
と
い
う
か
。
非
常

に
深
く
て
暗
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、そ
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
持
っ

て
い
る
面
白
さ
、「
キ
ッ
ク
、キ
ッ
ク
、ト
ン
ト
ン
ト
ン
」と
か
、

『
風
の
又
三
郎
』
だ
と
、「
ど
っ
ど
ど　

ど
ど
う
ど　

ど
ど
う

ど　

ど
ど
う
」
と
か
、
あ
あ
い
う
も
の
を
含
め
て
、
非
常
に

そ
こ
で
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
内
容
、
コ
ン
テ
ン
ツ
と
、
そ
の

音
象
徴
と
の
間
の
、
あ
る
種
独
立
し
て
、
そ
れ
が
進
み
な
が

ら
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
、
そ
れ
が
微
妙
に
掛
け
合
っ
て
い
く

み
た
い
な
面
白
さ
が
あ
る
ん
で
す
よ
。そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ

も
含
め
て
の
文
学
作
品
と
か
で
、効
果
的
に
使
わ
れ
て
い
る

も
の
を
一
つ
素
材
に
し
て
、そ
の
へ
ん
の
い
く
つ
か
の
手
法

で
リ
サ
ー
チ
し
て
み
る
と
、渡
邊
さ
ん
が
や
っ
て
き
た
研
究

や
、
高
嶋
さ
ん
が
理
論
的
に
や
っ
て
き
た
も
の
と
、
具
体
的

な
過
去
の
事
例
と
し
て
見
て
い
く
こ
と
が
も
っ
と
で
き
る
と

思
う
ん
で
す
。
宮
沢
賢
治
は
非
常
に
代
表
的
な
、
海
外
で
も

人
気
の
高
い
詩
人
な
の
で
、
彼
を
座
標
軸
に
置
く
こ
と
に

よ
っ
て
、い
ろ
ん
な
も
の
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。

高
嶋　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。宮
沢
賢
治
に
関
し
て

は
、
最
近
に
な
っ
て
、
田
守
育
啓
先
生
と
い
う
日
本
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
大
家
の
方
が
、
一
冊
、
本
を
出
し
て
い
ら
っ
し
ゃ

い
ま
す
（『
賢
治
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
謎
を
解
く
』
大
修
館
書
店
、二
〇

一
〇
年
）。私
は
ま
だ
ち
ゃ
ん
と
読
ん
で
い
な
い
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
一
つ
、
方
言
の
話
も
あ
り
ま
し
て
、
や
っ
ぱ
り
賢
治

は
東
北
の
方
言
が
あ
っ
た
の
で
、
方
言
に
基
づ
い
て
、
ま
た

さ
ら
に
新
し
い
も
の
を
つ
く
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
話
と

か
。も
う
一
つ
、ウ
サ
ギ
の
耳
が
「
ち
ょ
っ
き
ん
」
と
立
っ
て

い
る
と
い
う
表
現
と
か
、見
た
目
が
は
さ
み
み
た
い
だ
と
い

う
の
で
、「
ち
ょ
っ
き
ん
」と
言
っ
て
い
る
み
た
い
な
感
じ
で
、

ち
ょ
っ
と
違
う
と
こ
ろ
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
っ
張
っ
て
く
る
み

た
い
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
か
、そ
う
い
う
こ
と
は
分
析
が

さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、や
は
り
外

せ
な
い
の
は
漫
画
の
文
化
だ
と
思
い
ま
す
。
一
回
、
漫
画
家

に
会
っ
て
話
を
聞
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、漫
画
で
の
オ
ノ

マ
ト
ペ
の
流
通
の
速
さ
と
い
う
の
は
、も
の
す
ご
い
も
の
が

あ
る
ら
し
く
て
、
誰
か
が
や
り
始
め
る
と
、
み
ん
な
漫
画
家

さ
ん
と
い
う
の
は
漫
画
が
大
好
き
な
人
た
ち
だ
か
ら
、あ
ら

ゆ
る
漫
画
を
読
ん
で
い
る
の
で
、
週
刊
誌
で
「
や
っ
て
く
れ

た
」
み
た
い
な
感
じ
に
な
る
と
、
ば
っ
と
広
が
っ
て
い
く
そ

う
で
す
。
そ
の
ウ
ェ
ブ
フ
ォ
ー
カ
ス
と
か
、
言
語
デ
ー
タ
を

使
う
と
き
に
問
題
に
な
る
の
が
、日
本
の
ウ
ェ
ブ
の
デ
ー
タ

は
三
分
の
二
が
エ
ロ
で
、あ
と
の
半
分
が
オ
タ
ク
で
で
き
て

い
る
と
い
う
話
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、オ
ノ
マ
ト
ペ
に
関
し

て
も
、新
し
い
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
出
て
く
る
の
は
エ
ロ
漫
画
だ

と
教
わ
り
ま
し
た
。
そ
こ
ま
で
い
く
と
、
な
か
な
か
学
術
研

究
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、ち
ょ
っ
と
う
ま
く
発
表
で
き
な
い

み
た
い
な
方
向
に
行
き
そ
う
だ
な
と
い
う
の
は
あ
る
ん
で
す

け
れ
ど
も
、や
っ
ぱ
り
同
じ
こ
と
を
や
る
中
で
新
し
い
表
現

手
法
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、そ
う
い
っ
た
メ

デ
ィ
ア
に
注
目
し
て
み
る
の
も
面
白
い
な
と
思
い
ま
す
。

鎌
田　

さ
っ
き
の
松
井
さ
ん
の
話
に
つ
な
が
る
と
こ
ろ
で
す

け
れ
ど
も
、エ
ロ
漫
画
は
十
分
学
術
的
に
リ
サ
ー
チ
で
き
る

と
私
は
思
う
ん
で
す
が
、問
題
は
そ
の
と
き
の
方
法
論
と
い

う
か
、
マ
ナ
ー
み
た
い
な
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
ど
こ
が

面
白
い
か
と
い
う
と
、エ
ロ
漫
画
と
い
う
の
は
身
体
性
に
一

番
ダ
イ
レ
ク
ト
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
、こ
れ
に
出
て
く
る

身
体
的
な
部
分
、
触
覚
、
接
触
、
擬
態
語
、
擬
音
語
、
こ
の
へ

ん
は
非
常
に
や
っ
て
み
る
価
値
は
あ
る
と
思
い
ま
す
ね
。

高
嶋　

え
え
。
ち
ょ
っ
と
、
私
が
や
る
の
は
恥
ず
か
し
い
の

で
、ほ
か
で
。

鎌
田　

共
同
研
究
し
た
ら
い
い
の
に
。

第五章　モノと感覚・価値に関する基盤研究第一回シンポジウム 「言葉の感覚・価値─その韻律、質感、視点から─」討議
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鈴
木　

チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
話
と
、チ
ョ
ム
ス
キ
ー
後
の
言
語

学
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
ね
。
そ
ち
ら
を
聞
い
て
、
チ
ョ
ム

ス
キ
ー
と
言
語
論
争
を
し
た
ス
キ
ナ
ー
の
行
動
分
析
学
が
示

し
た
言
語
の
経
験
説
を
思
い
出
し
ま
し
た
。チ
ョ
ム
ス
キ
ー

が
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
事
例
と
し
て
、

ス
キ
ナ
ー
流
の
解
釈
を
し
た
方
が
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
問
題

が
た
く
さ
ん
見
つ
か
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

認
知
言
語
学
の
中
で
、そ
う
い
う
行
動
分
析
学
的
な
言
語
の

経
験
論
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
考
え
方
や
理
論
は
、
ど
う
評

価
さ
れ
て
い
る
ん
で
す
か
。

高
嶋　

す
ご
く
恥
ず
か
し
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、私
は
ま
だ

ち
ゃ
ん
と
ス
キ
ナ
ー
を
勉
強
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、何
と

も
言
え
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
そ
し
て
、
注
目
し
て
い
な

い
か
ら
か
、そ
れ
を
拾
え
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
な
の

で
、こ
れ
か
ら
勉
強
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鎌
田　

先
ほ
ど
、
五
感
の
、
見
る
、
聞
く
、
嗅
ぐ
と
か
、
そ
れ

が
ア
ク
テ
ィ
ブ
に
な
る
か
、な
ら
な
い
か
と
い
う
違
い
や
文

化
差
が
あ
る
と
い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
ね
。日
本
語
の
場
合
、

見
る
と
聞
く
を
く
ら
べ
る
と
、見
る
と
い
う
の
は
、あ
る
種
、

優
位
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
い
く
つ
か
の
と
こ
ろ
で

見
ら
れ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、聞
く
も
極
め
て
ア
ク

テ
ィ
ブ
だ
と
思
う
ん
で
す
。

　

昔
、聞
く
こ
と
に
つ
い
て
の
論
考
を
一
つ
書
い
た
こ
と
が

あ
る
ん
で
す
。「
聞
こ
し
召
す
」
と
い
う
古
語
が
あ
る
ん
で
す

が
、
そ
れ
が
天
皇
が
統
治
・
支
配
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味

も
持
っ
て
い
て
、独
特
の
意
味
と
し
て
使
わ
れ
る
ん
で
す
よ
。

日
本
を
統
治
す
る
と
い
う
意
味
が
、聞
く
と
い
う
言
葉
の
尊

敬
語
で
で
き
て
い
る
ん
で
す
。
そ
の
聞
く
と
い
う
の
は
、
食

べ
る
と
い
う
、そ
れ
は
大
嘗
祭
と
い
う
祭
儀
を
行
う
こ
と
と

重
な
っ
て
い
て
、
悠ゆ

紀き

殿で
ん

、
主す

基き

殿で
ん

と
い
う
二
つ
の
国
か
ら

新
穀
が
捧
げ
ら
れ
て
、そ
れ
を
食
す
る
こ
と
が
具
体
的
に「
聞

こ
し
召
す
」
こ
と
の
も
と
で
す
。
だ
か
ら
、「
聞
こ
し
召
す
」

と
は
も
と
も
と
食
べ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の

食
べ
る
と
い
う
こ
と
が
人
々
の
話
を
聞
く
、聞
き
取
る
と
か

受
け
取
る
と
い
う
意
味
合
い
を
も
持
ち
、
そ
し
て
、
そ
れ
が

同
時
に
支
配
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
く
る
。だ
か

ら
、「
聞
く
」
で
す
け
れ
ど
も
、
味
覚
、
食
べ
る
と
い
う
一
種

の
共
感
覚
的
な
概
念
を
持
ち
、
そ
し
て
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
「
聞

く
」
に
な
り
、そ
し
て
政
治
的
なgovern

に
な
る
と
い
う
こ

と
が
一
つ
、日
本
語
の
古
語
の
重
要
な
語
彙
と
し
て
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、聞
く
と
い
う
こ
と
を
も
う
少
し
宗
教
と
絡
め

て
い
く
と
、
宗
教
に
も
、
見
る
か
聞
く
か
の
ど
ち
ら
を
重
視

し
て
い
る
か
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。仏
教
の

場
合
は
瞑
想
を
す
る
か
ら
、見
る
と
い
う
の
が
重
要
だ
と
言

え
る
と
も
思
う
ん
で
す
が
、同
時
に
聞
く
こ
と
も
非
常
に
重

要
で
、
そ
れ
は
経
典
の
ほ
と
ん
ど
が
「
如
是
我
聞
」
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
こ
ろ
に
端
的
に
現
れ
て
い
ま
す
。「
如

是
我
聞
」
と
い
う
の
は
「
わ
れ
か
く
の
ご
と
く
き
く
」、そ
れ

が
経
典
の
最
初
の
言
葉
で
す
。
冒
頭
に
、
私
は
こ
の
よ
う
に

聞
い
た
。
そ
の
聞
い
た
話
は
こ
う
だ
。
こ
れ
で
ど
ん
ど
ん
新

し
い
ス
ト
ー
リ
ー
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
。大
乗
仏

教
の
経
典
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、嘘

八
百
で
も
何
で
も
い
い
、ほ
ら
話
で
も
何
で
も
い
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
私
は
こ
の
よ
う
に
聞
い
た
、
か
く
の
ご
と
く
聞

く
と
い
う
一
つ
の
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、自

分
で
お
話
を
ど
ん
ど
ん
つ
く
り
上
げ
て
増
殖
し
て
い
く
と
い

う
構
造
が
あ
っ
て
、こ
れ
は
な
か
な
か
面
白
い
パ
タ
ー
ン
だ

と
思
っ
て
い
ま
す
。

会
場　

ソ
シ
ュ
ー
ル
の
か
た
ち
を
引
き
継
い
で
、そ
の
ま
た

言
葉
の
格
シ
ス
テ
ム
の
話
で
、そ
れ
が
動
詞
の
と
こ
ろ
に
も

及
ぶ
み
た
い
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。格
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の

は
、名
詞
に
付
随
す
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
思

う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、動
詞
と
も
関
係
す
る
例
と
し
て
あ
る

ん
で
す
ね
。ま
た
、「
て
く
る
」
と
か
「
て
い
る
」
と
か
、そ
の

視
点
の
言
語
表
現
の
中
に
、視
点
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う

の
は
ダ
イ
ク
シ
ス
と
い
う
概
念
で
と
ら
え
る
ん
で
す
か
。そ

の
ダ
イ
ク
シ
ス
と
い
う
概
念
が
、ち
ょ
っ
と
よ
く
分
か
ら
な

い
の
で
。

高
嶋　

ダ
イ
ク
シ
ス
と
い
う
の
は
、
い
ま
、
こ
こ
、
私
に
関

す
る
表
現
す
べ
て
を
扱
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ

ク
な
名
詞
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
、「
私
」
と
か
、「
こ
こ
」

と
か
。「
こ
こ
」
に
関
係
し
て
、「
そ
こ
」
と
い
う
の
が
成
り
立

つ
の
で
、ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
名
詞
と
い
う
の
は
、そ
う
い
っ

た
指
示
詞
と
か
、「
い
ま
」
を
起
点
に
し
て
「
昨
日
」
と
言
っ

て
い
る
の
も
ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ
ク
だ
と
言
え
ま
す
。「
昨
日
」
で

は
な
く
て
、一
九
九
〇
年
と
か
に
な
る
と
ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ
ク

で
は
な
い
で
す
。動
詞
で
も
ダ
イ
ク
シ
ス
が
関
係
す
る
も
の

が
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、「
行
く
」
と
か
、「
来
る
」
と
か
、
自

分
が
こ
こ
に
い
て
ど
こ
か
に
行
く
と
か
、誰
か
が
こ
っ
ち
に

来
る
と
い
う
の
は
自
分
に
関
係
す
る
表
現
な
の
で
ダ
イ
ク

テ
ィ
ッ
ク
だ
と
言
え
ま
す
。

　

あ
と
、「
や
る
」、「
く
れ
る
」、「
も
ら
う
」
み
た
い
な
の
も

ダ
イ
ク
シ
ス
の
動
詞
で
す
ね
。自
分
か
ら
何
か
を
あ
げ
る
と

か
、も
ら
う
と
か
。「
し
て
も
ら
う
」と
言
っ
た
と
き
に
、「
誰
々

に
し
て
も
ら
っ
た
ん
だ
」
と
言
っ
た
と
き
は
、
自
分
が
し
て

も
ら
っ
た
と
す
ぐ
分
か
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
そ

う
い
う
意
味
で
も
、そ
れ
は
ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ
ク
だ
と
言
え
ま

す
。

　
「
く
る
」
も
そ
う
で
す
し
、「
て
く
る
」
と
い
う
の
は
被
害

の
よ
う
な
表
現
に
も
な
り
ま
し
て
、「
タ
ロ
ウ
が
蹴
っ
て
く
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る
」
み
た
い
な
こ
と
を
言
わ
れ
た
と
き
は
、
べ
つ
に
「
私
を

蹴
っ
て
く
る
」
と
言
わ
な
く
て
も
、「
て
く
る
」
が
あ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
蹴
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
た
だ

「
蹴
っ
て
く
る
」
と
い
う
の
は
、自
分
に
関
す
る
こ
と
は
言
え

る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、他
人
に
関
し
て
は
あ
ま
り
言
え
な
い

み
た
い
な
。も
し
、た
と
え
ば
「
タ
ロ
ウ
が
渡
邊
さ
ん
を
蹴
っ

て
き
た
」
と
言
っ
た
と
き
は
、
私
と
渡
邊
さ
ん
は
だ
い
ぶ
近

い
関
係
で
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。べ
つ
に
電

車
に
乗
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
の
こ
と
を
知
ら
な
い
人
が
蹴
っ

て
き
た
み
た
い
な
感
じ
で
、
向
こ
う
で
見
て
い
る
場
合
に
、

「
蹴
っ
て
き
た
な
」
と
い
う
の
は
、あ
ま
り
言
え
な
い
と
思
い

ま
す
。
と
い
う
の
は
、「
て
く
る
」
と
い
う
の
が
、
自
分
に
関

係
す
る
何
か
に
、こ
っ
ち
に
向
か
っ
て
く
る
み
た
い
な
表
現

に
な
る
の
で
、ダ
イ
ク
シ
ス
と
い
う
の
は
自
分
の
領
域
だ
と

思
っ
て
い
る
も
の
に
関
す
る
も
の
で
な
い
と
い
け
な
い
と
い

う
制
限
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
べ
つ
に
名
詞
、
動
詞
に
限
ら

ず
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。こ
れ
で
お
答
え
に
な
っ
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。

会
場　
「
て
く
る
」
と
か
、そ
う
い
う
表
現
で
す
ね
。主
格
が

表
現
の
中
に
関
係
し
て
こ
な
い
場
合
に
、そ
の
視
点
に
含
ま

れ
て
い
る
、
そ
う
い
う
表
現
と
い
う
の
は
、
言
語
表
現
の
中

で
極
め
て
一
部
の
珍
し
い
例
な
の
か
、
そ
れ
と
も
、
か
な
り

の
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
。調
べ
た
こ
と
は
な
い
ん

で
す
け
れ
ど
も
、も
し
ご
存
じ
だ
っ
た
ら
。

高
嶋　

ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
今
日
の
話
か
ら
い
け
ば
、
言
葉

と
い
う
の
は
、自
分
が
他
人
に
何
か
さ
せ
る
た
め
に
す
る
も

の
な
の
で
、自
分
に
関
す
る
こ
と
を
た
く
さ
ん
し
ゃ
べ
っ
て

い
る
は
ず
な
の
で
、
自
分
に
関
す
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
情

報
の
中
で
も
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
と
思
う
の
で
、わ
り

と
ダ
イ
ク
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
と
い
う
の
は
た
く
さ
ん
あ
る
と

思
い
ま
す
。

　

言
語
地
図
と
し
て
、
日
本
語
の
場
合
は
、
蹴
っ
て
く
る
と

か
、
雨
に
降
ら
れ
る
と
か
、
そ
う
い
っ
た
被
害
的
な
と
こ
ろ

を
言
え
る
の
が
珍
し
い
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。し
か
も
主
語

を
言
わ
な
く
て
、さ
ら
に
一
致
も
な
い
の
は
印
欧
語
と
は
か

な
り
違
い
ま
す
。
た
と
え
ば
ス
ペ
イ
ン
語
は
、
一
致
が
あ
っ

て
、
人
称
に
よ
っ
て
動
詞
の
か
た
ち
が
変
わ
っ
た
り
、
格
の

か
た
ち
が
変
わ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
れ
で
主

語
を
省
略
し
て
も
、
誰
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
、
一
人
称

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
か
、二
人
称
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

か
分
か
る
け
れ
ど
、
日
本
語
の
場
合
は
主
格
が
な
い
上
に
、

そ
う
い
っ
た
一
致
が
あ
ま
り
な
い
言
語
な
の
で
、ダ
イ
ク
シ

ス
を
表
す
要
素
が
増
え
て
く
る
と
い
う
の
は
当
然
な
の
か
な

と
思
い
ま
す
。

鈴
木
清
重
氏
の
発
表
に
対
す
る
質
疑
応
答

会
場　

沖
縄
か
ら
来
ま
し
た
沖
縄
大
学
の
須
藤
義
人
と
申
し

ま
す
。
私
も
映
画
を
つ
く
っ
て
い
る
者
で
す
。
こ
う
い
う
ふ

う
に
分
析
し
て
お
話
を
伺
う
機
会
は
な
か
な
か
な
い
で
す

ね
。
映
像
イ
コ
ー
ル
言
語
と
い
う
定
義
と
い
う
か
、
提
示
が

あ
っ
て
、こ
の
よ
う
な
解
説
が
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
言
語
で
表
現
で
き
な
い
こ
と
を
映
像
で
、
雰
囲
気
と

か
気
配
と
か
、そ
う
い
っ
た
も
の
を
表
現
す
る
場
合
も
あ
り

ま
す
ね
。
そ
う
い
っ
た
分
析
に
つ
い
て
、
ど
う
思
わ
れ
ま
す

か
。

鈴
木　

そ
う
で
す
ね
。言
葉
で
表
現
で
き
な
い
け
れ
ど
も
映

像
で
表
現
で
き
る
と
い
う
。い
ろ
ん
な
現
象
を
分
類
す
る
と

い
う
や
り
方
で
研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、い
ま
そ
の

典
型
例
を
す
ご
く
考
え
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、具
体
的

に
ど
う
い
う
と
き
に
言
葉
で
表
現
で
き
な
く
て
、映
像
で
は

表
現
で
き
る
の
か
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
自
分
で
は
、
い

ま
見
つ
か
っ
て
い
な
く
て
…
…
。

　

と
も
す
る
と
、映
画
と
い
う
の
は
連
続
性
が
す
ご
く
直
接

的
で
あ
る
が
故
に
、
何
で
も
具
体
的
な
意
味
を
伝
え
て
し

ま
っ
て
想
像
す
る
余
地
が
な
く
な
る
と
い
う
か
、小
説
の
方

が
表
現
と
し
て
は
深
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
と
き

も
あ
り
ま
す
。
表
現
の
仕
方
が
違
う
の
で
、
た
ぶ
ん
そ
こ
で

見
て
い
る
世
界
と
い
う
の
は
、も
と
も
と
質
的
に
変
わ
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
、
逆
に
言
う
と
、

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
像
の
よ
う
に
戦
場
で
撮
っ
た
写
真
と

か
、
あ
あ
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る
力
と
い
う
の
は
、
た
ぶ

ん
文
章
で
は
表
現
で
き
な
い
と
い
う
か
、実
際
に
そ
の
場
で
、

そ
う
い
う
傷
を
負
っ
た
人
が
実
際
に
い
た
と
い
う
こ
と
を
如

実
に
示
す
力
を
映
像
は
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
う
い
う
も
の
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
劇
映
画
に
近
い

も
の
で
言
う
と
、
芝
居
を
し
て
い
る
も
の
は
、
だ
い
た
い
言

語
で
も
表
現
で
き
る
と
思
い
ま
す
。も
と
も
と
シ
ナ
リ
オ
を

つ
く
っ
た
上
で
、劇
映
画
を
つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

　

そ
う
で
は
な
く
て
、作
家
名
を
出
す
と
、元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
佐
々

木
昭
一
郎
さ
ん
。
映
像
詩
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
も
の
を
つ

く
っ
て
い
て
、
ご
本
人
は
著
書
で
「
私
は
詩
を
撮
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
て
、映
像
と
い
う
の
は
具
体
的
な
被
写
体
が

な
い
と
つ
く
れ
な
い
か
ら
詩
で
は
な
い
ん
だ
」
と
い
う
こ
と

を
書
か
れ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
。あ
そ
こ
で
や
っ
て
い
る
の

は
、
た
だ
右
向
け
、
左
向
け
と
い
う
芝
居
の
つ
け
方
で
は
な

く
て
、そ
の
場
で
ど
う
い
う
設
定
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
、

自
然
に
歩
か
せ
て
、そ
れ
を
撮
っ
て
つ
な
げ
て
い
く
ん
だ
そ

う
で
す
ね
。
あ
れ
は
、
た
ぶ
ん
言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い
。

そ
の
と
き
の
、そ
の
人
の
、そ
の
場
に
あ
る
も
の
に
対
す
る
、

第五章　モノと感覚・価値に関する基盤研究第一回シンポジウム 「言葉の感覚・価値─その韻律、質感、視点から─」討議



136 ●第 3 部　感覚価値と言語

ふ
と
し
た
反
応
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
撮
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
、文
章
で
は
行
動
分
析
学
で
言
う
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
反

応
み
た
い
な
も
の
は
表
現
で
き
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

た
だ
説
明
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、そ
れ
を
映
像

の
よ
う
に
記
述
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
か
な
と
思
い
ま

す
。

会
場
（
須
藤
）　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。も
う
一
つ
、た

と
え
ば
、い
ま
フ
リ
ー
の
映
像
素
材
と
い
う
の
が
出
て
い
ま

す
ね
。
そ
れ
で
、
そ
の
雰
囲
気
と
か
気
配
と
か
、
そ
う
い
っ

た
も
の
を
除
い
た
か
た
ち
で
、映
像
に
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
み
た

い
な
も
の
を
付
け
て
、そ
れ
で
検
索
を
か
け
る
し
か
な
く
て
。

こ
う
い
う
場
合
と
い
う
の
は
、
ど
こ
ま
で
、
そ
の
気
配
と
か

感
性
と
か
、
そ
う
い
っ
た
も
の
を
表
現
す
る
よ
う
な
、
映
像

化
す
る
と
い
う
よ
う
な
作
業
、
そ
れ
を
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
で

も
っ
と
増
や
す
と
か
、そ
う
い
う
研
究
は
進
ん
で
い
る
ん
で

す
か
。

鈴
木　

ち
ょ
っ
と
私
は
分
か
ら
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、で

も
、
先
ほ
ど
の
渡
邊
先
生
の
研
究
は
、
そ
れ
と
関
連
す
る
可

能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し
た
。映
像
で
表

現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
、そ
れ
に
対
応
す
る

言
葉
の
マ
ッ
ピ
ン
グ
と
い
う
の
で
、コ
ー
ド
表
み
た
い
な
も

の
で
、あ
る
映
像
の
、こ
う
い
う
雰
囲
気
を
こ
う
呼
び
ま
し
ょ

う
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

あ
と
は
、
映
像
で
は
な
い
で
す
が
、
味
を
決
め
る
官
能
検

査
の
現
場
で
は
、そ
の
専
門
の
人
が
い
て
、こ
う
い
う
味
は
、

こ
う
い
う
言
葉
で
表
現
す
る
と
い
う
の
を
正
確
に
言
え
る
、

官
能
検
査
マ
シ
ン
の
よ
う
な
専
門
家
が
い
て
、そ
の
人
た
ち

が
集
ま
っ
て
同
じ
も
の
を
飲
ん
で
、た
と
え
ば
あ
る
苦
み
を
、

じ
ゃ
あ
ど
う
い
う
言
葉
で
表
現
し
よ
う
か
と
決
め
る
そ
う
で

す
。そ
の
作
業
を
し
て
か
ら
評
価
を
し
て
い
く
と
い
う
作
業

が
あ
る
の
で
、映
像
の
場
合
も
一
個
一
個
の
作
品
に
つ
い
て

そ
う
い
う
作
業
を
し
て
、そ
れ
を
蓄
積
し
て
ア
ー
カ
イ
ブ
化

す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
の
と
き
に
、
た
ぶ
ん
制
作
者
の
視
点
だ
け
だ
と
、
そ
の

作
業
は
で
き
な
い
の
で
、さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
な
出
来
事
が

ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
基
準
で
マ
ッ
プ
を
つ
く
っ
て
、

そ
れ
を
ラ
ベ
ル
に
す
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。鑑
賞
者
が

直
接
見
た
と
き
の
雰
囲
気
と
い
う
の
は
「
で
き
ご
と
」
な
の

で
、で
き
ご
と
で
分
類
す
る
こ
と
が
有
効
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。

鎌
田　

そ
う
い
う
分
類
と
い
う
の
は
、
分
類
委
員
会
と
か
、

専
門
職
組
織
が
あ
る
ん
で
す
か
。
あ
る
い
は
企
業
な
り
、
そ

う
い
う
の
を
発
注
し
て
何
か
を
や
っ
て
い
る
と
か
。

鈴
木　

企
業
の
中
で
は
、
た
と
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
飲
料
会

社
の
よ
う
な
例
で
は
、お
そ
ら
く
そ
う
い
う
人
と
契
約
し
て

い
て
、
そ
の
チ
ー
ム
の
中
で
、
こ
の
会
社
で
は
こ
う
い
う
人

に
検
査
を
お
願
い
す
る
と
い
う
の
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け

れ
ど
も
、委
員
会
を
つ
く
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
で
す
。

鎌
田　

つ
ま
り
、
そ
う
い
う
の
は
仕
事
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス

と
し
て
成
立
し
ま
す
よ
ね
。だ
か
ら
Ｂ
Ｇ
Ｍ
み
た
い
な
音
楽

は
何
と
か
の
ジ
ャ
ン
ル
と
か
、こ
う
い
う
ふ
う
な
感
じ
で
聞

き
た
い
と
い
う
の
は
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
一
〇
〇
ぐ
ら
い
あ
っ

て
、
言
葉
で
検
索
を
か
け
て
、
こ
ん
な
ム
ー
ド
の
も
の
と
い

う
こ
と
で
選
ぶ
と
、
ず
っ
と
そ
う
い
う
の
が
流
れ
る
と
か
、

映
像
も
同
じ
よ
う
に
、イ
メ
ー
ジ
の
羅
列
を
そ
う
い
う
ふ
う

に
つ
く
る
と
い
う
の
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
成
立
す
る
ん

じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

鈴
木　

た
ぶ
ん
、そ
の
方
法
が
分
か
れ
ば
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て

成
立
す
る
。
い
ま
の
と
こ
ろ
は
、
た
ぶ
ん
そ
の
方
法
は
確
立

さ
れ
て
い
な
い
ん
だ
と
思
い
ま
す
。

鎌
田　

実
験
的
に
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
メ
ー
カ
ー
が
つ

く
っ
て
い
く
こ
と
は
で
き
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
商
品

と
し
て
売
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
可
能
で
す
ね
。

鈴
木　

会
社
か
、
も
し
く
は
大
学
と
会
社
で
協
力
し
て
、
そ

う
い
う
こ
と
が
で
き
た
ら
い
い
な
と
は
思
っ
て
い
る
ん
で
す

け
ど
、
ま
だ
、
い
ま
あ
る
も
の
で
満
足
で
き
る
も
の
は
、
た

ぶ
ん
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

鎌
田　

い
ま
の
話
の
関
連
で
す
け
れ
ど
も
、
映
像
の
場
合
、

息
遣
い
と
い
う
の
か
、そ
の
長
さ
に
も
関
係
す
る
ん
で
す
が
、

あ
る
一
つ
の
シ
ョ
ッ
ト
の
長
さ
で
、す
ご
く
長
く
て
い
ね
い

に
撮
る
人
が
い
ま
す
よ
ね
。た
と
え
ば
小
津
安
二
郎
だ
と
か
、

ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
監
督
の
癖
み
た
い
な
、体
質
み
た
い
な

も
の
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。な
め
る
よ
う
な
視
線
で
撮

る
と
か
、
ぐ
っ
と
ロ
ン
グ
で
撮
る
よ
う
な
人
と
か
。
そ
う
い

う
ふ
う
な
も
の
は
、言
葉
と
質
感
み
た
い
な
も
の
の
ず
れ
と

か
違
い
み
た
い
な
も
の
を
感
じ
る
瞬
間
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

映
像
の
感
じ
で
し
か
表
現
で
き
な
い
み
た
い
な
、な
か
な
か

言
葉
に
し
に
く
い
部
分
、
息
遣
い
み
た
い
な
。
こ
れ
は
、
い

ま
の
研
究
の
中
で
は
ど
う
い
う
位
置
付
け
に
な
り
ま
す
か
。

鈴
木　

編
集
し
な
い
わ
け
な
の
で
、い
ま
の
話
で
言
う
と
単

独
提
示
で
す
。
確
か
に
、
編
集
の
現
場
で
す
ご
く
い
い
芝
居

を
し
た
と
き
に
は
、後
で
編
集
す
る
予
定
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
結
局
切
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、そ
の
ま
ま
使
う
と

い
う
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
す
。
な
の
で
、
撮
影
に
よ
っ
て
切

り
取
る
、つ
ま
り
単
独
動
画
像
に
よ
っ
て
切
り
取
る
現
実
性

と
い
う
の
が
映
像
の
持
っ
て
い
る
独
特
の
力
な
の
か
も
し
れ

な
い
で
す
。
だ
か
ら
、
編
集
よ
り
も
、
ま
ず
先
に
撮
影
だ
と

い
う
ふ
う
に
制
作
者
の
人
た
ち
は
よ
く
言
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
。
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鎌
田　

で
も
、
そ
れ
は
非
常
に
微
妙
で
、
つ
ま
り
編
集
サ
イ

ド
で
監
督
の
癖
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
ん
で
す
よ
。監
督
の

切
り
方
の
パ
タ
ー
ン
み
た
い
な
も
の
が
あ
っ
て
、そ
の
前
に
、

も
ち
ろ
ん
長
く
撮
影
し
て
い
て
、そ
の
撮
影
の
仕
方
そ
の
も

の
も
あ
る
ん
で
す
が
、そ
れ
を
ど
こ
で
切
っ
て
貼
る
か
。

鈴
木　

な
る
ほ
ど
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
時
間
の
比
率
を
ど
う
い

う
ふ
う
に
と
る
か
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、短
い
テ
ン
ポ
で

ず
っ
と
つ
な
い
で
い
く
の
に
順
応
し
て
い
く
と
、
逆
に
、
分

凝
さ
せ
る
こ
と
が
変
化
に
な
ら
な
く
て
、長
回
し
の
映
像
が

来
た
と
き
に
変
化
を
感
じ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
さ
っ
き

言
っ
た
、連
続
と
分
凝
の
階
調
を
制
御
す
る
技
能
と
い
う
の

は
、要
は
自
在
に
変
化
を
つ
く
る
と
い
う
技
能
だ
と
思
う
ん

で
す
。
な
の
で
、
た
く
さ
ん
細
か
い
カ
ッ
ト
が
来
た
中
で
長

い
カ
ッ
ト
が
ふ
と
来
て
、
そ
の
人
の
息
遣
い
を
感
じ
る
。
逆

に
言
う
と
、短
い
カ
ッ
ト
の
中
で
も
息
遣
い
は
し
て
い
る
わ

け
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
れ
は
短
い
カ
ッ
ト
の
中
で
は
気

付
か
な
い
の
で
す
ね
。
さ
っ
き
の
映
像
で
言
う
と
、
床
を
踏

ん
で
、ひ
も
が
ぴ
ょ
こ
ん
と
な
る
の
を
最
初
の
方
で
は
気
付

く
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
う
ま
く
連
続
し
て
く
る
と
、
あ
ま
り

気
付
か
な
く
な
り
ま
す
ね
。
だ
け
ど
、
ぴ
ょ
こ
ん
と
い
く
の

は
ず
っ
と
続
い
て
い
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
、
何
が

変
化
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
と
し
て
、い
ま
の
こ
と
は
考

え
ら
れ
る
か
な
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
関
し
て
は
、知
覚
心
理
学
の
中
で
順
応
水
準
理
論

と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
た
と
え
ば
、
三
〇
度
Ｃ
の
水
に

手
を
入
れ
て
か
ら
一
五
度
Ｃ
の
水
に
手
を
入
れ
た
。そ
れ
か

ら
、〇
度
Ｃ
の
水
に
入
れ
て
か
ら
一
五
度
Ｃ
の
水
に
手
を
入

れ
た
。
同
じ
一
五
度
Ｃ
の
水
だ
け
れ
ど
、
前
に
順
応
し
た
も

の
が
何
か
で
感
じ
方
が
変
わ
り
ま
す
ね
。
冷
た
い
か
、
熱
い

か
と
い
う
感
じ
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。そ
れ
と
似
た
こ
と

が
、
シ
ョ
ッ
ト
の
長
さ
と
、
そ
こ
で
私
た
ち
が
何
の
情
報
を

と
れ
る
か
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
、き
っ
と
関
係
が
あ
る
だ

ろ
う
と
思
っ
て
、
映
像
の
イ
ン
パ
ク
ト
と
い
う
研
究
で
、
い

ま
そ
う
い
う
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
息
遣
い
の
表
現
で
は
、
音
の
編
集
は
す
ご
く
効
い

て
き
ま
す
。
普
通
に
、
た
だ
つ
な
い
だ
だ
け
だ
と
、
途
切
れ

途
切
れ
の
音
が
ぶ
つ
ぶ
つ
聞
こ
え
て
し
ま
っ
て
、息
遣
い
を

感
じ
さ
せ
る
に
は
、
絵
の
つ
な
ぎ
だ
け
で
は
な
く
て
、
音
の

調
整
、整
音
作
業
に
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
技
能
が
要
求

さ
れ
ま
す
。

鎌
田　

立
教
大
学
は
、そ
う
い
う
の
が
非
常
に
進
ん
で
い
る

ん
で
す
か
。映
像
学
部
と
い
う
か
。

鈴
木　

私
は
現
代
心
理
学
部
の
映
像
身
体
学
科
と
い
う
学
科

の
所
属
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、必
ず
し
も
心
理
学
的
な
映
像

の
研
究
が
昔
か
ら
進
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、

こ
れ
は
た
ま
た
ま
私
が
学
部
と
大
学
院
か
ら
指
導
を
受
け
て

研
究
し
て
き
た
こ
と
を
基
に
、
こ
こ
最
近
、
映
像
身
体
学
科

の
私
の
研
究
室
で
始
め
た
と
い
う
状
況
で
す
。

会
場　

龍
谷
大
学
の
熊
野
雅
仁
と
申
し
ま
す
。
私
も
、
た
ま

た
ま
で
す
け
れ
ど
も
映
像
関
係
の
、
映
画
・
映
像
の
言
語
・

文
法
と
い
う
こ
と
を
調
べ
て
い
た
時
代
が
あ
り
ま
し
て
、今

日
の
お
話
で
出
て
い
た
連
続
と
分
離
と
い
う
お
話
…
…
。

鈴
木　

分
凝
と
い
い
ま
す
。

会
場
（
熊
野
）　

分
凝
と
い
い
ま
す
か
。
す
み
ま
せ
ん
。
こ
の

連
続
と
分
凝
と
い
う
視
点
も
あ
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

先
ほ
ど
写
真
が
暗
示
的
に
意
味
を
つ
く
り
出
す
力
を
持
っ
て

い
る
と
い
う
お
話
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、映
像
で
も
高
い
表

現
力
が
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
は
、あ
え
て
直
接
映
像
を
見
せ

な
く
て
、編
集
で
暗
示
的
な
意
味
の
生
成
を
す
る
と
い
う
面

が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。そ
の
観
点
は
、鈴
木
先
生
の
場
合
、

連
続
の
と
こ
ろ
に
含
め
て
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
、別
の
枠

で
考
え
て
お
ら
れ
る
の
か
教
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

鈴
木　

鷲
見
成
正
先
生
と
い
う
知
覚
心
理
学
の
先
生
が
、『
映

像
学
』
の
中
で
「
未
完
の
完
」
に
関
す
る
論
文
を
書
い
て
い

ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
そ
れ
は
岡
倉
天
心
の
「
未
完
の
美
」
と
関

連
す
る
概
念
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、連
続
す
る
も
の
と

い
う
の
は
、
さ
っ
き
も
動
作
を
「
い
ま
動
く
ぞ
」
と
い
う
と

こ
ろ
で
切
る
と
い
う
ふ
う
に
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、あ
あ

い
う
未
完
了
性
を
一
個
一
個
の
動
画
像
が
持
っ
て
い
る
こ
と

で
連
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。な
の

で
、
見
せ
な
い
こ
と
で
見
せ
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
連
続

さ
せ
る
技
法
の
本
質
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

全
体
討
論

鎌
田　

三
人
の
方
、
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

三
人
の
先
生
方
に
、
総
合
討
論
と
い
う
か
、
お
互
い
の
話
を

聞
い
て
、お
互
い
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
で
は
、
松
井
さ
ん
の
お
話
に
対
し
て
、
お
二
人

か
ら
お
話
を
始
め
て
い
た
だ
け
ま
す
か
。高
嶋
さ
ん
か
ら
。

高
嶋　

前
回
、松
井
先
生
に
お
会
い
し
た
と
き
に
Ｃ
Ｄ
を
い

た
だ
い
て
、
本
を
い
た
だ
い
て
、
す
ご
い
衝
撃
を
受
け
て
、

何
回
か
聞
い
て
い
る
う
ち
に
ち
ょ
っ
と
不
思
議
な
気
分
に

な
っ
て
き
ま
し
た
。
た
だ
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
の
は
、
先

ほ
ど
も
個
人
的
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、音
か
ら
音

へ
だ
け
で
は
な
く
て
、そ
れ
が
擬
音
語
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

音
を
音
で
表
現
す
る
。
そ
の
と
き
に
私
た
ち
は
外
国
語
を

し
ゃ
べ
る
人
た
ち
と
楽
し
む
方
法
と
し
て
、絵
を
見
て
、「
こ

れ
、
な
ん
て
鳴
い
て
い
る
？
」
と
い
う
話
を
し
て
、「
ヒ
ツ
ジ

第五章　モノと感覚・価値に関する基盤研究第一回シンポジウム 「言葉の感覚・価値─その韻律、質感、視点から─」討議
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は
メ
エ
メ
エ
と
言
う
よ
」
と
言
っ
た
ら
、「
え
っ
。私
は
ベ
エ

ベ
エ
と
言
う
よ
」
み
た
い
な
、
そ
の
言
語
の
音
韻
的
な
制
約

と
い
う
も
の
を
受
け
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
Ｖ

の
音
を
あ
ま
り
持
っ
て
い
な
い
の
で
、た
ぶ
ん
物
音
を
聞
い

て
も
「
ヴ
ィ
ー
ヴ
ィ
ー
」
と
い
う
よ
う
に
は
あ
ま
り
感
じ
な

い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
だ
か
ら
、
松
井
先
生
の
方
法
詩
を
違

う
言
語
の
人
で
や
っ
た
ら
、違
う
結
果
が
出
る
の
で
は
な
い

か
な
と
思
っ
て
…
…
。

松
井　

今
度
、フ
ラ
ン
ス
に
住
ん
で
い
る
作
曲
家
が
た
め
し

て
み
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
台
湾
人
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
人
、
フ

ラ
ン
ス
人
と
聞
い
て
い
ま
す
。私
も
楽
し
み
な
ん
で
す
。

　

そ
れ
と
、
先
ほ
ど
も
話
題
に
で
て
い
た
、
漫
画
の
コ
ピ
ー

や
、
い
わ
ゆ
る
エ
ロ
漫
画
系
の
も
の
。
で
も
、
エ
ロ
漫
画
系

の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、漫
画
に
限
ら
ず
、あ
る
種
セ
ク
シ
ャ

ル
な
部
分
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
関
わ
る
音
や
言
葉

と
い
う
も
の
は
、
け
っ
こ
う
ロ
ー
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
盤
の
言
葉
と
か
音
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。研
究
対

象
と
し
て
は
、見
逃
せ
な
い
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

　

あ
る
官
能
性
み
た
い
な
こ
と
を
、単
に
そ
う
い
う
欲
望
的

な
意
味
で
言
う
の
で
は
な
く
て
、た
と
え
ば
、さ
っ
き
ち
ら
っ

と
言
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
私
の
『
音
声
詩
』
と
い
う
の
が

い
ち
ば
ん
最
初
に
出
来
上
が
っ
た
と
き
に
、高
嶺
格
と
い
う

作
家
と
連
絡
を
と
っ
て
い
た
と
き
だ
っ
た
の
で
、そ
の
人
に

メ
ー
ル
で
こ
ん
な
詩
が
で
き
た
と
。送
っ
た
途
端
に
彼
か
ら

す
ぐ
返
事
が
来
て
、「
な
ん
だ
か
い
や
ら
し
い
気
分
に
な
り

ま
し
た
」
み
た
い
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。「
小
学
校
の
こ
ろ

に
、
好
き
な
子
に
意
地
悪
を
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
」
と

か
言
っ
て
、
突
然
そ
う
い
う
文
章
が
書
い
て
あ
っ
て
、
驚
き

ま
し
た
ね
。
直
接
、
な
に
か
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
こ
と
か
ら
つ

く
っ
た
作
品
で
は
な
い
の
に
ね
。あ
る
接
触
的
な
と
い
う
か
、

か
な
り
身
体
を
介
し
て
つ
く
る
と
か
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
か

ら
出
て
く
る
よ
う
な
も
の
な
ん
で
し
ょ
う
か
ね
？　

ち
ょ
っ

と
面
白
い
反
応
だ
っ
た
と
思
っ
た
ん
で
す
。

　

ま
た
、展
覧
会
を
見
に
き
た
美
術
関
係
の
人
が
、「
あ
ま
り

自
分
の
読
ん
で
い
る
本
と
か
分
か
る
と
嫌
な
ん
で
す
が
」
と

前
置
き
し
て
、「
こ
の
エ
ロ
漫
画
の
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
す
ご
い

で
す
」
み
た
い
な
、
け
っ
こ
う
そ
う
い
う
反
応
は
あ
り
ま
し

た
ね
。

　

で
も
考
え
て
み
れ
ば
、
誰
し
も
み
ん
な
、
他
者
と
の
直
接

的
な
接
触
み
た
い
な
と
こ
ろ
で
獲
得
す
る
記
号
と
か
、身
体

を
介
し
て
ふ
た
り
だ
け
で
理
解
し
て
、直
接
的
な
話
で
は
な

い
と
し
て
も
、そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
流
通
し
て
い
く
言
葉
の

で
き
方
と
い
う
の
は
、そ
れ
な
り
に
経
験
し
て
い
る
と
思
う

ん
で
す
。さ
っ
き
子
ど
も
の
話
で
も
ち
ょ
っ
と
出
ま
し
た
け

れ
ど
も
、母
親
と
子
ど
も
と
い
う
の
は
、接
触
し
て
い
っ
し
ょ

の
環
境
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
時
期
が
、生
ま
れ
て
最
初
の

一
年
間
と
い
う
の
は
特
に
そ
う
だ
と
思
い
ま
す
し
、そ
う
い

う
と
こ
ろ
で
、セ
ク
シ
ャ
ル
と
い
う
こ
と
と
必
ず
し
も
つ
な

が
ら
な
く
て
も
、
あ
る
接
触
の
中
で
出
来
上
が
っ
て
い
く
。

原
体
験
と
い
う
か
、言
語
の
基
盤
に
な
る
こ
と
は
あ
る
と
思

う
ん
で
す
。明
和
政
子
さ
ん
の
本
を
読
ん
で
い
て
も
そ
う
思

い
ま
し
た
。

　

赤
ち
ゃ
ん
の
と
き
の
最
初
の
一
年
間
ぐ
ら
い
の
初
期
的
な

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
を
活
か
し
た
作
品
と
い
う
の
が
あ
っ
た
と
す

る
と
、意
識
の
基
層
の
認
知
機
能
に
働
き
か
け
る
だ
ろ
う
か

ら
、
い
ち
ば
ん
素
直
に
感
動
す
る
と
い
う
か
、
そ
こ
に
関
わ

る
も
の
を
見
せ
ら
れ
た
り
体
験
し
た
り
し
た
と
き
に
す
ご
く

反
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
、あ
る
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

　

私
が
所
属
し
て
い
る
、東
京
藝
術
大
学
大
学
院
映
像
研
究

科
で
は
、
メ
デ
ィ
ア
映
像
と
い
う
専
攻
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で

研
究
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、あ
る
意
味
で
映
像
リ
テ
ラ
シ
ー

な
ん
で
す
が
、非
常
に
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
身
体
性
に
か
か
わ

る
部
分
が
多
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
山
口
真
美
先
生
や
、
先

ほ
ど
の
鈴
木
先
生
の
話
で
は
な
い
で
す
が
、子
ど
も
が
見
る

映
像
刺
激
と
い
う
あ
た
り
の
こ
と
が
、ち
ょ
っ
と
オ
ノ
マ
ト

ペ
の
話
と
重
な
る
部
分
が
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
、非
常
に

興
味
深
か
っ
た
で
す
。

　

鈴
木
先
生
に
、編
集
の
お
話
で
伺
い
た
か
っ
た
の
で
す
が
、

ウ
ォ
ル
タ
ー
・
マ
ー
チ
と
い
う
編
集
と
サ
ウ
ン
ド
デ
ザ
イ

ナ
ー
を
や
っ
て
い
る
人
の
『
映
画
の
瞬
き
』（
フ
ィ
ル
ム
ア
ー

ト
社
）
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。こ
こ
で
は
、多
く
の
映

画
の
メ
ソ
ッ
ド
で
、
コ
マ
を
つ
な
ぎ
変
え
て
、
シ
ョ
ッ
ト
を

変
え
る
と
き
、そ
の
切
る
と
こ
ろ
は
役
者
が
瞬
き
す
る
瞬
間

だ
と
書
い
て
あ
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
結
果
と
し
て
、
瞬
き

は
映
画
の
中
に
絶
対
出
て
こ
な
い
。瞬
き
が
入
り
そ
う
な
と

こ
ろ
で
切
る
の
が
習
慣
な
ん
だ
、と
書
か
れ
て
い
た
ん
で
す
。

鈴
木
さ
ん
の
今
日
の
映
像
に
は
、人
の
顔
が
そ
う
い
う
ふ
う

に
映
っ
て
い
る
感
じ
の
も
の
は
な
か
っ
た
ん
で
す
が
、そ
う

言
わ
れ
て
み
る
と
、
確
か
に
映
画
を
見
て
い
る
と
き
に
、
役

者
が
瞬
く
瞬
間
っ
て
本
当
に
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

鈴
木　

自
主
制
作
映
画
な
ん
か
で
、最
初
に
カ
メ
ラ
を
向
け

ら
れ
る
と
、や
っ
ぱ
り
自
然
と
気
付
か
な
い
う
ち
に
緊
張
す

る
の
で
、
も
の
す
ご
く
瞬
き
し
ま
く
る
ん
で
す
ね
。
そ
れ
は

後
か
ら
み
る
と
す
ご
く
違
和
感
が
あ
る
。押
井
守
監
督
が『
ア

ヴ
ァ
ロ
ン
』
と
い
う
作
品
を
つ
く
っ
た
と
き
は
、
俳
優
が
す

ご
く
瞬
き
す
る
の
で
、
そ
れ
を
Ｃ
Ｇ
で
全
部
直
し
た
。
す
ご

く
手
が
か
か
っ
て
い
る
み
た
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
現
場
の

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
見
え
て
し
ま
っ
て
、作
品
世
界
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
を
壊
す
ん
で
す
よ
ね
、
た
ぶ
ん
。
ふ
と
し
た
呼
吸
と
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か
、
瞬
き
と
か
、
全
部
そ
う
い
う
レ
ス
ポ
ン
デ
ン
ト
反
応
だ

と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
の
現
場
じ
ゃ
な
い
と
起
き
な

い
こ
と
で
、作
品
世
界
で
は
起
き
な
い
文
脈
で
起
き
る
の
で
、

そ
れ
が
作
品
世
界
を
壊
す
と
い
う
こ
と
が
あ
る
み
た
い
で

す
。

松
井　

日
常
的
に
は
、
普
通
に
会
っ
て
い
た
ら
、
み
ん
な
瞬

き
し
て
い
て
、
そ
の
方
が
お
か
し
く
な
い
の
に
、
映
画
だ
と

そ
れ
が
や
っ
ぱ
り
、そ
う
い
う
カ
ッ
ト
で
見
る
と
い
う
こ
と

な
ん
で
す
ね
。

鈴
木　

リ
ア
ル
な
映
像
ほ
ど
、現
場
で
は
す
ご
く
不
自
然
な

こ
と
を
わ
ざ
と
行
っ
て
リ
ア
ル
に
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。制
作
の
現
場
で
見
る
と
驚
き
ま
す
。

松
井　

だ
か
ら
、さ
っ
き
鎌
田
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
、

息
遣
い
と
か
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
在
り
方
と
い
う
の
は
、逆
に

現
実
世
界
で
は
な
く
て
、映
画
で
し
か
起
こ
り
得
な
い
も
の

と
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

鎌
田　

あ
る
種
、非
常
に
ス
ト
イ
ッ
ク
な
超
絶
技
巧
み
た
い

な
も
の
を
や
り
遂
げ
た
と
き
に
、見
て
い
る
者
が
感
動
す
る

と
い
う
か
、
快
感
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
不
自
然
さ
と
い
う
の
は
、
あ
る
意
味
で
非
常
に
技

巧
的
に
つ
く
り
込
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
ね
。松
井
さ
ん

の
話
に
、
私
は
二
つ
付
け
加
え
た
い
。
ぜ
ひ
松
井
さ
ん
自
身

に
見
て
も
ら
い
た
い
も
の
が
あ
る
の
で
、二
つ
ち
ょ
っ
と
提

供
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、狂
言
に
『
嵐
山
』
と
い
う
の
が
あ
る
ん
で
す
。嵐

山
に
行
っ
て
、
サ
ル
が
出
て
き
て
、
そ
の
サ
ル
が
い
ろ
い
ろ

や
り
と
り
す
る
ん
で
す
が
、全
部
サ
ル
言
語
に
な
っ
て
し
ま

う
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
れ
は
、「
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ
キ
ャ
ッ

キ
ャ
ッ
、
キ
ョ
ッ
キ
ョ
ッ
キ
ョ
ッ
キ
ョ
ッ
」
と
言
っ
て
、
登

場
し
て
く
る
人
は
み
ん
な
サ
ル
の
仮
面
、
化
粧
を
し
て
、
そ

れ
で
す
べ
て
の
い
ろ
い
ろ
な
し
ぐ
さ
を
や
っ
て
い
る
ん
で
す

が
、
全
部
サ
ル
語
な
ん
で
す
よ
。
こ
れ
は
、
多
少
ア
ド
リ
ブ

も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
が
、
私
は
今
年
、
平
安
神
宮
の
薪
能

で
見
て
、
あ
ま
り
に
面
白
く
て
、
私
ら
は
帰
り
が
け
に
仲
間

と
サ
ル
言
語
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
た
。そ
し
て
、

こ
の
狂
言
を
見
て
い
た
周
り
の
子
ど
も
は
絶
対
に
ま
ね
す
る

だ
ろ
う
な
と
思
っ
た
ら
、案
の
定
や
っ
ぱ
り
ま
ね
し
て
い
た
。

そ
れ
は
そ
れ
は
、も
の
す
ご
い
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
で

す
。
そ
れ
が
一
番
面
白
か
っ
た
。
そ
の
狂
言
を
ぜ
ひ
実
際
に

見
て
ほ
し
い
。そ
れ
が
一
つ
。

　

も
う
一
つ
、
こ
れ
は
読
ん
で
ほ
し
い
の
と
、
実
際
そ
れ
を

唱
え
て
い
る
現
場
を
見
て
ほ
し
い
ん
で
す
が
、『
法
華
経
』
と

い
う
経
典
は
な
か
な
か
面
白
く
て
、バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
ん

で
い
る
ん
で
す
。そ
の
中
に『
陀
羅
尼
品
』と
い
う
の
が
あ
る
。

真
言
陀
羅
尼
の
陀
羅
尼
で
す
け
れ
ど
も
、こ
れ
は
全
編
が
オ

ノ
マ
ト
ペ
み
た
い
な
も
の
で
、「
安あ

爾に　

曼ま

爾に　

摩ま

摩ま

禰ね

」
の

よ
う
に
、
ず
っ
と
続
く
。
こ
れ
を
も
の
す
ご
い
速
度
で
や
る

ん
で
す
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
中
山
の
法
華
経

寺
の
塔
頭
寺
院
の
大
荒
行
堂
遠
壽
院
と
い
う
、一
〇
〇
日
間

の
荒
行
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、そ
れ
を
も
の

す
ご
い
ス
ピ
ー
ド
で
読
誦
す
る
ん
で
す
。
木
釼
を
持
っ
て
、

ガ
ン
ガ
ン
、
ガ
ン
ガ
ン
と
ご
祈
祷
す
る
ん
で
す
が
、
こ
れ
が

快
感
な
ん
で
す
よ
。私
は
、『
陀
羅
尼
品
』
を
文
字
列
で
見
た

だ
け
で
も
テ
ン
シ
ョ
ン
が
ハ
イ
に
な
り
ま
す
。全
部
漢
字
で

す
か
ら
。
そ
れ
は
全
部
音
だ
け
を
拾
っ
て
い
る
ん
で
す
よ
。

だ
か
ら
、ま
さ
に
一
種
、純
粋
詩
な
ん
で
す
ね
。そ
れ
を
実
際
、

行
で
唱
え
る
わ
け
で
す
。
も
の
す
ご
い
高
速
で
、
五
人
と
か

一
〇
人
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
や
り
ま
す
。

松
井　

集
団
で
や
る
ん
で
す
か
。

鎌
田　

は
い
。
も
の
す
ご
い
で
す
。
み
ん
な
ト
ラ
ン
ス
状
態

に
な
っ
て
い
く
。
実
際
、
日
蓮
宗
は
、
そ
う
い
う
部
分
は
非

常
に
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。そ

う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、官
能
性
と
い
う
も
の
の
持
つ
深

さ
が
セ
ク
シ
ャ
ル
な
レ
ベ
ル
だ
け
で
は
な
く
て
、子
ど
も
が

何
に
反
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
か
、
宗
教
的
な
、
ま
た
バ

タ
イ
ユ
的
テ
ー
マ
で
す
ね
。
一
種
の
溶
融
体
験
、
自
分
が
な

く
な
っ
て
い
く
体
験
、こ
う
い
う
も
の
に
全
部
つ
な
が
っ
て

い
く
と
思
う
ん
で
す
ね
。子
ど
も
は
言
葉
遊
び
が
好
き
で
す

が
、言
語
遊
技
の
レ
ベ
ル
と
言
語
呪
術
と
が
非
常
に
密
接
に

互
い
に
関
係
し
合
っ
て
い
て
、こ
の
へ
ん
を
う
ま
く
つ
な
い

で
い
く
理
論
が
で
き
る
と
、宗
教
と
か
臨
床
と
か
と
全
部
が

つ
な
が
っ
て
き
て
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
。こ
の
へ
ん
が
で

き
る
と
大
変
面
白
い
と
思
い
ま
す
。

松
井　

そ
う
で
す
ね
。
お
っ
し
ゃ
っ
た
話
で
言
う
と
、
そ
れ

は
自
分
が
見
に
行
っ
た
と
き
と
か
、自
分
の
作
品
の
演
奏
会

が
あ
っ
た
と
き
の
帰
り
に
い
つ
も
思
う
こ
と
で
す
け
れ
ど

も
、口
ず
さ
ん
で
い
る
や
つ
が
い
る
と
、「
や
っ
た
」
と
思
う

わ
け
で
す
よ
。

鎌
田　

い
る
で
し
ょ
う
。

松
井　

い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
、
あ
あ
い
う
の
を
や
る
と
、

必
ず
「
い
た
」
と
。
私
の
合
唱
曲
で
も
、「
一
、
二
、
三
」
と
か

何
か
言
っ
て
い
る
や
つ
が
い
た
り
す
る
と
「
や
っ
た
」
と
思

う
の
と
、あ
と
や
っ
ぱ
り
ダ
ン
ス
で
す
ね
。身
体
を
本
当
に
、

振
り
の
一
つ
、
二
つ
を
覚
え
て
、
帰
っ
て
そ
れ
を
や
っ
て
い

る
人
が
い
る
と
い
う
…
…
。
口
移
し
も
そ
う
だ
し
、
形
の
移

し
も
そ
う
だ
し
、
模
倣
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
の
、
あ
る
種
の

ア
ト
ラ
ク
テ
ィ
ブ
な
も
の
を
ど
う
つ
く
れ
る
の
か
と
い
う
の

は
、非
常
に
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
ね
。

鎌
田　

模
倣
す
る
前
に
、
一
日
中
鳴
り
響
い
て
い
る
。「
一
、

二
、三
、一
、二
、三
」と
読
ん
だ
音
や
響
き
が
、帰
っ
て
も
ず
っ

第五章　モノと感覚・価値に関する基盤研究第一回シンポジウム 「言葉の感覚・価値─その韻律、質感、視点から─」討議
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と
頭
の
中
で
鳴
り
響
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
や
っ
ぱ
り
あ

り
ま
す
よ
ね
。渦
巻
い
て
い
る
。一
種
の
め
ま
い
の
よ
う
な
。

こ
れ
を
引
き
起
こ
す
の
は
、い
っ
た
い
何
な
ん
で
し
ょ
う
ね

と
い
う
研
究
を
し
て
く
だ
さ
い
。

高
嶋　

そ
れ
に
関
し
て
一
つ
、フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
カ
ー
と
付

き
合
っ
て
い
る
と
、た
と
え
ば
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
と
か

で
呪
術
的
な
歌
と
い
う
の
は
、西
洋
音
楽
を
聞
き
慣
れ
て
い

る
と
本
当
に
た
い
く
つ
で
つ
ま
ら
な
い
、ワ
ン
フ
レ
ー
ズ
み

た
い
な
も
の
に
、伝
説
を
ず
っ
と
、同
じ
メ
ロ
デ
ィ
ー
を
ず
っ

と
繰
り
返
し
な
が
ら
歌
っ
て
い
る
。
た
ぶ
ん
、
そ
の
人
た
ち

は
文
字
を
持
た
な
い
の
で
、そ
う
い
う
旋
律
を
付
け
る
こ
と

に
よ
っ
て
覚
え
て
い
る
。そ
う
い
う
の
を
ず
っ
と
や
っ
て
い

る
と
、
み
ん
な
が
ハ
イ
に
な
っ
て
き
て
合
唱
す
る
と
か
で
、

民
族
の
、そ
の
一
族
の
物
語
を
語
り
な
が
ら
ハ
イ
に
な
っ
て

い
く
み
た
い
な
、あ
る
種
ミ
ニ
マ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
み
た
い

な
の
を
や
っ
て
い
る
人
た
ち
が
け
っ
こ
う
各
地
に
い
る
よ
う

な
ん
で
す
。

松
井　

あ
と
、あ
る
無
文
字
社
会
の
、あ
る
民
族
の
場
合
は
、

自
分
自
身
の
た
め
の
歌
が
あ
る
。誰
に
も
教
え
な
い
ん
で
す

よ
。
だ
か
ら
、
歌
と
か
身
体
と
い
う
こ
と
と
、
自
分
に
し
か

分
か
ら
な
い
意
味
と
か
、自
分
に
も
分
か
ら
な
い
意
味
と
か
、

い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。そ
う
い
う
こ
と

の
身
体
性
の
、
さ
っ
き
鎌
田
さ
ん
が
「
マ
ジ
カ
ル
が
あ
る
ん

で
す
よ
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
そ
の
マ
ジ
カ
ル
と
い
う
の
を

も
う
ち
ょ
っ
と
う
ま
く
研
究
対
象
に
し
て
い
く
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
な
と
思
っ
て
い
る
ん
で
す
。

鎌
田　

ち
ょ
っ
と
そ
の
へ
ん
に
関
わ
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

今
日
の
最
後
の
表
現
力
、あ
る
い
は
技
法
と
か
文
法
と
い
う

の
は
構
造
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。そ
の
中
で
、私
は
や
っ

ぱ
り
パ
タ
ー
ン
形
成
が
重
要
だ
と
思
う
。リ
ズ
ム
を
つ
く
る

の
は
音
の
繰
り
返
し
で
す
か
ら
。だ
か
ら
、連
続
さ
せ
て
切
っ

て
、
連
続
さ
せ
て
切
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
連
続
と
分
凝

の
階
調
と
い
う
の
は
非
常
に
全
体
を
見
て
い
く
上
で
重
要
だ

と
思
う
ん
で
す
。

　

私
が
自
分
で
歌
っ
て
い
て
、目
指
し
て
い
る
曲
が
あ
る
ん

で
す
。そ
れ
は
一
コ
ー
ド
で
無
限
に
続
く
曲
を
つ
く
り
た
い

と
い
う
こ
と
で
す
。
一
コ
ー
ド
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
Ｃ

（
ハ
長
調
）
だ
っ
た
ら
、Ｃ
で
全
部
い
く
。で
も
、そ
れ
を
や
っ

て
退
屈
せ
ず
、
ず
っ
と
入
り
込
ん
で
い
っ
て
、
延
々
と
続
い

て
い
く
。一
種
の
純
粋
詩
み
た
い
な
も
の
に
近
い
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
で
も
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
法
則
み
た
い
な
も
の
が

あ
る
ん
で
す
。
構
造
と
リ
ズ
ム
。
一
コ
ー
ド
と
い
う
の
は
一

見
、
法
則
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
ん
で
す
。
た
と
え
ば
典
型

的
な
ロ
ッ
ク
は
三
コ
ー
ド
と
か
、
四
コ
ー
ド
と
か
あ
る
。
あ

あ
い
う
も
の
を
全
部
一
つ
に
し
て
、で
き
る
だ
け
シ
ン
プ
ル

に
し
て
い
っ
て
、そ
の
シ
ン
プ
ル
の
中
に
非
常
に
複
雑
微
妙

な
も
の
を
組
み
入
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
な
ら
ば
、ミ
ニ

マ
ル
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
に
も
、あ
る
種
近
づ
く
ん
で
す
け
れ
ど

も
、そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
も
た
ら
し
て
い
く
ド
ラ
イ
ブ

感
と
い
う
の
は
非
常
に
強
烈
で
、
そ
の
へ
ん
は
、
私
は
い
ろ

ん
な
方
法
論
で
解
明
可
能
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。で
す
か
ら
、

そ
れ
は
今
後
、十
分
に
学
問
の
対
象
に
な
っ
て
い
く
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。今
は
そ
の
切
り
口
が
ま
だ
ま
だ
十
分

に
ク
リ
ア
に
な
っ
て
こ
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、問
題
の
領
域

に
は
だ
い
ぶ
迫
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が

し
ま
す
。

鈴
木　

な
る
ほ
ど
。
感
心
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
全
然
関
係

な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
宴
会
芸
み
た
い
な
の
で
、
タ
モ
リ

さ
ん
が
や
っ
て
い
た「
ソ
バ
ヤ
」と
い
う
の
が
あ
っ
て
、た
だ
、

み
ん
な
で
ひ
た
す
ら
「
ソ
バ
ヤ
、ソ
バ
ヤ
」
と
、そ
れ
だ
け
。

鎌
田　

あ
り
ま
し
た
ね
。

鈴
木　

私
ら
の
世
代
で
は
あ
ま
り
…
…
。先
生
方
の
世
代
だ

と
、
す
ご
く
そ
れ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な

る
ん
で
す
よ
ね
。
あ
れ
も
、
同
じ
言
葉
だ
け
な
の
に
会
話
が

成
立
し
て
い
る
と
い
う
か
。

　

あ
る
人
が
言
っ
た
「
ソ
バ
ヤ
、ソ
バ
ヤ
」
に
、ソ
バ
ヤ
っ
て

何
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、誰
か
が
「
何
が
ソ
バ
ヤ
」
と
言
う
と
、

「
そ
れ
が
ソ
バ
ヤ
」
と
言
わ
れ
て
、延
々
と
続
く
ん
で
す
ね
。

鎌
田　

合
い
の
手
が
入
る
。

鈴
木　

そ
う
い
う
の
で
、
言
葉
で
は
な
い
言
葉
と
い
う
か
、

意
思
伝
達
と
い
う
の
が
究
極
の
言
葉
な
の
か
も
し
れ
な
い
で

す
ね
。

松
井　

面
白
い
で
す
ね
。

お
わ
り
に

鎌
田　

で
は
、渡
邊
さ
ん
に
締
め
を
お
願
い
し
ま
す
。

渡
邊　

今
日
は
松
井
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
よ
う
な
、言
葉
に
な

ら
な
い
言
葉
か
ら
始
ま
り
、
分
節
や
視
点
、
さ
ら
に
は
そ
の

組
み
合
わ
せ
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
鈴
木
先
生
の

講
演
で
出
て
き
た
「
お
べ
ん
と
う
絵
本
」
が
一
番
面
白
く
て
、

あ
の
丸
が
、
ど
ん
ど
ん
視
点
が
変
わ
っ
て
い
っ
た
ん
で
す
。

二
人
で
け
ん
か
し
て
い
る
の
を
上
か
ら
見
て
い
て
、あ
の
人

が
近
づ
い
て
き
た
と
い
っ
た
ら
斜
め
視
点
か
ら
二
人
を
見
て

い
て
、
ご
め
ん
な
さ
い
と
言
っ
た
瞬
間
に
、
正
面
の
相
手
の

視
点
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

鈴
木　

そ
う
で
す
ね
。は
い
。

渡
邊　

あ
れ
を
見
た
瞬
間
に
、ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。人
間
が
す
ご
い
の
か
、あ
れ
が
す
ご
い
の
か
、

分
か
ら
な
い
で
す
け
れ
ど
も
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
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も
、
言
葉
と
い
う
に
は
、
ち
ょ
っ
と
あ
れ
な
の
か
も
し
れ
な

い
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
意
味
を
人
間
側
が
取
り
出
す
、
特

に
韻
律
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、外
に
あ
る

も
の
で
は
な
く
、
ど
う
や
っ
て
人
が
、
そ
れ
に
対
し
て
感
覚

的
な
も
の
を
取
り
出
す
か
と
い
う
話
と
、さ
ら
に
意
味
を
ど

う
取
り
出
す
か
と
い
う
話
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
た
。
実
は
、

一
見
別
も
の
の
よ
う
に
話
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、そ
れ
は

す
ご
く
密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
な
と
思
っ
て
、
今
日
は
、

あ
の
「
お
べ
ん
と
う
絵
本
」
に
す
ご
く
感
動
し
て
い
た
ん
で

す
。

　

今
日
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
、結
論
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

い
ろ
ん
な
分
野
か
ら
来
て
も
ら
っ
て
別
々
の
こ
と
を
話
し
て

い
る
よ
う
で
、実
は
ど
こ
か
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
な
と

思
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。言
葉
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、も
っ
と
こ
れ
か
ら
も
考
え
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
の
で
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
今

日
は
、ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
一
般
公
募
型
連
携
研
究
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
モ
ノ
と
感
覚
・
価
値
に
関
す
る
基
盤
研
究
」
第
一
回
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
言
葉
の
感
覚
・
価
値
─
そ
の
韻
律
、
質
感
、
視
点
か

ら
─
」、
日
時
：
一
一
月
二
六
日
午
後
一
時
〜
六
時
、
会
場
：
こ
こ
ろ

の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
中
会
議
室
よ
り
）

第五章　モノと感覚・価値に関する基盤研究第一回シンポジウム 「言葉の感覚・価値─その韻律、質感、視点から─」討議

産経新聞平成 22 年（2010）11月21日朝刊掲載



142 ●モノマニア？ ある日本人の「モノ理論」

評
論モ

ノ
マ
ニ
ア
？

あ
る
日
本
人
の「
モ
ノ
理
論
」

フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ス
ウ
ィ
フ
ト

奥
井
遼
訳

　

O
A
C

（O
pen Anthropology C

ooperative
）に
寄
せ
た
書
評

に
お
い
て
、私
は『
物
を
通
し
た
思
考1
』の
主
張
と
、「
モ
ノ
学
」の

旗
を
掲
げ
た
日
本
の
研
究
者
た
ち
が
追
求
し
て
い
る
概
念
と
の
間

の
、あ
る
類
似
し
た
発
想
に
つ
い
て
指
摘
し
た
。こ
こ
で
は
、こ
の

日
本
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
う
。

他
の
人
が
モ
ノ
学
の
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
、聞

い
た
こ
と
が
な
い
な
ら
ど
う
思
う
の
か
、私
は
大
変
興
味
が
あ
る
。

　

こ
こ
に
芭
蕉
が
残
し
た
格
言
が
あ
る
─
─「
松
の
こ
と
は
松
に
な

ら
へ
」。近
年「things

」へ
の
興
味
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、

人
類
学
は
、芭
蕉
の
基
本
的
な
教
訓
に
則
っ
て
成
果
を
上
げ
つ
つ
あ

る
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。だ
が
日
本
の
学
者
た
ち
は
ず
っ
と

「things

」を
通
じ
て
思
考
し
て
き
た
の
で
あ
る
し
、と
り
わ
け
モ
ノ

学
の
場
合
に
お
い
て
は
、海
外
の
学
術
的
発
展
と
は
独
立
し
て
そ
の

思
考
を
強
調
し
て
き
た
。

　

率
直
に
訳
せ
ば
、モ
ノ
学
は「
も
の
に
つ
い
て
の
研
究
」を
意

味
す
る
。だ
が
モ
ノ
は
未
訳
の
ま
ま
に
し
て
お
く
の
が
よ
い
か
と

思
わ
れ
る
。こ
の
用
語
を
翻
訳
す
る
ぴ
っ
た
り
の
や
り
方
は「
モ

ノ
ロ
ジ
ー
」
で
あ
ろ
う
。（
研
究
代
表
者
の
鎌
田
東
二
は
、「
モ
ノ
ソ

フ
ィ
」と
か「
モ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
」な
ど
と
提
案
し
て
い
る
が
、ど
ち
ら
も

い
さ
さ
か
ゴ
テ
ゴ
テ
し
た
言
い
方
で
あ
る
、と
私
は
考
え
る
。）も
っ
と

も「things

」の
意
味
が
単
一
で
は
な
い
の
と
同
じ
で
、モ
ノ
も

ま
た
一
義
的
で
な
く
、こ
の
二
つ
は
厳
密
に
は
重
な
り
合
っ
て
い

な
い
。日
本
語
で
は
、モ
ノ
は
い
ろ
い
ろ
な
漢
字
で
表
記
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
意
味
合
い
が
異
な
る
。す
な
わ
ち
、モ
ノ
は「
物（
事
実
、

物
体
）」、「
者（
人
）」、さ
ら
に
曖
昧
な
こ
と
に
、「
霊（
魂
）」を
意

味
す
る
。モ
ノ
学
が
探
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、異
な
り
な

が
ら
も
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
う
し
た
領
域
─
─
概
念
の
一
般
的

な
布
置
─
─
で
あ
る
。そ
れ
ゆ
え
モ
ノ
学
に
お
い
て
は
、概
念
の

選
択
幅
を
で
き
る
だ
け
広
げ
、三
つ
の
意
味
を
並
列
し
て
呼
び
起

こ
す
た
め
に
、モ
ノ
を
カ
タ
カ
ナ
で
表
記
し
て
い
る
。鎌
田
が
書

く
よ
う
に
、モ
ノ
は
表
徴
の
な
い
指
示
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と

で
、「
者
」「
物
」「
霊
」を
横
断
し
、社
会
科
学
、自
然
科
学
、宗
教

学
と
多
彩
な
領
域
へ
入
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

モ
ノ
学
は
、モ
ノ
を
領
域
横
断
的
で
あ
る
と
見
な
し
て
、宗
教

学
、文
化
研
究
、ニ
ュ
ー
メ
デ
ィ
ア
、芸
術
、デ
ザ
イ
ン
、ロ
ボ
テ
ィ

ク
ス
な
ど
、と
り
ど
り
の
研
究
者
を
集
め
た
。結
果
と
し
て
、あ

る
研
究
者
は
モ
ノ
の
民
族
誌
的
な
あ
り
方
の
み
な
ら
ず
、（
物
か
ら

霊
へ
と
）拡
張
さ
れ
た
モ
ノ
の
概
念
が
、産
業
デ
ザ
イ
ン
や
ロ
ボ
ッ

ト
の
デ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
問
題
に
ど
う
応
用
さ
れ
る
の
か
に
つ
い

て
も
探
求
す
る
。

　

モ
ノ
と
い
う
用
語
は
、明
ら
か
に
英
語
の「thing

」以
上
に
、

霊
的
側
面
を
説
明
す
る
よ
う
で
あ
る
。（「
憑
き
物
」、「
物
の
怪
」と

い
っ
た
言
葉
か
ら
確
認
さ
れ
よ
う
。）モ
ノ
学
の
目
的
の
一
部
は
、日

本
に
お
け
る「things
」の
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
、あ
る
い
は

生
命
性
の
次
元
を
描
き
出
す
こ
と
に
あ
る
。た
と
え
ば
宗
教
学
者

の
島
薗
進
は
、そ
の
担
当
箇
所
に
お
い
て
、モ
ノ
の
魅
力
、モ
ノ

が
生
み
出
し
得
る
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
愛
着
に
つ
い
て
紙
面
を

割
い
て
い
る
。そ
れ
が
人
間
に
普
遍
的
な
心
理
的
能
力
に
よ
る
も

の
だ
と
い
う（Stew

art G
uthrie

に
お
け
るFaces in the C

louds

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
）結
論
は
、私
が
思
う
に
人
類
学
的
見
地
か
ら

す
れ
ば
常
識
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
む
し
ろ
よ
り
挑
戦
的
な
の
は
、モ
ノ
学
は
一
五
世
紀
の
能
楽
師
、

世
阿
弥
に
始
ま
る
と
述
べ
る
鎌
田
の
示
唆
で
あ
る
。鎌
田
は
能
舞

の
重
要
な
役
割
を
、荒
ぶ
る
魂
を
鎮
め
る
こ
と
と
見
な
し
、「
物
語
」

「
物
ま
ね
」「
憑
き
物
」と
の
間
の
モ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
連
関
を
見
つ

け
出
し
た
。物
ま
ね
に
よ
っ
て
、能
の
為
手
は
モ
ノ
に
憑
依
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
に
、物
語
を
通
じ
て
鎮
魂
が
果
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
く
刺
激
的
で
興
味
深
い
の
は
、表
と
裏
と
、見
え
る
も
の

と
見
え
な
い
も
の
の
構
造
を
描
く
試
み
で
あ
る
。鎌
田
は
、こ
れ

ら
の
錯
綜
し
た
関
係
を
図
化
す
る
た
め
に
、ロ
イ
・
ワ
グ
ナ
ー
が

「
そ
の
内
側
と
外
側
と
が
同
時
に
表
面
で
あ
る2
」と
記
述
し
た
、ク

ラ
イ
ン
の
壷
の
交
差
反
転
を
持
ち
出
し
て
い
る
。こ
れ
は
い
た
ず

ら
に
深
遠
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、は
か
ら
ず
も
私
に

と
っ
て
は
示
唆
的
で
あ
っ
た
。と
い
う
の
は
、日
本
の
新
宗
教
に

対
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
と
き
の
あ
る
出
来
事
を
思

い
出
す
か
ら
で
あ
る
。「
物
理
的
な
身
体（
肉
体
）」と「
精
神
的
な

身
体（
霊
体
）」と
の
関
係
に
混
乱
し
た
私
は
、そ
の
こ
と
を
メ
ン

バ
ー
に
尋
ね
た
。彼
女
は
前
の
机
に
あ
る
段
ボ
ー
ル
箱
を
見
て
、

そ
の
蓋
の
な
い
端
を
指
差
し
て
言
っ
た
。「
ど
こ
で
外
側
が
内
側

に
な
る
か
に
つ
い
て
は
分
か
ら
な
い
で
し
ょ
う
」と
。そ
の
箱
と

同
じ
く
、身
体
も
ま
た
そ
う
だ
と
い
う
の
で
あ
る
─
─
モ
ノ
は
交

差
反
転
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、こ
こ
で
私
は
こ
の
独
り
言（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）、ご
く
部
分

的
な
モ
ノ
学
の
紹
介
を
終
え
、モ
ノ
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い

て
聞
い
て
み
た
い
。今
ま
で
に
モ
ノ
学
を
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。面
白
く
、価
値
が
あ
る
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
（1. 31. 2011. in Anthropology of Japan

）
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Mono-mania? : a Japanese take on ‘thing theory’
Posted by Philip Swift on January 31, 2011 at 4:56am in Anthropology of Japan

 In a review of Thinking Through Things for the OAC, I 
noted certain similarities in spirit between the argument 
of this book and the ideas currently being pursued by a 
motley collective of researchers in Japan under the 
banner of the Monogaku project. It occurred to me that 
this project might do with a separate, special mention 
here because I’m interested in finding out if anyone’s 
ever heard of Monogaku, and, even if they haven’t, what 
they might make of it anyway.
 There is an aphorism attributed to the poet Basho: ‘what 
the pine is, learn it from the pine’ (matsu no koto wa 
matsu ni narahe). Judging from the present fascination 
with ‘things’, it would seem that anthropology has lately 
been cashing in on Basho’s elementary lesson. But 
scholars in Japan have been thinking ‘things’ through as 
well, and, in the case of the Monogaku group, anyway, 
they have apparently been doing so independently of 
academic developments over here.
 Straightforwardly translated, Monogaku means ‘the 
study of things’ (mono, in Japanese, more or less 
meaning ‘thing’; gaku more or less meaning ‘study’). 
But mono is perhaps better left untranslated, so that 
mono-logy might perhaps be a happy way of rendering 
the term. (Although, Kamata Tôji, who has been 
directing the research, has suggested ‘Mono-sophy’ or 
‘Mono-logical thinking’, both slightly unwieldy 
denominations, I think.) But just as the meaning of 
‘thing’ isn’t singular, the meaning of mono isn’t 
monolithic either, and the two terms don’t exactly 
overlap. In Japanese, mono can be written in kanji 
(Chinese characters) in a number of ways, each 
permitting of a different determination. Thus, mono　物 , 
‘thing, object’; mono 者 , ‘person, aspect of a person’; 
and, more obscurely, mono 霊 , ‘spirit’. It is these 
different, but related, dimensions – and this conceptual 
constellation in general – that Monogaku is keen to 
explore, and for which reason the contributors often 
choose to represent mono by means of katakana (one of 
the two Japanese syllabic systems of writing), in order to 
keep the conceptual options as open as possible, and so 
to conjure with all three meanings concurrently. It is by 
means of this more unmarked designation of mono that, 
as Kamata (in his editorial capacity) writes, the term 
traverses the senses of ‘person’, ‘thing/matter’ and 
‘spirit’, and so simultaneously enters the territory of 
social science, natural science, and religious studies.
 Because mono, so conceived, criss-crosses disciplines, 
the Monogaku programme has gathered together an 
eclectic mix of researchers, from religious studies, 
cultural studies, new media, art and design, robotics, and 
so on. Consequently, particular contributors not only 
explore the modes of mono ethnographically, but also 
even how this expanded concept of mono (as thing-
spirit) might be applied to problems in industrial design 
and the design of robots.
 More evidently than the English ‘thing’, mono-terms 

may express a spiritual side (as can be seen in words 
such as tsukimono, ‘spirit possession’, mononoke, 
‘spirit’, ‘spectre’, etc), and it is part of the aim of 
Monogaku to draw attention to this animistic, or 
animated dimension of ‘things’ in Japan (and to some 
extent elsewhere). For example, Shimazono Susumu (a 
specialist in religious studies) devotes his chapter to the 
attractions of things, and the animistic intimacies that 
they are  capable  of  engender ing.  Al though his 
conclusion, that this owes to a pan-human psychological 
faculty (which is somewhat reminiscent of Stewart 
Guthrie’s argument in Faces in the Clouds) is, I think, 
fairly flat and uninspiring from an anthropological point 
of view.
 Rather more provocative is Kamata’s suggestion that 
Monogaku began with Zeami,  the 15th century 
playwright and principal creator of Noh theatre. 
Obse rv ing  tha t  an  impor t an t  func t ion  o f  Noh 
performance is the calming of angry spirits, Kamata 
points up the mono-logical associations between 
‘storytelling’ (monogatari), ‘imitation’ (monomane) and 
spirit possession (tsukimono), so that, by imitating mono, 
the Noh performer becomes possessed by them, and thus, 
through story (the telling of mono) the spirits may be 
calmed.
 Equally evocative and interesting, I think, is Kamata’s 
attempt to picture the structure of mono in terms of their 
front (omote) and reverse (ura) sides, or their visible and 
invisible dimensions. In order to imagine these complex 
relations, Kamata appeals to the chiasmic topography of 
the Klein bottle, that intertwisted figure that Roy Wagner 
(deploying it for different purposes) describes as ‘a 
single surface that is at the same time both inside and 
outside of itself ’ (Coyote Anthropology, p.7). This might 
seem to be unnecessarily esoteric, but I happen to find it 
suggestive, because it calls to mind an episode from my 
own fieldwork with members of a Japanese new religion. 
Puzzled by the relations between the ‘physical body’ 
(nikutai) and the ‘spirit body’ (reitai), I asked a regular 
member about them. Gesturing at a cardboard box on the 
table before us, she pointed at its lidless edge and said, 
‘You wouldn’t know where its outside becomes its 
inside’. As with the box, so too with the bodies: things 
constituted through chiasmic relations.
 But here I’ll conclude this mono-logue, my highly 
partial introduction to Monogaku, and ask what others 
might make of this project. Have you heard of it? Do you 
find it interesting, useful, or otherwise?

Bibliography: 
Kamata Tôji (ed.), Monogaku no bôken [Adventures in 
Mono-logy] (Osaka: Sôgensha, 2009).
Kamata Tôji (ed.), Monogaku: kankaku kachiron [Mono-
logy: Studies in Sense Value] (Kyoto: Kôyô Shobô, 
2010).
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N
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「
モ
ノ
学
の
構
築
」
の
科
研
は
二
〇
〇
六
年
四
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
三
月
ま
で
で
ひ
と

ま
ず
終
了
し
た
が
、
本
年
度
は
大
西
宏
志
さ
ん
が
研
究
代
表
者
と
な
り
渡
邊
淳
司
さ
ん

と
協
力
し
つ
つ
、
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
の
一
般
公
募
型
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

「
モ
ノ
と
感
覚
・
価
値
に
関
す
る
基
盤
研
究
」
と
し
て
継
続
発
展
さ
せ
た
。
本
号
（
第

五
号
）
第
一
部
の
後
半
と
第
三
部
の
全
体
は
そ
の
研
究
成
果
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
読
み

で
が
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
で
は
、
こ
こ
ろ
観
研
究
、
ワ
ザ

学
研
究
、
癒
し
空
間
・
平
安
京
生
態
智
・
延
喜
式
内
社
・
寒
川
神
社
研
究
な
ど
の
研
究

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
み
な
「
モ
ノ
学
」
と
深
い
か
か
わ
り

が
あ
る
。「
モ
ノ
学
」
が
存
在
論
・
本
体
論
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
ろ
観
や
ワ
ザ
学
や
癒

し
空
間
研
究
は
認
識
論
や
実
用
論
で
あ
り
、
応
用
的
各
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
次
年
度

に
向
け
て
さ
ら
に
力
強
く
深
化
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
。	

（
鎌
田
東
二
）

本
誌
校
了
間
際
に
起
き
た
未
曽
有
の
大
地
震
。
あ
ら
た
め
て
自
然
の
す
さ
ま
じ
い
力
に

畏
怖
し
、
一
人
で
も
多
く
の
方
が
救
わ
れ
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
。
阪
神
淡
路
大
震
災

の
と
き
、
家
も
物
も
壊
れ
る
中
、
家
族
が
み
な
無
事
な
の
を
見
て
、「
形
あ
る
も
の
は

み
な
潰
れ
る
。
命
あ
っ
て
の
物
種
」
と
心
底
感
じ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。	

（
原　

章
）

森
林
棲
の
カ
メ
レ
オ
ン
（Cham

aeleo	sp.?

）
の
一
種
。
食
用
に
は
な
ら
な
い
が
、
遊

び
相
手
に
は
も
っ
て
こ
い
の
動
物
で
あ
る
。（
カ
メ
ル
ー
ン
共
和
国
東
部
州
ブ
ン
バ
・

ン
ゴ
コ
県
ド
ン
ゴ
村
に
て
。
大
石
高
典
）

編
集
後
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