
　
﹁
身
心
変
容
技
法
の
比
較
宗
教
学
―
心
と
体
と
モ
ノ
を
つ
な
ぐ
ワ
ザ
の
総
合
的
研
究
﹂︵
基
盤
研
究
⎝A⎠

二
〇
一
一
年
度
～
二
〇
一
四
年
度
︶
に
続
く
第
二
弾
研
究
の
﹁
身
心
変
容
技
法
と
霊
的
暴
力
―
宗
教

経
験
に
お
け
る
負
の
感
情
の
浄
化
の
ワ
ザ
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹂︵
基
盤
研
究
⎝A⎠
二
〇
一
五
年
度
～
二

〇
一
八
年
度
︶
が
始
ま
っ
て
本
年
度
で
二
年
目
と
な
る
︒

　

本
年
度
は
︑
九
回
の
定
例
公
開
研
究
会
︵
第
四
七
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会
～
第
五
五
回
身
心
変
容
技
法
研

究
会
︶︑
特
別
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
今
ふ
た
た
び
平
和
と
宗
教
と
公
共
を
問
う
﹂
と
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
﹁
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
﹂︑
二
回
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
︵
二
〇
一
六
年
六
月
と
二
〇
一
七

年
三
月
の
二
回
に
わ
た
る
鎌
田
の
東
北
被
災
地
追
跡
調
査
︵
第
一
一
回
目
～
第
一
二
回
目
︶︑
天
河
大
辨
財
天
社
の

鬼
の
宿
・
節
分
祭
・
立
春
祭
調
査
︶︑
毎
月
一
度
の
定
例
分
科
研
究
会
﹁
世
阿
弥
研
究
会
﹂
を
行
っ
た
︒

　

本
年
度
も
目
い
っ
ぱ
い
研
究
活
動
を
展
開
し
た
︒
そ
の
成
果
が
身
心
変
容
技
法
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
や
本
誌
﹃
身
心
変
容
技
法
研
究
﹄
第
六
号
に
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

　

本
年
度
︵
二
〇
一
六
年
度
︶
に
行
っ
た
研
究
会
活
動
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

第
四
七
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
四
月
一
五
日
︵
金
︶　

上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
船
曳
建
夫
﹁
キ
リ
ス
ト
教
と
霊
的
暴
力
と
そ
の
乗
り
越
え
﹂

•
発
表
②
藤
田
一
照
﹁
仏
教
と
霊
的
暴
力
と
そ
の
乗
り
越
え
﹂

第
四
八
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
五
月
一
六
日
︵
月
︶　

上
智
大
学
大
阪
サ
テ
ラ
イ
ト
キ

ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
古
谷
寛
治
﹁
分
子
生
物
学
か
ら
学
ぶ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
に
よ
る
身
心
変
容
﹂

•
発
表
②
松
田
和
郎
﹁
神
経
科
学
と
身
心
変
容
：
分
子
︑
神
経
回
路
か
ら
世
界
史
ま
で
―
歴
史
上
の

人
物
と
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
﹂

第
四
九
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
六
月
一
三
日
︵
月
︶　

上
智
大
学
大
阪
サ
テ
ラ
イ
ト
キ

ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
唐
澤
大
輔
﹁
南
方
熊
楠
の
心
霊
研
究
と
身
心
変
容
体
験
―
那
智
隠
栖
期
を
中
心
に
﹂

•
発
表
②
門
前
斐
紀
﹁
宮
沢
賢
治
に
お
け
る
﹃
脱
人
間
﹄
の
人
間
学
―
﹃
セ
ロ
弾
き
の
ゴ
ー
シ
ュ
﹄

を
め
ぐ
っ
て
﹂

第
五
〇
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
七
月
一
五
日
︵
金
︶　

上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
土
屋
昌
明
﹁
中
国
の
洞
窟
観
念
と
身
体
の
問
題
―
洞
天
思
想
を
め
ぐ
っ
て
﹂

•
発
表
②
関
一
敏
﹁
神
秘
の
生
産
力
―
マ
サ
ビ
エ
ル
の
洞
窟
で
起
き
た
こ
と
﹂

第
五
一
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
九
月
二
六
日
︵
月
︶　

上
智
大
学
大
阪
サ
テ
ラ
イ
ト
キ

ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
鎌
田
東
二
﹁
ユ
ー
ラ
シ
ア
を
つ
な
ぐ
身
心
変
容
動
線
の
過
去
と
未
来
―
中
国
と
ロ
シ
ア
を

貫
通
す
る
も
の
﹂

•
発
表
②
倉
島
哲
﹁
現
代
社
会
に
お
け
る
身
心
変
容
問
題
―
太
極
拳
の
広
が
り
に
つ
い
て
の
社
会
学

的
考
察
﹂

第
五
二
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
︵
金
︶　

上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
井
関
大
介
﹁
江
戸
儒
学
と
身
心
変
容
技
法
﹂

•
発
表
②
大
石
高
典
﹁﹃
ア
フ
リ
カ
修
験
道
﹄
と
﹃
ア
フ
リ
カ
俳
句
﹄
―
人
類
学
的
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ

ー
ク
と
身
心
変
容
技
法
﹂

第
五
三
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
六
年
一
一
月
二
八
日
︵
月
︶　

上
智
大
学
大
阪
サ
テ
ラ
イ
ト

キ
ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
花
村
周
寛
﹁
聖
地
と
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
と
身
心
変
容
﹂

•
発
表
②
石
井
匠
﹁
縄
文
文
化
と
身
心
変
容
﹂

第
五
四
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
七
年
一
月
三
〇
日
︵
月
︶　

上
智
大
学
大
阪
サ
テ
ラ
イ
ト
キ

ャ
ン
パ
ス

•
発
表
①
秋
丸
知
貴
﹁
自
然
体
験
と
身
心
変
容
―
﹃
も
の
派
﹄
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂

•
発
表
②
粂
川
麻
里
夫
﹁
自
然
体
験
と
身
心
変
容
―
ゲ
ー
テ
自
然
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂

第
五
五
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会　

二
〇
一
七
年
二
月
二
四
日
︵
金
︶　

上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

1

科
研
研
究
年
報
誌『
身
心
変
容
技
法
研
究
』第
六
号

刊
行
に
あ
た
っ
て

　
研
究
代
表
者

　
鎌
田
東
二



テ
ー
マ
：﹁
ダ
ン
ス
と
演
劇
と
身
心
変
容
﹂

•
発
表
①
外
山
紀
久
子
﹁
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
と
身
心
変
容
技
法
﹂

•
発
表
②
船
曳
建
夫
﹁
究
極
の
身
体
―
ロ
ボ
ッ
ト
化
を
目
指
す
古
典
芸
能
﹂

　

ま
た
︑
二
つ
の
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
次
の
も
の
で
あ
る
︒

特
別
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
今
ふ
た
た
び
平
和
と
宗
教
と
公
共
を
問
う
」

二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
六
日
︵
日
︶　

上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

•
講
演
①
小
林
正
弥
﹁
神
道
と
政
治
―
い
ま
再
び
平
和
と
公
共
を
問
う
﹂

•
講
演
②
栗
田
禎
子
﹁
中
東
情
勢
と
日
本
・
世
界
の
ゆ
く
え
﹂

•
講
演
③
鎌
田
東
二
﹁
平
和
と
神
道
の
問
題
性
と
宗
教
の
未
来
―
ゆ
ず
り
と
ゆ
る
し
に
よ
る
変
容
と

公
共
﹂

•
総
合
討
論
：
小
林
正
弥
＋
栗
田
禎
子
＋
鎌
田
東
二
＋
千
葉
眞
︵
司
会
︶

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
」

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
八
日
︵
日
︶　

上
智
大
学
四
谷
キ
ャ
ン
パ
ス

•
講
演
①
レ
オ
ニ
ー
ド
・
ア
ニ
シ
モ
フ
﹁
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
演
劇
法
と
身
心
変
容
技
法
に
つ
い

て
﹂

•
講
演
②
セ
ル
ゲ
イ
・
ヤ
ー
チ
ン
﹁
ロ
シ
ア
神
秘
思
想
に
お
け
る
身
心
変
容
︵
技
法
︶
に
つ
い
て
﹂

•
講
演
③
松
岡
心
平
﹁
世
阿
弥
の
演
劇
法
と
身
心
変
容
技
法
に
つ
い
て
﹂

•
講
演
④
内
田
樹
﹁
世
阿
弥
の
身
心
変
容
技
法
と
武
道
と
の
関
係
﹂

•
講
演
⑤
松
嶋
健
﹁
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
か
ら
見
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
世
阿
弥
﹂

•
講
演
⑥
鎌
田
東
二
﹁
世
阿
弥
と
修
験
道
と
山
伏
神
楽
の
身
心
変
容
技
法
に
つ
い
て
﹂

•
総
合
討
論
：
ア
ニ
シ
モ
フ
＋
ヤ
ー
チ
ン
＋
松
岡
心
平
＋
内
田
樹
＋
松
嶋
健
＋
鎌
田
東
二
︵
司
会
︶

　

こ
れ
ら
の
研
究
会
で
の
研
究
発
表
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
ほ
と
ん
ど
は
本
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
そ

こ
で
問
い
か
け
ら
れ
た
の
は
︑

　

①
霊
的
暴
力
や
魔
や
悪
魔
の
問
題

　

②
身
心
変
容
︵
技
法
︶
と
芸
術
・
芸
能
と
の
関
係

　

③
身
心
変
容
︵
技
法
︶
を
科
学
す
る

　

④
身
心
変
容
︵
技
法
︶
を
哲
学
す
る

　

⑤
身
心
変
容
︵
技
法
︶
と
教
育

　

⑥
身
心
変
容
︵
技
法
︶
と
聖
地
な
い
し
場
所

な
ど
な
ど
の
問
題
で
あ
る
︒

　
﹁
身
心
変
容
︵transform

ation of body &
 m

ind

︶﹂﹁
霊
的
暴
力
︵spiritual violence

︶﹂﹁
霊
的
虐
待
︵spiritual 

abuse

︶﹂
の
概
念
を
明
確
に
し
つ
つ
︑
そ
の
負
の
局
面
を
分
析
・
考
察
す
る
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
や
禅
や
瞑
想
︑

﹁
悪
魔
﹂
や
﹁
魔
境
﹂
や
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
の
問
題
が
問
い
か
け
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
縄
文
時
代
の
身
心

変
容
や
古
代
の
洞
窟
︵
洞
天
︶
が
果
た
し
た
象
徴
機
能
や
役
割
や
︑
そ
こ
に
お
け
る
諸
種
の
身
体
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
に
つ
い
て
考
察
の
目
を
向
け
た
︒

　

こ
う
し
て
︑
二
年
目
と
な
る
二
〇
一
六
年
度
の
一
年
の
研
究
成
果
を
本
誌
で
総
括
報
告
す
る
︒
今
後

い
っ
そ
う
継
続
的
に
︑
理
論
的
研
究
と
事
例
的
研
究
と
実
験
的
研
究
の
突
き
合
わ
せ
と
整
理
を
行
い
︑
そ

れ
を
書
籍
化
し
て
い
く
計
画
で
︑
二
〇
一
七
年
中
に
は
第
一
弾
の
﹁
脳
科
学
と
身
心
変
容
技
法
﹂
を
テ

ー
マ
と
し
た
本
が
出
る
予
定
で
あ
る
︒

　

こ
う
し
た
本
研
究
会
の
研
究
活
動
の
過
程
と
内
容
は
︑
随
時
﹁
身
心
変
容
技
法
研
究
会
﹂
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
︵http://waza-sophia.la.coocan.jp/

︶
と
科
研
研
究
年
報
誌
﹃
身
心
変
容
技
法
研
究
﹄
に
詳
し
く
報
告
・

公
開
・
発
表
し
て
い
く
の
で
︑
ぜ
ひ
広
く
深
く
参
照
・
参
究
し
て
い
た
だ
き
た
い
︒

2



は
じ
め
に
―
い
の
り
と
の
ろ
い

﹁
悪
魔
﹂
と
い
う
言
葉
は
便
利
で
あ
る
︒
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
︑

す
べ
て
の
多
様
で
曖
昧
な
も
の
も
一
括
排
除
し
去
る
こ
と
が
で
き

る
便
利
な
﹁
削
除
語
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒
い
や
な
も
の
︑
嫌
い
な

も
の
︑
見
た
く
な
い
も
の
︑
退
け
た
い
も
の
を
﹁
悪
魔
﹂
と
呼
び
︑

忌
避
し
排
除
す
る
︒﹁
死
ね
！
﹂
な
ど
の
ほ
か
︑
人
間
世
界
に
お
け

る
最
高
最
大
の
排
除
語
の
一
つ
が
﹁
悪
魔
﹂
で
あ
る
︒

だ
が
︑
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑﹁
ア
ク
マ
の
か
な
し

み
﹂︵
悪
魔
の
悲
し
み
︶
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　
﹁
悪
魔
﹂
と
成
る

﹁
悲
し
み
﹂
と
︑﹁
悪
魔
﹂
と
呼
ぶ
／
呼
ば
れ
る
﹁
悲
し
み
﹂︒
こ
の

二
種
の
悲
し
み
を
慎
重
に
区
別
し
な
が
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
︒
本
科
研
の
副
題
と
な
っ
て
い
る
﹁
宗
教
経
験
に
お
け
る
負
の

感
情
の
浄
化
の
ワ
ザ
に
関
す
る
総
合
的
研
究
﹂
を
進
め
て
い
く
た

め
に
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
破
壊
に
つ
な
が
っ
て
い
く
負
の
感
情
︵
怨

み
︑
嫉
み
︑
怒
り
︑
憎
し
み
な
ど
︶
の
分
析
と
制
御
に
加
え
て
︑﹁
悪
﹂

や
﹁
悪
魔
﹂
の
発
生
と
は
た
ら
き
を
考
察
す
る
﹁
悪
魔
論
﹂
は
避

け
て
通
る
こ
と
の
で
き
な
い
課
題
と
な
る
︒
ま
た
こ
れ
に
関
連
し

て
︑
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
︵
ブ
ッ
ダ
・
釈
迦
︶
は
悟
り
に
至
る

仏
道
修
行
に
お
い
て
呪
術
や
呪
い
を
禁
止
し
て
い
る
が
︑
そ
の
こ

と
の
意
味
を
よ
く
考
え
て
み
る
必
要
も
あ
る
︒

そ
こ
で
︑﹁
悪
魔
論
﹂
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
︑
ま

ず
﹁
の
ろ
い
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
︒
呪
い
も
他
者
排
除
の
欲

求
か
ら
生
み
出
さ
れ
て
く
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒

呪
い
は
他
者
を
害
す
る
邪
悪
な
呪
詛
行
為
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

そ
こ
に
は
他
者
へ
の
憎
し
み
や
怒
り
や
嫉
妬
や
敵
対
心
が
渦
巻
い

て
い
る
︒
怒
り
や
恨
み
の
感
情
を
表
出
し
攻
撃
に
転
化
す
る
行
為

の
一
つ
が
呪
い
と
な
る
︒
呪
い
は
﹁
霊
的
暴
力
﹂
の
一
つ
で
あ
る
︒

他
者
を
呪
う
に
は
︑
そ
の
理
由
が
あ
る
︒
呪
い
を
生
み
出
す
負

の
体
験
が
あ
る
︒
不
当
で
理
不
尽
な
暴
力
や
弾
圧
や
差
別
や
排
除

を
加
え
ら
れ
た
り
す
る
負
の
体
験
を
何
ら
か
の
方
法
で
浄
化
で
き

な
い
時
︑
ま
た
そ
の
負
の
体
験
が
鬱
屈
し
蓄
積
さ
れ
る
時
呪
い
が

生
ま
れ
て
く
る
︒

だ
が
︑
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
負
の
体
験
の
堆
積
が
あ
っ
た
と

し
て
も
︑
呪
い
を
社
会
的
弱
者
や
不
遇
者
の
反
撃
の
機
会
や
手
段

と
し
て
正
当
化
で
き
る
だ
ろ
う
か
？

﹁
人
を
呪
わ
ば
穴
二
つ
﹂
と
い
う
諺
が
あ
る
︒
呪
い
を
人
に
向
け

る
と
そ
の
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
い
つ
し
か
必
ず
自
分
に
跳
ね
返
っ

て
き
て
身
を
滅
ぼ
す
よ
う
に
な
る
と
い
う
喩
え
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹁
穴
二
つ
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
の
﹁
負
の
連
鎖
﹂
が
終
わ
ら
な
い
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
︒
人
を
墓
場
に
導
け
ば
︑
そ
の
反
動
で
自
分

も
墓
場
に
導
か
れ
る
︒
だ
か
ら
︑
呪
い
は
止
め
な
さ
い
︑
と
い
う

教
訓
で
あ
る
︒

多
く
の
宗
教
者
は
愛
や
慈
悲
の
実
践
と
そ
の
効
用
を
説
く
︒
祈

り
や
瞑
想
の
大
切
さ
を
強
調
す
る
︒
そ
れ
が
負
の
感
情
の
浄
化
に

は
た
ら
く
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
こ
と
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
極
め
て
大
切
な
心
で
あ
り
行

為
で
あ
る
︒

だ
が
そ
れ
以
上
に
︑
愛
や
慈
悲
や
祈
り
の
対
極
に
あ
る
負
の
感

情
の
表
出
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ

ダ
ル
タ
は
︑﹃
ダ
ン
マ
パ
ダ
︵
法
句
経
︶﹄︵﹃
真
理
の
こ
と
ば
﹄
中
村

元
訳
︑
岩
波
文
庫
︶
の
第
五
偈
で
︑﹁
実
に
こ
の
世
に
お
い
て
は
︑
怨

み
に
報
い
る
に
怨
み
を
以
て
し
た
な
ら
ば
︑
つ
い
に
怨
み
の
息
む

こ
と
が
な
い
︒
怨
み
を
す
て
て
こ
そ
息
む
︒
こ
れ
は
永
遠
の
真
理

で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
怨
み
を
捨
て
る
﹂
道
と
そ

の
実
践
法
を
説
い
て
い
る
︒

そ
う
し
た
﹁
負
の
感
情
処
理
者
﹂
と
し
て
の
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ

ダ
ル
タ
の
あ
り
よ
う
を
︑
ニ
ー
チ
ェ
は
﹃
こ
の
人
を
見
よ
﹄
や
﹃
曙

光
﹄
の
中
で
︑﹁
怨ル

サ
ン
テ
イ
マ
ン

恨
感
情
﹂
を
解
放
す
る
﹁
あ
の
深
い
生
理
学
者

仏
陀
﹂
と
か
︑﹁
自
己
救
済
の
宗
教
の
師
︑
ブ
ッ
ダ
﹂
と
称
え
︑
仏

教
を
﹁
衛
生
学
﹂︵H

ygiene

︶
と
呼
ん
で
い
る
︒

3
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怨ル
サ
ン
テ
イ
マ
ン

恨
感
情
は
病
人
に
と
っ
て
は
絶
対
の
禁
物
で
あ
り
︑
も
っ

ぱ
ら
病
人
の
悪
な
の
だ
が
︑
困
っ
た
こ
と
に
︑
病
人
と
い
う
も

の
は
え
て
し
て
こ
う
い
う
状
態
に
陥
り
や
す
い
の
だ
︒
―
こ

の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
た
の
は
あ
の
深
い
生
理
学
者
仏ブ

ッ
ダ陀

で

あ
っ
た
︒
仏
陀
の
﹁
宗
教
﹂︑
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
あ

ん
な
哀
れ
む
べ
き
も
の
と
混
同
さ
れ
な
い
た
め
に
は
︑
宗
教
な

ど
と
呼
ば
な
い
で
衛
生
学
と
呼
ん
だ
方
が
い
い
と
思
う
が
︑
と

に
か
く
仏
陀
の
﹁
宗
教
﹂
は
︑
布
教
の
て
が
か
り
を
怨ル

サ
ン
テ
イ
マ
ン

恨
感
情

の
克
服
と
い
う
点
に
置
い
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
魂
を
怨
恨
感
情

か
ら
解
脱
さ
せ
る
こ
と
―
こ
れ
が
快
癒
へ
の
第
一
歩
な
の
だ
︒

﹁
敵
意
に
よ
っ
て
敵
意
が
や
む
こ
と
は
な
い
︑
友
愛
に
よ
っ
て
敵

意
は
や
む
︒﹂
と
い
う
言
葉
が
仏
陀
の
説
法
の
劈
頭
に
あ
る
―

だ
が
︑
こ
ん
な
言
い
方
を
す
る
の
は
決
し
て
道
徳
で
は
な
い
︑
こ

ん
な
言
い
方
を
す
る
の
は
︑
そ
れ
は
生
理
学
だ
︒

―

怨ル
サ
ン
テ
イ
マ
ン

恨
感
情
が
︑
弱
さ
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
︑
そ
れ
は

他
の
誰
に
よ
り
も
そ
の
弱
い
人
自
身
に
一
番
有
害
で
あ
る1

　ニ
ー
チ
ェ
が
指
摘
し
た
よ
う
な
︑﹁
怨ル

サ
ン
テ
イ
マ
ン

恨
感
情
﹂
と
い
う
負
の
感

情
を
解
放
浄
化
す
る
身
心
変
容
の
﹁
生
理
学
﹂
や
﹁
衛
生
学
﹂
が

必
要
で
あ
る
︒
思
想
と
し
て
の
み
な
ら
ず
︑
具
体
的
な
身
心
変
容

技
法
と
し
て
︒
そ
し
て
そ
れ
を
誰
も
が
﹁
衛
生
学
﹂
と
し
て
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
昨
今
の
﹁
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
瞑
想
﹂
の
流
布
は
そ
う
し
た
方
向
に
進
ん
で
い
る
一
つ
の

表
れ
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
同
時
に
瞑
想
過
程
で
起
こ
っ
て

く
る
さ
ら
な
る
負
の
事
態
に
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

と
こ
ろ
で
︑
呪
い
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
︑
そ
れ
が
効
力
を
発

揮
す
る
事
態
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
拙
著
﹃
呪
殺
・
魔
境
論2
﹄︑

﹃﹁
呪
い
﹂
を
解
く3・

1

﹄
で
問
題
に
し
た
が
︑﹁
呪
殺
﹂
す
る
ほ
ど
の

﹁
力
﹂
や
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹂
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
呪

い
は
成
り
立
た
な
い
︒
呪
い
は
眼
に
は
見
え
な
い
が
確
か
に
存
在

す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
他
者
に
差

し
向
け
攻
撃
す
る
と
こ
ろ
に
発
生
す
る
︒
呪
い
が
成
り
立
つ
た
め

に
は
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
確
信
や
そ
れ
を
用
い
た
暴
力
の
行
使

に
対
す
る
認
識
と
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
呪
い
は
呪
い
の

精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
︵
呪
力
︶
に
よ
っ
て
相
手
を
打
ち
負
か
そ
う
と

す
る
行
為
で
あ
る
か
ら
︑
呪
う
相
手
に
対
し
て
は
っ
き
り
と
し
た

暴
力
性
や
攻
撃
性
を
向
け
︑
そ
の
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
︒
呪
い

は
無
意
識
的
な
行
為
で
は
な
い
︒
極
め
て
自
覚
的
な
意
識
的
な
行

為
で
あ
り
︑
差
し
向
け
る
負
の
感
情
の
強
さ
や
重
さ
に
気
づ
い
て

い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
は
消
え
る
こ
と
な
く
︑﹁
穴
二
つ
﹂
と

し
て
戻
っ
て
く
る
︒
負
の
報
酬
系
と
し
て
︒
リ
タ
ー
ン
す
る
︒

そ
の
呪
い
と
祈
り
は
同
根
で
あ
る
︒
ど
ち
ら
も
精
神
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
し
て
リ
ア
ル
な
実
体
性
を
持
つ
︒
ゆ
え
に
︑
そ
れ
は
入
り
組

ん
だ
執
念
や
執
着
の
縺
れ
を
生
む
︒
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
は

そ
の
精
神
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
連
鎖
と
構
造
に
ク
リ
ア
ー
な
認
識
と
態

度
を
示
し
た
︒
そ
れ
は
一
つ
の
戦
略
で
あ
り
選
択
で
あ
っ
た
︒
あ

る
い
は
断
念
︒

祈
り
の
延
長
線
上
に
は
︑
祝
い
と
鎮
め
が
あ
る
︒
祝
福
と
鎮
魂

が
あ
る
︒
讃
歌
・
讃
美
歌
・
感
謝
は
︑
祝
い
の
形
で
あ
る
︒
世
界

や
存
在
を
祝
福
し
讃
美
し
幸
福
と
調
和
を
願
う
こ
と
が
祈
り
の
一

つ
の
極
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
鎮
め
は
痛
み
や
悲
し
み
を
鎮

静
さ
せ
る
祈
り
の
形
で
あ
る
︒
傷
つ
い
た
世
界
や
存
在
を
慰
め
︑
癒

し
︑
賦
活
再
生
さ
せ
る
祈
り
が
鎮
め
の
︑
鎮
魂
の
祈
り
で
あ
る
︒

祈
り
が
創
造
と
再
生
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
と
す
れ
ば
︑
呪

い
は
破
壊
と
死
に
向
か
う
ベ
ク
ト
ル
を
持
つ
︒
祈
り
は
静
か
に
そ

の
傷
を
癒
す
は
た
ら
き
を
持
つ
が
︑
呪
い
は
世
界
や
他
者
を
傷
つ

け
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
︑
破
壊
と
消
滅
に
向
か
わ
せ
る
︒
存
在
世
界

を
破
局
に
導
き
︑
非
創
造
的
で
反
生
命
的
な
状
態
︑
す
な
わ
ち
死

に
陥
れ
る
意
志
と
力
が
呪
い
で
あ
る
︒

日
本
神
話
で
祈
り
と
呪
い
を
共
に
最
初
に
実
行
し
た
の
は
︑
大

変
衝
撃
的
な
こ
と
だ
が
︑
大
八
島
国
︵
日
本
列
島
︶
を
産
み
︑
神
々

を
産
み
︑
火
の
神
カ
グ
ツ
チ
を
産
ん
で
黄
泉
の
国
に
身
罷
っ
た
女

神
イ
ザ
ナ
ミ
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
大
変
複
雑
で
デ
リ
ケ
ー
ト

で
二
律
背
反
的
で
象
徴
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る4
︒

1
祈
り
と
呪
い
と
悟
り（
解
脱
）

―
ゴ
ー
タ
マ
革
命

﹁
あ
の
深
い
生
理
学
者
﹂
で
あ
り
︑﹁
自
己
救
済
の
宗
教
の
師
﹂

で
あ
り
︑
身
心
の
﹁
衛
生
学
﹂
者
で
あ
る
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル

タ
は
︑
呪
い
も
占
い
も
否
定
す
る
︒
ニ
ー
チ
ェ
が
影
響
を
受
け
た

初
期
仏
教
経
典
﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
に
は
︑﹁
魚
肉
や
鳥
獣
の
肉

も
︑
断
食
も
︑
裸
体
も
︑
剃
髪
も
︑
結
髪
あ
る
い
は
汚
物
︹
に
ま

み
れ
る
こ
と
︺
も
︑
粗
い
羊
皮
衣
︹
を
着
る
こ
と
︺
も
︑
あ
る
い

は
火
神
へ
の
献
供
に
し
た
が
う
こ
と
も
︑
あ
る
い
は
こ
の
世
に
お

け
る
不
死
︹
を
得
る
た
め
︺
の
多
く
の
苦
行
も
︑︹
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典

の
︺
呪
句
と
祭
祀
も
︑
供
犠
も
︑
季
節
の
行
事
も
︑
疑
惑
を
超
え

て
い
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
ら
は
人
を
清
め
な
い
︒﹂︵
二
四
九
︶
と
か
︑

﹁
世
尊
は
言
わ
れ
た
︒
／
﹁
吉
凶
占
い
︑
天
変
地
異
占
い
︑
夢
占
い
︑

︹
も
の
に
表
わ
れ
た
吉
凶
の
︺
相
の
占
い
を
除
去
し
︑
彼
は
吉
凶
占

い
の
誤
り
を
捨
て
た
の
で
あ
る
︒
か
の
行
乞
者
は
正
し
く
こ
の
世

に
遍
歴
す
る
で
あ
ろ
う
﹂︵
三
六
〇
︶
と
か
︑﹁
呪
法
︑
夢
占
い
︑
占

相
︑
ま
た
星
占
い
を
行
な
っ
て
は
な
ら
な
い
︒
ま
た
︹
動
物
に
よ

る
︺
声
占
い
︑
懐
妊
術
や
治
療
を
︑
わ
た
し
の
弟
子
は
行
な
っ
て

は
な
ら
な
い
︒﹂︵
九
二
七
︶
と
記
さ
れ
て
い
る5
︒﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー

タ
﹄
の
ブ
ッ
ダ
は
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
祭
式
や
﹃
ア

タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
呪
法
を
明
確
に
否
定
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒

お
そ
ら
く
︑
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
は
︑
修
行
の
あ
る
時
点

で
︑
呪
術
や
卜
占
の
使
用
が
ど
の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
る
か
を
明

確
に
見
透
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
呪
術
的
な
観
念
や
行
為
が
ど
の
よ

う
な
欲
望
︵
煩
悩
︶
に
促
さ
れ
て
生
起
し
て
く
る
か
︑
そ
の
観
念

と
行
為
の
連
鎖
し
て
止
む
こ
と
の
な
い
悪
循
環
の
事
態
と
実
態
を

透
視
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
シ
ャ
ー
マ
ン

や
祭
司
が
行
な
っ
て
い
る
呪
術
・
宗
教
的
身
振
り
を
超
え
て
出
て

ゆ
く
こ
と
を
通
し
て
︑
観
念
と
欲
望
の
脱
神
話
化
・
脱
権
力
化
を

は
か
っ
た
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
︑﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
の
ブ
ッ
ダ

は
︑
バ
ラ
モ
ン
神
学
の
知
と
権
力
と
制
度
を
︑
ま
た
﹁
こ
の
世
と

か
の
世
と
を
と
も
に6
﹂
超
え
出
て
ゆ
こ
う
と
し
た
︒
そ
の
た
め
に

は
何
よ
り
も
﹁
如
実
知
自
心
﹂
が
必
要
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
止

観
﹂︑
と
り
わ
け
︑﹁
観
︵
ヴ
ィ
パ
サ
ナ
︶﹂
が
︒

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
は
当
時
の
宗
教
や
哲
学
思
想
を
十
分

に
理
解
し
て
い
た
︒
シ
ャ
ー
マ
ン
や
祭
司
の
行
な
う
さ
ま
ざ
ま
な

呪
術
的
宗
教
的
な
行
為
や
そ
れ
に
一
喜
一
憂
し
た
り
振
り
回
さ
れ

た
り
す
る
人
々
の
心
を
︒
だ
が
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
は
真
に
解
放

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
迷
い
と
欲
望
の
連
鎖
の
中
か
ら
抜
け
出
る

こ
と
は
で
き
な
い
︒

こ
う
し
て
︑
ブ
ッ
ダ
的
智
慧
は
︑
呪
術
や
宗
教
か
ら
も
︑
ア
ニ
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ミ
ズ
ム
や
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
や
ト
ー
テ
ミ
ズ
ム
か
ら
も
︵
も
ち
ろ

ん
当
時
そ
の
よ
う
な
概
念
や
呼
称
は
な
か
っ
た
が
︶︑
も
っ
と
も
遠
い

と
こ
ろ
へ
と
離
脱
し
突
き
抜
け
て
ゆ
く
智
で
あ
っ
た
︒
ゴ
ー
タ
マ
・

シ
ッ
ダ
ル
タ
は
︑
従
来
の
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
呪
術
―
宗
教
世
界

と
そ
の
効
果
効
能
の
実
態
を
よ
く
よ
く
知
悉
し
た
先
に
︑
脱
呪
術

化
・
脱
宗
教
化
の
踏
み
越
え
に
向
か
っ
た
呪
術
―
宗
教
批
判
者

で
あ
っ
た
︑
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
は
世
界
宗
教

史
の
特
異
点
で
あ
り
︑
解
毒
剤
で
あ
り
︑﹁
メ
タ
ノ
イ
ア
﹂︵μετανοια /

m
eta ･noia

︑
キ
リ
ス
ト
教
で
は
﹁
悔
い
改
め
﹂
と
訳
さ
れ
る
が
︑
視
点

転
換
︑
心
の
転
換
を
意
味
す
る
︶
で
あ
っ
た
︒
こ
の
ゴ
ー
タ
マ
・
ブ

ッ
ダ
の
﹁
メ
タ
ノ
イ
ア
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
メ
タ
・
ヌ
ー
ス
︵
超
智
︶﹂

の
ワ
ザ
こ
そ
︑
極
め
て
自
覚
的
な
身
心
変
容
技
法
で
あ
り
︑
そ
れ

を
ニ
ー
チ
ェ
は
﹁
あ
の
深
い
生
理
学
者
﹂
と
も
﹁
自
己
救
済
の
宗

教
の
師
﹂
と
も
身
心
の
﹁
衛
生
学
﹂
と
も
呼
ん
だ
の
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
衛
生
学
﹂
に
は
﹁
慈
悲
﹂
の
心
が
欠
か
せ
な
い
︒﹁
慈

悲
﹂
な
し
に
は
︑﹁
怨
み
﹂
や
憎
し
み
の
連
鎖
が
消
え
る
こ
と
は
な

い
か
ら
だ
︒

例
え
ば
︑
古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
病
気
や
災
い

は
︑
ガ
ル
ラ
霊
︑
ナ
ム
タ
ル
霊
︑
悪
い
ウ
ド
ゥ
グ
霊
︑
悪
い
ア
ラ

霊
︑
デ
ィ
ム
メ
︑
デ
ィ
ム
メ
ア
な
ど
の
﹁
悪
霊
﹂
の
仕
業
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
︑
そ
れ
ら
の
﹁
悪
霊
﹂
を
追
い
出
す
た
め
の
た
く
さ

ん
の
呪
文
が
考
案
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
諸
文
献
よ
り

も
古
い
︑
紀
元
前
二
〇
〇
〇
年
期
前
半
の
古
バ
ビ
ロ
ニ
ア
時
代
の

呪
文
で
︑
シ
ュ
メ
ー
ル
語
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
︒﹁
悪
い
ウ
ド

ゥ
グ
霊
と
悪
い
ア
ラ
霊
と
は
／
そ
れ
︵
病
人
の
身
体
︶
か
ら
外
に
出

て
し
ま
い
ま
す
よ
う
に
！
﹂︑﹁
偉
大
な
神
々
が
／
誓
っ
た
か
ら
に

は
／
お
前
︵
ら
︶
は
そ
こ
か
ら
外
に
出
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
よ

う
に
！7
﹂
と
﹁
悪
霊
に
対
す
る
呪
文
﹂
に
あ
る
︒﹁︵
こ
れ
は
︶︹
悪

い
ウ
ド
ゥ
グ
︺
霊
︵
ど
も
︶
に
対
す
る
呪
文
で
あ
る
︒﹂
と
さ
れ
る
︒

こ
の
呪
文
は
︑﹁
偉
大
な
神
々
﹂
の
力
を
借
り
て
︑﹁
悪
霊
﹂
が

肉
体
か
ら
﹁
外
﹂
へ
出
て
行
く
こ
と
を
促
す
呪
文
で
あ
る
︒
こ
の

呪
文
が
効
力
を
発
揮
す
る
た
め
に
は
︑
ガ
ル
ラ
霊
や
ナ
ム
タ
ル
霊

な
ど
の
﹁
悪
霊
﹂
が
存
在
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
災
い
を
も
た
ら
し
て

い
る
こ
と
を
信
ず
る
霊
的
世
界
観
が
前
提
と
な
る
︒
そ
し
て
こ
の

霊
的
世
界
観
は
︑
人
間
の
諸
種
の
願
い
や
欲
望
を
︑
祈
禱
や
祭
儀

と
い
う
儀
礼
的
な
方
法
を
用
い
て
神
々
や
霊
に
は
た
ら
き
か
け
る

こ
と
を
通
じ
て
実
現
し
て
い
こ
う
と
す
る
現
世
利
益
と
結
び
つ
い

て
い
る
︒
祝
い
も
呪
い
も
そ
の
点
で
は
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
︒
霊

的
世
界
観
と
祈
り
の
実
効
性
に
対
す
る
確
信
か
ら
出
発
し
て
い
る

と
い
う
点
で
は
変
わ
ら
な
い
︒

祝
い
と
呪
い
の
両
方
の
習
俗
を
包
括
的
な
文
献
資
料
と
し
て
記

録
し
て
い
る
の
が
古
代
イ
ン
ド
の
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
諸
書
で
あ
る
︒

﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
は
︑﹃
リ
グ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄﹃
サ
ー
マ
・
ヴ
ェ
ー

ダ
﹄﹃
ヤ
ジ
ャ
ル
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の

四
種
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
神
々
へ
の
讃
歌
︑
歌
詞
・
歌
曲
・
歌

詠
︑
祭
詞
・
祭
式
︑
呪
法
を
集
成
し
た
も
の
で
︑
ホ
ー
ト
リ
祭
官
︑

ウ
ド
ガ
ー
ト
リ
祭
官
︑
ア
ド
ヴ
ァ
リ
ウ
祭
官
︑
ブ
ラ
フ
マ
ン
祭
官

が
管
掌
す
る
と
い
う
︒
こ
れ
ら
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
は
︑
人
間
が
作
成

し
た
も
の
で
は
な
く
︑
聖
仙
が
霊
感
に
よ
っ
て
感
受
し
た
啓
示
︑
す

な
わ
ち
﹁
シ
ュ
ル
テ
ィ
︵
天
啓
文
学
︶﹂
と
さ
れ
て
き
た
︒﹃
リ
グ･

ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
も
っ
と
も
古
い
詞
章
は
紀
元
前
一
二
〇
〇
年
頃
に

成
立
し
︑
も
っ
と
も
新
し
い
﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ･

ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
は
紀

元
前
一
〇
〇
〇
年
頃
を
中
心
に
︑
遅
く
と
も
前
五
〇
〇
年
頃
ま
で

に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
る
︒

こ
の
﹁
シ
ュ
ル
テ
ィ
︵
天
啓
文
学
︶﹂
と
さ
れ
る
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄

に
︑
神
々
へ
の
讃
歌
の
言
葉
と
人
間
を
呪
い
殺
す
言
葉
の
両
方
が

収
め
ら
れ
て
い
る
︒﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
は
︑
最
古
の

呪
殺
儀
礼
の
記
録
が
あ
る
︒﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
は
︑

出
血
を
止
め
る
た
め
の
呪
文
︑
咳
を
鎮
め
る
た
め
の
呪
文
︑
狂
気

を
癒
す
た
め
の
呪
文
︑
小
児
の
体
内
の
虫
を
駆
除
す
る
た
め
の
呪

文
︑
悪
魔
・
呪
術
者
を
見
あ
ら
わ
す
た
め
の
呪
文
︑
婦
人
の
愛
を

得
る
た
め
の
呪
文
︑
婦
人
に
熱
烈
な
愛
情
を
起
こ
さ
せ
る
た
め
の

呪
文
︑
男
の
愛
情
を
得
る
た
め
の
呪
文
︑
勝
利
を
祈
る
た
め
の
呪

文
︑
論
敵
に
勝
つ
た
め
の
呪
文
︑
和
合
を
得
る
た
め
の
呪
文
︑
怒

り
を
解
く
た
め
の
呪
文
︑
蛇
を
構
内
か
ら
逐
い
払
う
た
め
の
呪
文
︑

不
吉
な
鳥
の
禍
い
を
払
う
呪
文
︑
バ
ラ
モ
ン
の
迫
害
者
を
詛
う
た

め
の
呪
文
等
々
︑
実
に
豊
富
な
﹁
呪
文
﹂
が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒
ほ

と
ん
ど
が
招
福
除
災
の
呪
文
で
あ
る
︒
各
種
の
増
益
法
︑
息
災
法
︑

愛
敬
法
︑
調
伏
法
な
ど
の
呪
法
を
用
い
て
病
気
を
治
し
︑
災
い
を

退
け
︑
愛
や
勝
利
を
勝
ち
取
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ
て
い
る
︒

そ
の
中
の
﹁
恋
敵
の
婦
人
を
詛
う
た
め
の
呪
文
﹂
で
は
︑
自
分

の
恋
路
の
邪
魔
を
す
る
恋
敵
が
死
者
の
世
界
︑
す
な
わ
ち
黄
泉
の

国
の
王
・
ヤ
マ
︵
閻
魔
大
王
の
こ
と
︶
の
﹁
嫁
﹂
な
い
し
﹁
妻
﹂
と

な
り
︑
生
涯
嫁
が
な
い
で
長
く
家
に
い
る
こ
と
が
祈
願
さ
れ
て
い

る
︒
こ
の
呪
文
は
︑
恋
敵
が
黄
泉
の
神
の
妻
＝
嫁
と
な
る
こ
と
を

願
う
呪
文
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
︑
恋
敵
が
死
の
国

に
赴
く
こ
と
を
願
う
願
文
で
あ
る
︒
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑
恋
敵
の
呪

殺
で
あ
る8
︒

ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
は
こ
の
よ
う
な
愛
欲
世
界
を
﹁
煩
悩
・

渇
愛
・
執
着
﹂
と
考
え
︑
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
り
解
脱
す
る
道
を

説
い
た
︒
そ
の
時
に
︑
当
時
の
イ
ン
ド
社
会
に
行
わ
れ
て
い
た
呪

術
を
禁
じ
る
こ
と
で
解
脱
へ
の
道
を
示
し
た
の
だ
が
︑
し
か
し
な

が
ら
︑
大
乗
仏
教
や
密
教
は
︑﹁
慈
悲
﹂
の
﹁
方
便
力
﹂
の
発
現
を

も
く
ろ
み
︑
あ
る
面
で
は
先
祖
返
り
し
て
︑
大
衆
化
す
る
過
程
で
︑

イ
ン
ド
的
習
俗
の
海
に
呑
み
込
ま
れ
︑
大
胆
に
ヴ
ェ
ー
ダ
・
バ
ラ

モ
ン
教
的
呪
術
・
呪
法
を
取
り
込
み
︑
呪
術
仏
教
や
祈
禱
仏
教
と

し
て
の
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
︒

ゴ
ー
タ
マ･

シ
ッ
ダ
ル
タ
は
︑﹁
ブ
ッ
ダ
︵
覚
者
・
悟
者
︶﹂
と
し

て
︑
こ
の
よ
う
な
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
的
諸
祭
式
や
諸
呪
術
や
占
い
を

否
定
し
た
の
で
あ
る
︒
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
︑
呪
術
の
実
施
が

暴
力
＝
殺
生
の
連
鎖
を
引
き
止
め
る
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
を
さ
ら
に

増
殖
さ
せ
る
こ
と
を
明
確
に
見
切
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま

り
︑
呪
術
的
世
界
観
は
暴
力
な
い
し
霊
的
暴
力
を
容
認
す
る
の
だ
︒

山
羊
の
首
を
切
り
落
と
し
神
に
捧
げ
る
な
ど
の
供
犠
は
︑
生
贄
と

い
う
神
聖
暴
力
を
内
在
さ
せ
る
︒
殺
生
と
い
う
暴
力
を
肉
体
レ
ベ

ル
だ
け
で
な
く
霊
的
レ
ベ
ル
に
ま
で
及
ぼ
し
︑
暴
力
に
聖
性
の
次

元
を
付
与
し
︑
意
味
づ
け
る
︒
そ
の
暴
力
と
聖
性
の
容
認
は
︑
容

易
に
神
話
的
権
力
と
差
別
観
を
生
み
出
し
︑
公
正
な
認
識
＝
正
見

と
真
の
平
静
＝
安
心
立
命
を
生
み
出
す
こ
と
は
な
い
︒
次
々
と
犠

牲
の
生
贄
を
捧
げ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
︒
こ
う

し
て
︑
聖
な
る
暴
力
を
含
む
オ
ル
ギ
ー
的
な
祭
儀
は
︑
沸
騰
す
る

エ
ロ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
ト
ラ
ン
ス
・
エ
ク
ス
タ
シ
ー
技
術
を
駆
使
し
︑

霊
肉
の
充
足
を
図
ろ
う
と
す
る
が
︑
そ
れ
は
さ
ら
な
る
充
足
と
し

て
の
殺
生
＝
暴
力
と
供
犠
を
必
要
と
す
る
︒

そ
れ
で
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
︑﹁
悪
魔
の
悲
し
み
﹂
の
世
界
を

突
き
抜
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
暴
力
世
界
や
霊
的
暴
力
の
世
界

か
ら
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒﹁
不
殺
生
︵
ア
ヒ
ン
サ
ー
︶﹂
を

こ
の
世
に
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
︑
ま
ず
呪
術
・

5
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呪
法
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
を
生
み
出
す
心
を
浄
化
し
︑
慈

悲
で
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
人
類
史
に
お
い
て
︑
こ
の
よ

う
な
呪
術
的
な
世
界
観
か
ら
の
明
確
な
離
脱
の
姿
勢
を
打
ち
出
し

た
ゴ
ー
タ
マ･

シ
ッ
ダ
ル
タ
の
立
場
を
﹁
呪
術
革
命
﹂
と
捉
え
た

い9
︒拙

著
﹃
呪
殺
・
魔
境
論
﹄
で
も
引
用
し
た
が
︑﹁
ダ
ニ
ア
の
経
﹂

の
例
を
挙
げ
る
︒
こ
の
章
は
︑
牛
を
放
牧
し
て
暮
ら
し
て
い
る
ダ

ニ
ヤ
の
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
祈
り
の
文
句
を
悉
く
ゴ
ー
タ
マ
が
言
い

換
え
て
い
き
︑
最
後
に
は
バ
ラ
モ
ン
教
の
﹁
悪
魔
の
パ
ー
ピ
マ
ン
﹂

の
言
葉
を
ゴ
ー
タ
マ
が
完
璧
に
逆
転
さ
せ
る
こ
と
で
閉
じ
ら
れ
て

い
る
︒

ダ
ニ
ヤ
は
マ
ヒ
ー
河
の
辺
に
住
む
富
裕
な
牧
牛
者
で
あ
っ
た
︒

ダ
ニ
ア
は
︑﹁
わ
た
く
し
は
ご
飯
を
炊
き
︑
乳
を
搾
り
ま
し
た
︒
マ

ヒ
ー
河
の
岸
辺
に
︹
家
族
と
︺
い
っ
し
ょ
に
住
ん
で
い
ま
す
︒︹
雨

期
に
備
え
て
︺
小
さ
な
家
︹
の
屋
根
︺
は
葺
か
れ
︑︹
炉
に
は
︺
火

が
燃
え
て
い
ま
す
︒
神
よ
︑
と
き
に
︑
も
し
お
望
み
と
あ
れ
ば
︑
雨

を
降
ら
せ
た
ま
え
︒﹂︵
一
八
︶
と
語
り
︑
祈
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑

ゴ
ー
タ
マ
︵﹁
世
尊
﹂︶
は
︑﹁
わ
た
し
は
怒
り
も
し
な
け
れ
ば
︑︹
心

が
︺
頑
な
で
も
な
い
︒
マ
ヒ
ー
河
の
岸
辺
に
一
夜
宿
る
︒
小
さ
な

家
︹
の
屋
根
︺
は
覆
い
が
と
ら
れ
︑
火
は
消
さ
れ
た
︒
神
よ
︑
と

き
に
︑
も
し
お
望
み
と
あ
れ
ば
︑
雨
を
降
ら
せ
た
ま
え
︒﹂︵
一
九
︶

と
説
く
︒
自
分
に
は
怒
り
が
な
い
︑
心
が
頑
な
で
な
い
︑
家
も
家

族
も
な
い
︑
火
も
な
い
︑
と
次
々
に
ダ
ニ
ヤ
の
言
葉
の
反
対
を
言

挙
げ
す
る
︒
そ
し
て
最
後
に
︑﹁
神
よ
︑
と
き
に
︑
も
し
お
望
み
と

あ
れ
ば
︑
雨
を
降
ら
せ
た
ま
え
﹂
と
言
う
︒
こ
れ
は
極
め
て
反
語

的
な
表
現
で
あ
る
︒
宮
坂
宥
勝
に
よ
れ
ば
︑﹁
家
﹂
は
身
体
︑﹁
覆

い
﹂
は
渇
望
や
慢
心
︑﹁
火
﹂
は
貪
瞋
痴
な
ど
の
煩
悩
の
比
喩
で
あ

る
︒
ゴ
ー
タ
マ
は
世
俗
の
煩
い
と
迷
い
の
根
源
と
な
る
煩
悩
か
ら

離
れ
て
﹁
神
﹂
に
向
き
合
う
︒
と
す
れ
ば
︑
そ
の
言
葉
は
神
に
祈

り
祈
願
す
る
人
の
言
葉
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

も
欲
望
的
な
祈
願
で
は
な
い
︒
言
っ
て
み
れ
ば
︑
自
然
の
摂
理
や

無
常
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
︒

こ
の
章
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
︑
悪
魔
パ
ー
ピ
マ
ン
と
の
問

答
も
同
様
に
反
語
的
で
あ
る
︒
悪
魔
パ
ー
ピ
マ
ン
は
︑﹁
子
ど
も
を

も
つ
者
は
子
ど
も
に
よ
っ
て
喜
び
︑
同
じ
よ
う
に
牛
を
も
つ
者
は

牛
に
よ
っ
て
喜
ぶ
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
人
の
︹
欲
望
な
ど
の
︑
生
存

の
︺
依
り
ど
こ
ろ
は
も
ろ
も
ろ
の
喜
び
で
あ
る
か
ら
︒︹
ま
た
︺
依

り
ど
こ
ろ
な
き
者
は
︑
ま
さ
し
く
喜
ぶ
こ
と
が
な
い
︒﹂︵
三
三
︶

と
︑
子
ど
も
を
持
つ
こ
と
︑
牛
を
持
つ
こ
と
の
喜
び
を
語
り
︑
拠

り
所
の
大
切
さ
を
語
る
︒
拠
り
所
こ
そ
喜
び
の
源
泉
で
あ
る
︑
と
︒

し
か
し
︑
ゴ
ー
タ
マ
は
︑
そ
の
悪
魔
パ
ー
ピ
マ
ン
の
言
葉
を
逆

手
に
と
っ
て
︑﹁
子
ど
も
を
も
つ
者
は
子
ど
も
に
よ
っ
て
心
悩
み
︑

同
じ
よ
う
に
牧
牛
者
は
牛
に
よ
っ
て
心
悩
む
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑
依

り
ど
こ
ろ
は
人
の
も
ろ
も
ろ
の
心
悩
み
︹
の
も
と
︺
で
あ
る
か
ら
︑

︹
ま
た
︺
依
り
ど
こ
ろ
の
な
い
者
は
︑
ま
さ
し
く
心
悩
む
こ
と
が
な

い
︒﹂︵
三
四
︶
と
︑
そ
の
言
説
を
悉
く
否
定
す
る
︒
子
ど
も
を
持

つ
こ
と
の
喜
び
で
は
な
く
悩
み
を
︑
牛
を
持
つ
こ
と
の
喜
び
で
は

な
く
悩
み
を
︑
拠
り
所
こ
そ
悩
み
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
︑
し
た
が

っ
て
拠
り
所
が
な
い
者
は
悩
み
煩
う
こ
と
が
な
い
と
諭
す
︒
こ
こ

で
の
悪
魔
パ
ー
ピ
マ
ン
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
普
通
の

人
々
の
日
常
の
願
望
で
あ
る
が
︑
宮
坂
宥
勝
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
悪

魔
パ
ー
ピ
マ
ン
は
﹁
死
に
誘
う
者
︑
死
魔
﹂
と
さ
れ
る
︒

仏
教
に
お
い
て
は
︑﹁
魔
︵m

ala

︶﹂
は
根
本
的
に
﹁
命
﹂
と
﹁
智

慧
﹂
を
奪
う
も
の
で
あ
り
︑
煩
悩
の
根
幹
を
な
す
無
明
と
渇
愛
で

あ
る
︒
龍
樹
の
﹃
大
智
度
論
﹄
に
は
﹁
魔
に
四
種
あ
り
︒
一
に
は

煩
悩
魔
︑
二
に
は
陰
魔
︑
三
に
は
死
魔
︑
四
に
は
他
化
自
在
天
子

魔
な
り
︒
是
の
諸
の
菩
薩
は
菩
薩
道
を
得
る
が
故
に
煩
悩
魔
を
破

し
︑
法
身
を
得
る
が
故
に
陰
魔
を
破
し
︑
得
道
し
て
法
性
身
を
得

る
が
故
に
死
魔
を
破
し
︑
常
に
一
心
な
る
が
故
に
︑
一
切
処
に
心

著
せ
ざ
る
が
故
に
︑
不
動
三
昧
に
入
る
が
故
に
他
化
自
在
天
子
魔

を
破
す
﹂
と
あ
っ
て
︑﹁
魔
﹂
を
打
ち
破
る
の
は
︑
菩
薩
道
︑
法
身
︑

法
性
身
︑
不
動
三
昧
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

龍
樹
は
空
観
思
想
を
基
礎
づ
け
た
最
大
の
大
乗
仏
教
の
論
者
で

あ
る
が
︑﹁
菩
薩
道
﹂
こ
そ
が
﹁
煩
悩
魔
﹂
を
突
破
す
る
﹁
道
﹂
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
︒﹁
菩
薩
﹂
と
は
︑
自

ら
菩
提
を
求
め
つ
つ
衆
生
済
度
に
挺
身
す
る
利
他
行
の
実
践
者
︑

す
な
わ
ち
他
者
へ
の
愛
︑﹁
慈
悲
﹂
の
実
践
者
で
あ
る
︒
観
音
菩
薩

や
地
蔵
菩
薩
が
そ
う
し
た
利
他
行
の
象
徴
的
存
在
で
あ
る
が
︑
そ

の
﹁
菩
薩
﹂
の
慈
悲
は
︑
痛
み
や
悲
し
み
を
共
に
す
る
こ
と
︑
つ

ま
り
共
苦
の
心
で
あ
る
か
ら
︑﹁
魔
﹂
を
切
り
抜
け
る
道
と
は
︑
根

本
的
に
苦
し
み
や
痛
み
や
悲
し
み
を
そ
の
ま
ま
そ
れ
と
し
て
受
け

止
め
て
︑
そ
れ
を
﹁
智
慧
﹂
に
よ
っ
て
浄
化
す
る
道
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
る
︒
慈
悲
と
智
慧
︑
そ
れ
が
﹁
魔
﹂
を
超
え
て
ゆ
く

道
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

2
イ
エ
ス
と
エ
バ
と
ヨ
ブ
を
試
み
た「
悪
魔
」

世
界
宗
教
史
を
大
局
と
し
て
捉
え
る
と
︑
イ
エ
ス
の
言
行
は
イ

ン
ド
思
想
や
仏
教
︑
と
り
わ
け
大
乗
仏
教
の
影
響
を
受
け
て
い
る

と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
︒
イ
エ
ス
が
ユ
ダ
ヤ
教
の
信
仰
圏
の
中
で

新
し
い
信
仰
と
教
え
を
説
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
そ
の
イ
エ

ス
の
説
い
た
﹁
福
音
﹂
は
︑
旧
約
世
界
の
信
仰
や
思
想
構
造
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
︒
そ
れ
が
い
か
に
﹁
律
法
の
成
就
﹂
を
言
っ
て

い
た
と
し
て
も
︑
そ
の
﹁
律
法
﹂
解
釈
は
モ
ー
ゼ
的
な
イ
ス
ラ
エ

ル
民
族
史
観
を
超
え
出
て
い
る
し
︑﹁
福
音
﹂
は
限
り
な
く
ゴ
ー
タ

マ
の
教
え
に
近
づ
い
て
い
る
︒

こ
の
イ
エ
ス
の
﹁
悪
魔
﹂
の
誘
惑
と
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ

の
﹁
悪
魔
﹂
体
験
の
類
似
性
を
︑
エ
ル
マ
ー
・
R
・
グ
ル
ー
バ
ー

&
H
・
ケ
ル
ス
テ
ン
の
﹃
イ
エ
ス
は
仏
教
徒
だ
っ
た
？
―
大
い

な
る
仮
説
と
そ
の
検
証10
﹄
は
︑
仏
典
の
﹃
マ
ー
ラ
サ
ム
ユ
ッ
タ
﹄

と
﹁
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
﹂
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒

信
じ
が
た
い
ほ
ど
多
く
の
符
号
が
両
者
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ

る
︒
ど
ち
ら
も
︑
こ
の
話
の
前
に
賛
美
が
あ
る
︒
イ
エ
ス
の
場

合
は
洗
礼
を
受
け
︑
天
か
ら
声
が
聞
こ
え
た
︒
ブ
ッ
ダ
は
ナ
イ

ラ
ン
ジ
ャ
ー
ナ
川
で
沐
浴
し
︑
菩
提
樹
の
下
で
悟
り
を
得
︑
天

に
住
ま
う
者
た
ち
は
無
上
の
喜
び
を
体
験
し
て
い
る
︒
ブ
ッ
ダ

と
同
様
︑
イ
エ
ス
も
こ
こ
で
転
機
に
立
っ
て
い
る
︒
ブ
ッ
ダ
は

自
分
の
得
た
深
い
洞
察
を
個
人
的
救
済
に
用
い
る
か
︑
人
々
の

救
い
に
用
い
る
か
と
い
う
決
断
に
直
面
し
た
︒
イ
エ
ス
は
こ
の

あ
と
は
じ
め
て
公
に
姿
を
現
す
︒
彼
は
︑
多
く
の
信
者
を
有
し

て
い
た
黙
示
的
預
言
者
の
洗
礼
者
ヨ
ハ
ネ
の
も
と
を
去
っ
た
︒

そ
し
て
や
は
り
ブ
ッ
ダ
の
よ
う
に
孤
独
な
場
所
に
お
も
む
く
︒
将

来
の
行
為
が
成
熟
す
る
こ
の
よ
う
な
静
謐
な
瞬
間
に
︑
両
者
は

外
界
か
ら
現
れ
た
悪
魔
の
手
練
手
管
に
誘
惑
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

ど
ち
ら
も
誘
惑
者
と
会
話
を
か
わ
し
︑
ど
ち
ら
も
長
い
断
食
で
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弱
っ
て
い
る
︒
仏
典
に
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
︑
悪
魔
は
こ
の

世
の
感
覚
世
界
を
代
表
し
て
い
る
︒

グ
ル
ー
バ
ー
&
ケ
ル
ス
テ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
悪

魔
﹂
は
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
手
練
手
管
﹂
を
駆
使
す
る
﹁
誘
惑
者
﹂
で

あ
り
︑﹁
こ
の
世
の
感
覚
世
界
の
代
表
﹂
で
あ
る
︒﹁
悪
魔
﹂
は
言

葉
巧
み
に
感
覚
的
欲
望
に
は
た
ら
き
か
け
る
︒﹁
悪
魔
﹂
は
人
を
肉

の
欲
望
の
中
に
落
と
そ
う
と
し
︑
そ
の
本
源
を
忘
れ
さ
せ
よ
う
と

す
る
︒
感
覚
世
界
へ
の
埋
没
へ
の
誘
い
︒
例
え
ば
︑﹁
パ
ン
﹂
す
な

わ
ち
食
べ
る
こ
と
と
︑﹁
慢
﹂
す
な
わ
ち
う
ぬ
ぼ
れ
る
こ
と
と
︑﹁
権

力
﹂
す
な
わ
ち
支
配
す
る
こ
と
と
へ
の
誘
い
な
ど
で
あ
る
︒
ゴ
ー

タ
マ
も
イ
エ
ス
も
そ
れ
と
対
面
し
︑
そ
の
過
程
を
く
ぐ
り
抜
け
た
︒

初
期
仏
典
﹃
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
﹄
に
出
て
く
る
﹁
悪
魔

︵M
ara

︶﹂
の
語
義
は
︑﹁
自
分
の
領
域
を
超
え
よ
う
と
実
行
し
た

人
々
を
殺
す11
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う
︒

新
約
聖
書
で
は
イ
エ
ス
が
荒
野
で
四
十
日
間
の
断
食
を
し
て
い

た
時
に
﹁
悪
魔
﹂
が
現
れ
︑﹁
誘
惑
﹂
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
︒
も

ち
ろ
ん
︑
イ
エ
ス
は
そ
の
﹁
誘
惑
﹂
を
退
け
︑﹁
悪
魔
﹂
を
退
散
さ

せ
る
︒
こ
の
﹁
悪
魔
﹂
の
﹁
誘
惑
﹂
を
﹃
マ
ル
コ
に
よ
る
福
音
書
﹄

で
は
︑﹁
御
霊
が
イ
エ
ス
を
荒
野
に
追
い
や
っ
た
︒
イ
エ
ス
は
四
十

日
の
あ
い
だ
荒
野
に
い
て
︑
サ
タ
ン
の
試
み
に
あ
わ
れ
た
︒
そ
し

て
獣
も
そ
こ
に
い
た
が
︑
御
使
た
ち
は
イ
エ
ス
に
仕
え
て
い
た
︒﹂

︵
一
︲
一
二
～
一
三
︶
と
記
す
︒﹁
サ
タ
ン
︵Satan

︶﹂
と
﹁
獣
︵the 

wild beasts

︶﹂
の
﹁
試
み
﹂
と
存
在
が
示
さ
れ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
は
さ
ら
に
詳
し
く
次

の
よ
う
に
極
め
て
具
体
的
に
描
き
出
す
︒

さ
て
︑
イ
エ
ス
は
聖
霊
に
満
ち
て
ヨ
ル
ダ
ン
川
か
ら
帰
り
︑
荒

野
を
四
十
日
の
あ
い
だ
御
霊
に
ひ
き
ま
わ
さ
れ
て
︑
悪
魔
の
試

み
に
あ
わ
れ
た
︒
そ
の
あ
い
だ
何
も
食
べ
ず
︑
そ
の
日
数
が
つ

き
る
と
︑
空
腹
に
な
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
悪
魔
が
言
っ
た
︑﹁
も
し

あ
な
た
が
神
の
子
で
あ
る
な
ら
︑
こ
の
石
に
︑
パ
ン
に
な
れ
と

命
じ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
﹂︒
イ
エ
ス
は
答
え
て
言
わ
れ
た
︑﹁﹃
人

は
パ
ン
だ
け
で
生
き
る
も
の
で
は
な
い
﹄
と
書
い
て
あ
る
﹂︒
そ

れ
か
ら
︑
悪
魔
は
イ
エ
ス
を
高
い
所
へ
連
れ
て
行
き
︑
ま
た
た

く
ま
に
世
界
の
す
べ
て
の
国
々
を
見
せ
て
言
っ
た
︑﹁
こ
れ
ら
の

国
々
の
権
威
と
栄
華
と
を
み
ん
な
︑
あ
な
た
に
あ
げ
ま
し
ょ
う
︒

そ
れ
ら
は
わ
た
し
に
任
せ
ら
れ
て
い
て
︑
だ
れ
で
も
好
き
な
人

に
あ
げ
て
よ
い
の
で
す
か
ら
︒
そ
れ
で
︑
も
し
あ
な
た
が
わ
た

し
の
前
に
ひ
ざ
ま
ず
く
な
ら
︑
こ
れ
を
全
部
あ
な
た
の
も
の
に

し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
﹂︒
イ
エ
ス
は
答
え
て
言
わ
れ
た
︑﹁﹃
主
な

る
あ
な
た
の
神
を
拝
し
︑
た
だ
神
に
の
み
仕
え
よ
﹄
と
書
い
て

あ
る
﹂︒
そ
れ
か
ら
悪
魔
は
イ
エ
ス
を
エ
ル
サ
レ
ム
に
連
れ
て
行

き
︑
宮
の
頂
上
に
立
た
せ
て
言
っ
た
︑﹁
も
し
あ
な
た
が
神
の
子

で
あ
る
な
ら
︑
こ
こ
か
ら
下
へ
飛
び
お
り
て
ご
ら
ん
な
さ
い
︒

﹃
神
は
あ
な
た
の
た
め
に
︑
御
使
た
ち
に
命
じ
て
あ
な
た
を
守
ら

せ
る
で
あ
ろ
う
﹄
と
あ
り
︑ ま
た
︑﹃
あ
な
た
の
足
が
石
に
打
ち

つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
︑
彼
ら
は
あ
な
た
を
手
で
さ
さ
え
る
で

あ
ろ
う
﹄
と
も
書
い
て
あ
り
ま
す
﹂︒
イ
エ
ス
は
答
え
て
言
わ
れ

た
︑﹁﹃
主
な
る
あ
な
た
の
神
を
試
み
て
は
な
ら
な
い
﹄
と
言
わ

れ
て
い
る
﹂︒
悪
魔
は
あ
ら
ゆ
る
試
み
を
し
つ
く
し
て
︑
一
時
イ

エ
ス
を
離
れ
た
︒
そ
れ
か
ら
イ
エ
ス
は
御
霊
の
力
に
満
ち
あ
ふ

れ
て
ガ
リ
ラ
ヤ
へ
帰
ら
れ
る
と
︑
そ
の
う
わ
さ
が
そ
の
地
方
全

体
に
ひ
ろ
ま
っ
た
︒
イ
エ
ス
は
諸
会
堂
で
教
え
︑
み
ん
な
の
者

か
ら
尊
敬
を
お
受
け
に
な
っ
た
︒
そ
れ
か
ら
お
育
ち
に
な
っ
た

ナ
ザ
レ
に
行
き
︑
安
息
日
に
い
つ
も
の
よ
う
に
会
堂
に
は
い
り
︑

聖
書
を
朗
読
し
よ
う
と
し
て
立
た
れ
た
︒
す
る
と
預
言
者
イ
ザ

ヤ
の
書
が
手
渡
さ
れ
た
の
で
︑
そ
の
書
を
開
い
て
︑
こ
う
書
い

て
あ
る
所
を
出
さ
れ
た12

マ
ル
コ
伝
と
ル
カ
伝
で
は
︑﹁
悪
魔
﹂
が
﹁
サ
タ
ン
︵Satan

︶﹂

と
﹁
悪
魔
︵the devil

︶﹂
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
し
て

お
き
た
い
︒
英
語
で
言
え
ば
︑
サ
タ
ン
か
ザ
・
デ
ビ
ル
か
の
違
い

で
あ
る
が
︑
そ
の
呼
称
の
差
異
は
と
も
か
く
﹁
試
み
﹂
や
﹁
誘
惑
﹂

を
す
る
実
態
に
違
い
は
な
い
︒
サ
タ
ン
も
悪
魔
も
イ
エ
ス
に
﹁
試

み
＝
誘
惑
﹂
を
行
な
う
者
で
あ
る
︒

ル
カ
伝
の
﹁
悪
魔
﹂
は
有
名
な
三
つ
の
﹁
試
み
＝
誘
惑
﹂
を
示

す
︒① 

神
の
子
で
あ
る
な
ら
石
を
パ
ン
に
変
え
て
そ
の
証
拠
を
見
せ

ろ
と
い
う
誘
惑

②�

自
分
に
ひ
れ
伏
す
な
ら
地
上
の
全
権
力
と
全
栄
華
を
献
上
す

る
と
い
う
誘
惑

③�

神
の
子
で
あ
る
な
ら
宮
殿
の
頂
上
か
ら
飛
び
降
り
て
無
事
で

あ
る
こ
と
を
証
明
し
ろ
と
い
う
誘
惑

知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
イ
エ
ス
は
こ
の
﹁
誘
惑
﹂
に
対
し
て

旧
約
聖
書
の
言
葉
を
引
用
し
て
答
え
て
悪
魔
を
退
け
る
の
だ
が
︑こ

の
内
の
二
つ
︵
①
と
③
︶
は
神
的
力
の
証
明
の
誘
惑
で
︑
残
る
一

つ
は
地
上
的
価
値
で
神
か
ら
離
反
さ
せ
る
誘
惑
で
あ
る
︒
あ
え
て

言
え
ば
︑
前
者
は
慢
︑
後
者
は
欲
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
し
た
誘
惑
で

あ
る
︒

﹁
悪
魔
﹂
と
は
﹁
誘
惑
者
﹂
で
あ
り
︑
そ
の
﹁
誘
惑
﹂
と
は
︑
言

葉
と
イ
メ
ー
ジ
を
巧
み
に
操
り
︑
思
考
と
想
像
力
の
攪
乱
を
は
か

る
こ
と
で
誤
っ
た
行
動
を
選
択
さ
せ
る
﹁
誘
惑
﹂
で
あ
る
︒
そ
し

て
そ
の
解
決
に
は
︑﹁
誘
惑
者
﹂
の
正
体
や
名
前
を
知
り
︑
そ
の
実

態
＝
実
体
を
正
し
く
見
破
る
必
要
が
あ
る
︒
ゴ
ー
タ
マ
も
イ
エ
ス

も
人
生
の
大
転
換
期
に
﹁
悪
魔
﹂
の
﹁
誘
惑
﹂
に
直
面
し
︑
そ
の

﹁
誘
惑
﹂
を
明
確
な
﹁
言
葉
﹂
と
﹁
行
為
﹂
に
よ
っ
て
退
け
た
︒

仏
典
に
お
い
て
も
︑﹃
聖
書
﹄
に
お
い
て
も
︑﹁
悪
魔
﹂
は
巧
妙

な
手
口
で
﹁
誘
惑
﹂
す
る
知
者
で
あ
る
︒
一
瞬
の
隙
や
弱
み
に
喰

い
こ
ん
で
巧
妙
に
引
き
ず
り
落
と
す
﹁
誘
惑
﹂
術
︒
ゴ
ー
タ
マ
も

イ
エ
ス
も
﹁
悪
魔
﹂
を
上
回
る
﹁
智
慧
﹂
と
﹁
意
志
﹂
で
そ
の
﹁
誘

惑
﹂
に
屈
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
︑
ア
ダ
ム
と
エ
バ
は
﹁
蛇
＝

悪
魔
﹂
の
誘
惑
に
抗
ら
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
﹃
旧
約
聖
書
﹄

は
物
語
る
︒

さ
て
主
な
る
神
が
造
ら
れ
た
野
の
生
き
物
の
う
ち
で
︑
へ
び

が
最
も
狡
猾
で
あ
っ
た
︒
へ
び
は
女
に
言
っ
た
︑﹁
園
に
あ
る
ど

の
木
か
ら
も
取
っ
て
食
べ
る
な
と
︑
ほ
ん
と
う
に
神
が
言
わ
れ

た
の
で
す
か
﹂︒
女
は
へ
び
に
言
っ
た
︑﹁
わ
た
し
た
ち
は
園
の

木
の
実
を
食
べ
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
た
だ
園
の
中

央
に
あ
る
木
の
実
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
取
っ
て
食
べ
る
な
︑
こ

れ
に
触
れ
る
な
︑
死
ん
で
は
い
け
な
い
か
ら
と
︑
神
は
言
わ
れ

ま
し
た
﹂︒
へ
び
は
女
に
言
っ
た
︑﹁
あ
な
た
が
た
は
決
し
て
死

ぬ
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
を
食
べ
る
と
︑
あ
な
た
が
た

の
目
が
開
け
︑
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
者
と
な
る
こ
と
を
︑
神

は
知
っ
て
お
ら
れ
る
の
で
す
﹂︒
女
が
そ
の
木
を
見
る
と
︑
そ
れ

は
食
べ
る
に
良
く
︑
目
に
は
美
し
く
︑
賢
く
な
る
に
は
好
ま
し

い
と
思
わ
れ
た
か
ら
︑
そ
の
実
を
取
っ
て
食
べ
︑
ま
た
共
に
い

7
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た
夫
に
も
与
え
た
の
で
︑
彼
も
食
べ
た
︒
す
る
と
︑
ふ
た
り
の

目
が
開
け
︑
自
分
た
ち
の
裸
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
で
︑
い

ち
じ
く
の
葉
を
つ
づ
り
合
わ
せ
て
︑
腰
に
巻
い
た
︒

こ
こ
に
は
﹁
悪
魔
﹂
と
い
う
言
葉
は
一
度
も
使
わ
れ
て
い
な
い
︒

蛇
は
エ
バ
︵
女
︶
に
︑
エ
デ
ン
の
園
の
中
央
に
あ
る
木
の
実
を
と

っ
て
食
べ
る
と
︑
死
ぬ
ど
こ
ろ
か
︑﹁
目
が
開
け
︑
神
の
よ
う
に
善

悪
を
知
る
知
恵
あ
る
者
と
な
る
﹂
と
誘
惑
す
る
︒
旧
約
聖
書
は
︑
そ

の
冒
頭
で
︑
人
間
が
﹁
神
の
よ
う
に
な
る
﹂
と
い
う
﹁
誘
惑
﹂
こ

そ
︑
人
類
に
お
け
る
最
大
の
誘
惑
で
あ
る
か
の
ご
と
く
描
き
出
し

て
い
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
知
恵
あ
る
者
と
な

る
﹂
こ
と
︑
こ
の
﹁
誘
惑
﹂
に
打
ち
勝
つ
こ
と
が
い
か
に
困
難
で

あ
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
を
別
の
観
点
か
ら
言
え
ば
︑
慢

こ
そ
が
人
間
最
大
の
弱
点
だ
と
い
う
認
識
で
あ
ろ
う
︒﹁
賢
く
な

る
﹂
こ
と
に
対
す
る
人
間
的
な
欲
望
の
強
烈
さ
︑
そ
れ
が
真
に
﹁
賢

く
な
る
﹂
こ
と
を
妨
げ
る
元
凶
で
あ
る
と
い
う
逆
説
︒﹁
ミ
イ
ラ
取

り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
﹂
と
は
こ
の
よ
う
な
逆
説
を
戒
め
る
格
言
で

あ
ろ
う
︒

蛇
は
誘
惑
者
の
原
像
で
あ
る
︒
誘
惑
は
蛇
が
﹁
女
﹂
に
﹁
園
に

あ
る
ど
の
木
か
ら
も
取
っ
て
食
べ
る
な
と
︑
ほ
ん
と
う
に
神
が
言

わ
れ
た
の
で
す
か
﹂
と
問
い
か
け
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒
女
は

何
の
疑
い
も
な
く
︑
つ
い
﹁
わ
た
し
た
ち
は
園
の
木
の
実
を
食
べ

る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
た
だ
園
の
中
央
に
あ
る
木
の
実

に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
を
取
っ
て
食
べ
る
な
︑
こ
れ
に
触
れ
る
な
︑
死

ん
で
は
い
け
な
い
か
ら
と
︑
神
は
言
わ
れ
ま
し
た
﹂
と
す
べ
て
を

あ
り
の
ま
ま
に
答
え
る
︒
エ
バ
は
エ
デ
ン
の
園
の
中
央
に
あ
る
木

の
実
を
食
べ
る
と
死
ぬ
と
神
に
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
話
す
︒
触

っ
て
も
な
ら
な
い
︑
食
べ
て
も
い
け
な
い
︑
死
ん
で
し
ま
う
と
神

に
言
わ
れ
た
と
︒
エ
バ
は
ど
の
よ
う
な
警
戒
心
も
持
っ
て
い
な
い
︒

無
防
備
で
あ
る
︒

こ
の
言
葉
を
引
き
出
し
た
蛇
は
︑
次
に
実
に
巧
妙
な
言
葉
を
投

げ
か
け
︑
エ
バ
の
思
考
を
揺
さ
ぶ
り
︑
迷
わ
せ
︑
禁
止
を
破
ら
せ

る
行
為
に
誘
い
出
す
︒﹁
あ
な
た
が
た
は
決
し
て
死
ぬ
こ
と
は
な
い

で
し
ょ
う
︒
そ
れ
を
食
べ
る
と
︑
あ
な
た
が
た
の
目
が
開
け
︑
神

の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
者
と
な
る
こ
と
を
︑
神
は
知
っ
て
お
ら
れ

る
の
で
す
﹂
と
︒
こ
こ
で
蛇
は
︑﹁
神
が
実
は
噓
を
つ
い
て
い
る
の

だ
﹂
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
真
実
は
こ
う
な
の
で

す
よ
﹂
と
幻
惑
す
る
の
だ
︒
神
は
そ
の
実
を
食
べ
る
と
死
ぬ
と
言

っ
て
い
た
が
︑
そ
れ
は
噓
で
︑
本
当
は
死
な
な
い
の
で
す
よ
︒
そ

れ
ど
こ
ろ
か
︑
目
が
開
け
て
︑
神
の
よ
う
に
善
悪
を
知
る
者
と
な

る
の
で
す
よ
︑
と
︒

決
定
的
な
言
葉
は
︑
こ
の
﹁
神
の
よ
う
に
な
る
﹂
と
い
う
誘
惑

で
あ
る
︒
そ
れ
は
究
極
の
誘
惑
で
あ
る
︒
誘
惑
と
は
欲
望
と
想
像

力
を
刺
激
し
︑
そ
れ
に
火
を
つ
け
る
行
為
で
あ
る
︒
で
あ
れ
ば
︑
究

極
の
誘
惑
と
は
︑
自
分
が
自
分
を
超
え
て
﹁
神
︵
の
よ
う
︶
に
成

る
﹂
と
い
う
欲
望
の
発
生
で
あ
る
︒
宗
教
が
宗
教
た
る
ゆ
え
ん
と

う
さ
ん
く
さ
さ
は
︑
ま
さ
に
こ
の
超
越
的
欲
望
の
生
起
に
あ
る
︒
身

の
程
知
ら
ず
の
欲
望
︒
ま
さ
に
そ
の
﹁
身
の
程
知
ら
ず
の
欲
望
﹂

そ
の
も
の
が
人
間
的
で
あ
り
︑
人
間
の
条
件
と
も
い
え
る
︒

人
間
が
人
間
を
超
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
欲
望
︒
そ
の
欲
望
は
︑
自

分
自
身
の
姿
︵
す
な
わ
ち
裸
で
あ
る
こ
と
︶
を
自
己
認
識
さ
せ
る
と

同
時
に
︑
自
己
幻
惑
さ
せ
る
︒
こ
の
時
︑
エ
バ
は
自
己
幻
想
の
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
中
に
い
る
︒
こ
の
時
の
エ
バ
の
目
に
は
︑﹁
女

が
そ
の
木
を
見
る
と
︑
そ
れ
は
食
べ
る
に
良
く
︑
目
に
は
美
し
く
︑

賢
く
な
る
に
は
好
ま
し
い
﹂
と
見
え
た
︒
そ
こ
で
︑
エ
バ
は
そ
れ

を
取
っ
て
食
べ
︑
そ
の
後
︑
夫
に
も
与
え
た
︒
欲
望
の
発
生
と
想

像
力
の
は
た
ら
き
と
自
由
と
神
か
ら
の
離
反
が
軌
を
一
に
し
た
事

態
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
︒

そ
の
木
の
実
を
食
べ
る
と
︑
二
人
の
﹁
目
が
開
け
﹂
て
︑
自
分

が
﹁
裸
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
﹂︒
つ
ま
り
︑
自
分
自
身
の
﹁
現

実
﹂
の
姿
に
目
覚
め
た
︒
だ
が
こ
の
現
実
認
識
＝
自
己
認
識
は
痛

み
で
あ
り
︑
悪
の
自
覚
と
な
り
︑
隠
蔽
と
苦
し
み
の
始
ま
り
で
あ

り
︑
罪
と
も
な
っ
た
︒

ア
ダ
ム
と
エ
バ
が
戒
め
を
破
っ
た
こ
と
に
対
し
て
︑
神
は
厳
し

い
処
罰
を
与
え
る
︒
エ
バ
に
は
︑
蛇
に
対
す
る
﹁
恨
み
﹂
と
出
産

の
苦
し
み
と
夫
に
服
従
す
る
罰
を
︑
ア
ダ
ム
に
は
労
働
の
苦
し
み

と
死
の
罰
を
与
え
た
︒
そ
し
て
蛇
に
は
呪
わ
れ
る
者
に
な
る
と
い

う
罰
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
呪
い
︑
恨
み
︑
苦
し
み
と
死
の
発
生
︒

こ
れ
に
よ
っ
て
︑
エ
デ
ン
と
い
う
楽
園
に
お
い
て
︑
初
め
て
生
の

負
の
側
面
が
生
ま
れ
て
く
る
︒

蛇
は
な
ぜ
こ
の
禁
断
の
実
が
﹁
善
悪
知
る
木
﹂
で
︑
そ
れ
を
食

べ
る
と
﹁
神
の
よ
う
に
な
る
﹂
こ
と
を
知
っ
て
い
た
の
か
？　

論

理
的
に
考
え
る
と
︑
蛇
が
エ
バ
の
先
行
者
で
あ
り
︑
神
の
戒
め
を

破
っ
て
そ
の
実
を
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
︒

つ
ま
り
︑﹁
悪
魔
﹂
と
は
﹁
神
の
成
り
損
な
い
﹂
で
あ
り
︑﹁
神
の

ま
が
い
も
の
﹂
で
あ
り
︑﹁
神
の
ダ
ミ
ー
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

と
す
れ
ば
︑
最
初
の
禁
忌
の
侵
犯
は
蛇
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
︒
で

あ
れ
ば
︑
そ
の
蛇
が
神
の
敵
対
者
と
し
て
の
サ
タ
ン
と
見
な
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
後
︑
神
は
︑
人
間
が
も
う
一
つ
の
禁
断
の
木
の
実
を
食
べ

て
﹁
わ
れ
わ
れ
の
ひ
と
り
の
よ
う
に
な
る
﹂
こ
と
を
恐
れ
て
︑
人

間
を
エ
デ
ン
の
園
か
ら
追
放
し
た
︒
つ
ま
り
︑
失
楽
園
の
テ
ー
マ

で
あ
る
︒

主
な
る
神
は
言
わ
れ
た
︑﹁
見
よ
︑
人
は
わ
れ
わ
れ
の
ひ
と
り

の
よ
う
に
な
り
︑
善
悪
を
知
る
も
の
と
な
っ
た
︒
彼
は
手
を
伸

べ
︑
命
の
木
か
ら
も
取
っ
て
食
べ
︑
永
久
に
生
き
る
か
も
し
れ

な
い
﹂︒

そ
こ
で
主
な
る
神
は
彼
を
エ
デ
ン
の
園
か
ら
追
い
出
し
て
︑
人

が
造
ら
れ
た
そ
の
土
を
耕
さ
せ
ら
れ
た
︒
神
は
人
を
追
い
出
し
︑

エ
デ
ン
の
園
の
東
に
︑
ケ
ル
ビ
ム
と
︑
回
る
炎
の
つ
る
ぎ
と
を

置
い
て
︑
命
の
木
の
道
を
守
ら
せ
ら
れ
た
︒

こ
の
記
述
か
ら
類
推
す
れ
ば
︑﹁
神
﹂
と
は
﹁
善
悪
を
知
る
者
﹂

で
あ
り
︑
同
時
に
﹁
永
久
に
生
き
る
﹂
者
で
あ
る
︒
知
恵
と
永
遠

の
生
命
︒
こ
の
二
つ
を
存
在
特
性
と
す
る
者
が
﹁
神
﹂
で
あ
る
︒
旧

約
聖
書
の
冒
頭
の
物
語
は
︑
神
と
蛇
＝
悪
魔
と
の
違
い
を
次
の
よ

う
な
形
で
示
し
て
い
る
︒
神
と
は
命
じ
る
者
で
あ
り
︑
禁
止
を
与

え
る
者
で
あ
り
︑
罰
す
る
者
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
蛇
は
誘
惑
に
よ

っ
て
そ
の
命
令
＝
禁
止
を
破
ら
せ
る
者
で
あ
る
と
い
う
違
い
︒
つ

ま
り
︑
神
の
ル
ー
ル
を
破
り
︑
侵
犯
す
る
敵
対
者
が
﹁
悪
魔
﹂
で

あ
る
と
い
う
こ
と
︒
蛇
＝
悪
魔
と
は
︑
善
悪
の
基
準
を
揺
ら
が
せ

反
転
さ
せ
る
︒
善
悪
の
反
転
と
真
偽
の
逆
転
︒
誘
惑
者
は
世
界
の

基
準
を
揺
る
が
す
︒
基
準
と
規
範
を
破
壊
し
︑
別
の
も
の
に
置
き

換
え
る
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
誘
惑
者
は
革
命
家
で
あ
る
︒
真
理
と

信
仰
の
壊
し
屋
で
あ
り
︑
祈
り
を
呪
い
に
転
化
す
る
知
恵
と
力
を

持
つ
者
で
あ
る
︒

﹁
悪
魔
﹂
の
誘
惑
の
執
拗
さ
と
苛
烈
さ
は
旧
約
聖
書
の
﹁
ヨ
ブ
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記
﹂
に
さ
ら
に
具
体
的
に
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
以
上
正

し
き
信
仰
は
な
い
と
称
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
信
仰
者
で
あ
る
ヨ
ブ
の

信
仰
を
試
し
︑
そ
れ
を
背
信
と
呪
い
に
向
け
る
よ
う
誘
惑
す
る
の

が
悪
魔
の
仕
業
で
あ
る
︒

ヨ
ブ
は
﹁
そ
の
ひ
と
と
な
り
は
全
く
︑
か
つ
正
し
く
︑
神
を
恐

れ
︑
悪
に
遠
ざ
か
っ
た
﹂
と
い
う
人
だ
っ
た
が
︑
あ
る
日
︑
神
と

サ
タ
ン
は
ヨ
ブ
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
に
言
い
合
う
︒

神
は
言
う
︒﹁
あ
な
た
は
わ
た
し
の
し
も
べ
ヨ
ブ
の
よ
う
に
全

く
︑
か
つ
正
し
く
︑
神
を
恐
れ
︑
悪
に
遠
ざ
か
る
者
の
世
に
な

い
こ
と
を
気
づ
い
た
か
﹂︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
サ
タ
ン
は
言
う
︒

﹁
ヨ
ブ
は
い
た
ず
ら
に
神
を
恐
れ
ま
し
ょ
う
か
︒
あ
な
た
は
彼
と

そ
の
家
お
よ
び
す
べ
て
の
所
有
物
の
ま
わ
り
に
く
ま
な
く
︑
ま

が
き
を
設
け
ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
︒
あ
な
た
は
彼
の

勤
労
を
祝
福
さ
れ
た
の
で
︑
そ
の
家
畜
は
地
に
増
え
た
の
で
す
︒

し
か
し
今
あ
な
た
の
手
を
伸
べ
て
︑
彼
の
す
べ
て
の
所
有
物
を

撃
っ
て
ご
ら
ん
な
さ
い
︒
彼
は
必
ず
あ
な
た
の
顔
に
向
か
っ
て
︑

あ
な
た
を
の
ろ
う
で
し
ょ
う
﹂︒
主
は
サ
タ
ン
に
言
わ
れ
た
︑﹁
見

よ
︑
彼
の
す
べ
て
の
所
有
物
を
あ
な
た
の
手
に
ま
か
せ
る
︒
た

だ
彼
の
身
に
手
を
つ
け
て
は
な
ら
な
い
﹂︒
サ
タ
ン
は
主
の
前
か

ら
出
て
行
っ
た
︒

そ
こ
で
︑
サ
タ
ン
は
次
か
ら
次
へ
と
ヨ
ブ
に
災
難
を
ふ
り
そ
そ

ぎ
︑
ヨ
ブ
の
信
仰
を
突
き
崩
そ
う
と
試
す
︒
ヨ
ブ
の
家
族
を
死
に

至
ら
し
め
︑
嘆
か
せ
︑
ヨ
ブ
を
足
の
裏
か
ら
頭
の
頂
ま
で
全
身
腫

れ
物
だ
ら
け
に
し
て
苦
し
め
た
︒
こ
の
時
︑
ヨ
ブ
の
嘆
き
は
詩
の

贈
答
形
式
で
語
ら
れ
る
が
︑
そ
の
言
葉
は
痛
切
で
激
し
い
︒
そ
の

最
初
の
嘆
き
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
︒

ヨ
ブ
は
口
を
開
い
て
︑
自
分
の
生
れ
た
日
を
の
ろ
っ
た
︒
す

な
わ
ち
ヨ
ブ
は
言
っ
た
︑ 

﹁
わ
た
し
の
生
れ
た
日
は
滅
び
う
せ
よ
︒

﹃
男
の
子
が
︑
胎
に
や
ど
っ
た
﹄
と
言
っ
た
夜
も

そ
の
よ
う
に
な
れ
︒

そ
の
日
は
暗
く
な
る
よ
う
に
︒

神
が
上
か
ら
こ
れ
を
顧
み
ら
れ
な
い
よ
う
に
︒

光
が
こ
れ
を
照
さ
な
い
よ
う
に
︒

や
み
と
暗
黒
が
こ
れ
を
取
り
も
ど
す
よ
う
に
︒

雲
が
︑
そ
の
上
に
と
ど
ま
る
よ
う
に
︒

日
を
暗
く
す
る
者
が
︑
こ
れ
を
脅
か
す
よ
う
に
︒

そ
の
夜
は
︑
暗
や
み
が
︑
こ
れ
を
捕
え
る
よ
う
に
︒

年
の
日
の
う
ち
に
加
わ
ら
な
い
よ
う
に
︒

月
の
数
に
も
は
い
ら
な
い
よ
う
に
︒

ま
た
︑
そ
の
夜
は
︑
は
ら
む
こ
と
の
な
い
よ
う
に
︒

喜
び
の
声
が
そ
の
う
ち
に
聞
か
れ
な
い
よ
う
に
︒

日
を
の
ろ
う
者
が
︑
こ
れ
を
の
ろ
う
よ
う
に
︒

レ
ビ
ヤ
タ
ン
を
奮
い
起
す
に
巧
み
な
者
が
︑

こ
れ
を
の
ろ
う
よ
う
に
︒

そ
の
明
け
の
星
は
暗
く
な
る
よ
う
に
︒

光
を
望
ん
で
も
︑
得
ら
れ
な
い
よ
う
に
︒

ま
た
︑
あ
け
ぼ
の
の
ま
ぶ
た
を
見
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
︒

こ
れ
は
︑
わ
た
し
の
母
の
胎
の
戸
を
閉
じ
ず
︑

ま
た
悩
み
を
わ
た
し
の
目
に
隠
さ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

な
に
ゆ
え
︑
わ
た
し
は
胎
か
ら
出
て
︑
死
な
な
か
っ
た
の
か
︒

腹
か
ら
出
た
と
き
息
が
絶
え
な
か
っ
た
の
か
︒

な
に
ゆ
え
︑
ひ
ざ
が
︑
わ
た
し
を
受
け
た
の
か
︒

な
に
ゆ
え
︑
乳
ぶ
さ
が
あ
っ
て
︑

わ
た
し
は
そ
れ
を
吸
っ
た
の
か
︒

そ
う
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
︑

わ
た
し
は
伏
し
て
休
み
︑
眠
っ
た
で
あ
ろ
う
︒

そ
う
す
れ
ば
わ
た
し
は
安
ん
じ
て
お
り
︑

自
分
の
た
め
に
荒
れ
跡
を
築
き
直
し
た

地
の
王
た
ち
︑
参
議
た
ち
︑

あ
る
い
は
︑
こ
が
ね
を
持
ち
︑

し
ろ
が
ね
を
家
に
満
た
し
た

君
た
ち
と
一
緒
に
い
た
で
あ
ろ
う
︒

な
に
ゆ
え
︑
わ
た
し
は
人
知
れ
ず
お
り
る
胎
児
の
ご
と
く
︑

光
を
見
な
い
み
ど
り
ご
の
よ
う
で
な
か
っ
た
の
か
︒

か
し
こ
で
は
悪
人
も
︑
あ
ば
れ
る
こ
と
を
や
め
︑

う
み
疲
れ
た
者
も
︑
休
み
を
得
︑

捕
わ
れ
人
も
共
に
安
ら
か
に
お
り
︑

追
い
使
う
者
の
声
を
聞
か
な
い
︒

小
さ
い
者
も
大
き
い
者
も
そ
こ
に
お
り
︑

奴
隷
も
︑
そ
の
主
人
か
ら
解
き
放
さ
れ
る
︒

な
に
ゆ
え
︑
悩
む
者
に
光
を
賜
い
︑

心
の
苦
し
む
者
に
命
を
賜
わ
っ
た
の
か
︒

こ
の
よ
う
な
人
は
死
を
望
ん
で
も
来
な
い
︑

こ
れ
を
求
め
る
こ
と
は
隠
れ
た
宝
を

掘
る
よ
り
も
︑
は
な
は
だ
し
い
︒

彼
ら
は
墓
を
見
い
だ
す
と
き
︑
非
常
に
喜
び
楽
し
む
の
だ
︒

な
に
ゆ
え
︑
そ
の
道
の
隠
さ
れ
た
人
に
︑

神
が
︑
ま
が
き
を
め
ぐ
ら
さ
れ
た
人
に
︑
光
を
賜
わ
る
の
か
︒

わ
た
し
の
嘆
き
は
わ
が
食
物
に
代
っ
て
来
り
︑

わ
た
し
の
う
め
き
は
水
の
よ
う
に
流
れ
出
る
︒

 

わ
た
し
の
恐
れ
る
も
の
が
︑
わ
た
し
に
臨
み
︑

わ
た
し
の
恐
れ
お
の
の
く
も
の
が
︑
わ
が
身
に
及
ぶ
︒

わ
た
し
は
安
ら
か
で
な
く
︑
ま
た
お
だ
や
か
で
な
い
︒

わ
た
し
は
休
み
を
得
な
い
︑
た
だ
悩
み
の
み
が
来
る
﹂︒︵﹁
ヨ
ブ

記
﹂
第
三
章
︶

ヨ
ブ
は
降
り
か
か
っ
た
災
厄
と
わ
が
身
を
呪
い
︑
嘆
き
︑
激
し

い
論
弁
と
呪
詛
を
繰
り
返
す
︒
こ
こ
に
は
激
し
い
生
命
の
全
否
定
︑

生
の
絶
望
︑
信
仰
の
喪
失
が
表
現
さ
れ
て
い
る
︒ 

義
人
ヨ
ブ
は
神
と
サ
タ
ン
の
賭
け
に
よ
り
︑﹁
す
べ
て
の
所
有

物
﹂
を
奪
わ
れ
︑
深
い
喪
失
を
体
験
し
た
︒
ヨ
ブ
が
辿
っ
た
の
は
︑

極
限
の
喪
失
体
験
で
あ
っ
た
︒

ま
ず
最
初
に
す
べ
て
の
﹁
所
有
物
﹂
を
失
っ
た
︒
だ
が
ヨ
ブ
は

こ
の
時
は
ま
だ
神
に
不
満
や
嘆
き
を
洩
ら
す
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

﹁
わ
た
し
は
裸
で
母
の
胎
を
出
た
︒
ま
た
裸
で
か
し
こ
に
帰
ろ
う
︒

主
が
与
え
︑
主
が
取
ら
れ
た
の
だ
︒
主
の
み
名
は
ほ
む
べ
き
か
な
﹂

と
神
を
称
え
も
し
た
︒
そ
し
て
二
つ
目
の
試
み
で
あ
る
﹁
骨
と
肉

と
を
撃
つ
﹂
こ
と
︑
す
な
わ
ち
全
身
を
腫
れ
も
の
だ
ら
け
に
し
て

健
康
を
奪
う
と
い
う
試
み
に
あ
っ
て
も
︑
神
へ
の
不
満
と
呪
い
を

口
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
三
人
の
友
が
来
て
︑
ヨ
ブ
の
状
態
を
見
て
深
い
同
情

と
憐
れ
み
を
示
し
た
時
に
︑
ヨ
ブ
は
初
め
て
友
人
た
ち
に
嘆
き
と

﹁
の
ろ
い
﹂
を
口
に
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
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時
に
︑
ヨ
ブ
の
三
人
の
友
が
こ
の
す
べ
て
の
災
の
ヨ
ブ
に
臨

ん
だ
の
を
聞
い
て
︑
め
い
め
い
自
分
の
所
か
ら
尋
ね
て
来
た
︒
す

な
わ
ち
テ
マ
ン
び
と
エ
リ
パ
ズ
︑
シ
ュ
ヒ
び
と
ビ
ル
ダ
デ
︑
ナ

ア
マ
び
と
ゾ
パ
ル
で
あ
る
︒
彼
ら
は
ヨ
ブ
を
い
た
わ
り
︑
慰
め

よ
う
と
し
て
︑
た
が
い
に
約
束
し
て
き
た
の
で
あ
る
︒
彼
ら
は

目
を
あ
げ
て
遠
方
か
ら
見
た
が
︑
彼
の
ヨ
ブ
で
あ
る
こ
と
を
認

め
が
た
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
で
︑
声
を
あ
げ
て
泣
き
︑
め
い
め

い
自
分
の
上
着
を
裂
き
︑
天
に
向
か
っ
て
︑
ち
り
を
う
ち
あ
げ
︑

自
分
た
ち
の
頭
の
上
に
ま
き
散
ら
し
た
︒
こ
う
し
て
七
日
七
夜
︑

彼
と
共
に
地
に
座
し
て
い
て
︑
ひ
と
言
も
彼
に
話
し
か
け
る
者

が
な
か
っ
た
︒
彼
の
苦
し
み
の
非
常
に
大
き
い
の
を
見
た
か
ら

で
あ
る
︒︵﹁
ヨ
ブ
記
﹂
第
二
章
︶

こ
の
時
︑
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
︑
初
め
て
ヨ
ブ
は
友
人
た
ち

に
抑
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
嘆
き
と
呪
い
を
口
走
っ
た
︒
所
有
物

を
失
っ
て
も
︑
健
康
を
失
っ
て
も
︑
そ
れ
ま
で
彼
は
一
度
も
﹁
の

ろ
い
﹂
を
口
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
友
人
た
ち
の
﹁
い

た
わ
り
﹂
と
﹁
慰
め
﹂
の
様
子
を
見
て
―
実
際
に
は
彼
ら
は
一

言
ヨ
ブ
に
慰
め
の
言
葉
を
か
け
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
だ
が

―
︑
ヨ
ブ
は
嘆
き
と
﹁
の
ろ
い
﹂
を
口
に
し
た
の
で
あ
る
︒

独
り
で
い
る
時
に
は
ヨ
ブ
は
必
死
で
耐
え
た
︒
だ
が
︑
慰
め
て

く
れ
る
友
が
い
る
と
こ
ろ
で
は
︑
ヨ
ブ
は
嘆
き
︑
呪
っ
た
︒
こ
の

ヨ
ブ
の
心
情
発
露
の
経
緯
は
極
め
て
人
間
的
で
あ
る
と
い
え
る
︒

そ
し
て
︑
人
間
関
係
の
微
妙
さ
と
複
雑
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
エ

ピ
ソ
ー
ド
だ
︒

と
も
あ
れ
︑
ま
っ
た
く
理
不
尽
に
見
え
る
か
の
よ
う
な
神
と
サ

タ
ン
の
試
し
を
ヨ
ブ
は
感
受
し
た
︒
そ
し
て
友
人
た
ち
に
︑﹁
わ
が

霊
は
破
れ
︑
わ
が
日
は
尽
き
︑
墓
は
わ
た
し
を
待
っ
て
い
る
﹂︵﹁
ヨ

ブ
記
﹂
第
一
七
章
︶
と
嘆
き
と
呪
い
の
言
葉
を
吐
き
出
し
た
︒
そ
の

激
し
い
留
ま
る
こ
と
の
な
い
論
弁
を
聴
い
て
︑
終
に
神
は
ヨ
ブ
に

激
し
く
語
り
出
す
︒

こ
の
時
︑
主
は
つ
む
じ
風
の
中
か
ら
ヨ
ブ
に
答
え
ら
れ
た
︑ 

﹁
無
知
の
言
葉
を
も
っ
て
︑

神
の
計
り
ご
と
を
暗
く
す
る
こ
の
者
は
だ
れ
か
︒

あ
な
た
は
腰
に
帯
し
て
︑
男
ら
し
く
せ
よ
︒

わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
︑
わ
た
し
に
答
え
よ
︒

わ
た
し
が
地
の
基
を
す
え
た
時
︑
ど
こ
に
い
た
か
︒

も
し
あ
な
た
が
知
っ
て
い
る
な
ら
言
え
︒

あ
な
た
が
も
し
知
っ
て
い
る
な
ら
︑

だ
れ
が
そ
の
度
量
を
定
め
た
か
︒

だ
れ
が
測
り
な
わ
を
地
の
上
に
張
っ
た
か
︒

そ
の
土
台
は
何
の
上
に
置
か
れ
た
か
︒

そ
の
隅
の
石
は
だ
れ
が
す
え
た
か
︒

か
の
時
に
は
明
け
の
星
は
相
共
に
歌
い
︑

神
の
子
た
ち
は
み
な
喜
び
呼
ば
わ
っ
た
︒

海
の
水
が
流
れ
い
で
︑
胎
内
か
ら
わ
き
出
た
と
き
︑

だ
れ
が
戸
を
も
っ
て
︑
こ
れ
を
閉
じ
こ
め
た
か
︒

あ
の
時
︑
わ
た
し
は
雲
を
も
っ
て
衣
と
し
︑

黒
雲
を
も
っ
て
む
つ
き
と
し
︑

こ
れ
が
た
め
に
境
を
定
め
︑

関
お
よ
び
戸
を
設
け
て
︑

言
っ
た
︑﹃
こ
こ
ま
で
来
て
も
よ
い
︑
越
え
て
は
な
ら
ぬ
︑

お
ま
え
の
高
波
は
こ
こ
に
と
ど
ま
る
の
だ
﹄
と
︒

あ
な
た
は
生
れ
た
日
か
ら
こ
の
か
た
朝
に
命
じ
︑

夜
明
け
に
そ
の
所
を
知
ら
せ
︑

こ
れ
に
地
の
縁
を
と
ら
え
さ
せ
︑

悪
人
を
そ
の
上
か
ら
振
り
落
さ
せ
た
こ
と
が
あ
る
か
︒

地
は
印
せ
ら
れ
た
土
の
よ
う
に
変
り
︑

衣
の
よ
う
に
い
ろ
ど
ら
れ
る
︒

悪
人
は
そ
の
光
を
奪
わ
れ
︑

そ
の
高
く
あ
げ
た
腕
は
折
ら
れ
る
︒

あ
な
た
は
海
の
源
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
︒

淵
の
底
を
歩
い
た
こ
と
が
あ
る
か
︒

死
の
門
は
あ
な
た
の
た
め
に
開
か
れ
た
か
︒

あ
な
た
は
暗
黒
の
門
を
見
た
こ
と
が
あ
る
か
︒

あ
な
た
は
地
の
広
さ
を
見
き
わ
め
た
か
︒

も
し
こ
れ
を
こ
と
ご
と
く
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
言
え
︒

光
の
あ
る
所
に
至
る
道
は
い
ず
れ
か
︒

暗
や
み
の
あ
る
所
は
ど
こ
か
︒

あ
な
た
は
こ
れ
を
そ
の
境
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
︒

そ
の
家
路
を
知
っ
て
い
る
か
︒︵﹁
ヨ
ブ
記
﹂
第
三
八
章
︑
以
下
略
︶

神
が
最
初
に
発
し
た
言
葉
は
︑﹁
無
知
の
言
葉
を
も
っ
て
︑
神
の

計
り
ご
と
を
暗
く
す
る
こ
の
者
は
だ
れ
か
﹂
と
い
う
問
い
か
け
で

あ
る
︒
無
知
な
る
人
間
が
絶
対
知
を
持
つ
全
知
全
能
の
神
に
何
を

非
難
す
る
の
か
︑
身
の
程
を
知
れ
と
厳
し
く
問
い
詰
め
る
よ
う
な

激
烈
さ
で
あ
る
︒
実
際
︑
神
は
次
の
よ
う
に
こ
れ
で
も
か
と
た
た

み
か
け
︑﹁
非
難
す
る
者
﹂
ヨ
ブ
と
﹁
全
能
者
﹂
神
と
の
違
い
を
ヨ

ブ
に
徹
底
認
識
さ
せ
る
︒

主
は
ま
た
ヨ
ブ
に
答
え
て
言
わ
れ
た
︑ 

﹁
非
難
す
る
者
が
全
能
者
と
争
お
う
と
す
る
の
か
︑

神
と
論
ず
る
者
は
こ
れ
に
答
え
よ
﹂︒

そ
こ
で
︑
ヨ
ブ
は
主
に
答
え
て
言
っ
た
︑ 

﹁
見
よ
︑
わ
た
し
は
ま
こ
と
に
卑
し
い
者
で
す
︑

な
ん
と
あ
な
た
に
答
え
ま
し
ょ
う
か
︒

た
だ
手
を
口
に
当
て
る
の
み
で
す
︒

わ
た
し
は
す
で
に
一
度
言
い
ま
し
た
︑
ま
た
言
い
ま
せ
ん
︑

す
で
に
二
度
言
い
ま
し
た
︑
重
ね
て
申
し
ま
せ
ん
﹂︒

主
は
ま
た
つ
む
じ
風
の
中
か
ら
ヨ
ブ
に
答
え
ら
れ
た
︑ 

﹁
あ
な
た
は
腰
に
帯
し
て
︑
男
ら
し
く
せ
よ
︒

わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
︑
わ
た
し
に
答
え
よ
︒

あ
な
た
は
な
お
︑
わ
た
し
に
責
任
を
負
わ
そ
う
と
す
る
の
か
︒

あ
な
た
は
わ
た
し
を
非
と
し
︑

自
分
を
是
と
し
よ
う
と
す
る
の
か
︒

あ
な
た
は
神
の
よ
う
な
腕
を
持
っ
て
い
る
の
か
︑

神
の
よ
う
な
声
で
と
ど
ろ
き
わ
た
る
こ
と
が
で
き
る
か
︒

あ
な
た
は
威
光
と
尊
厳
と
を
も
っ
て
そ
の
身
を
飾
り
︑

栄
光
と
華
麗
と
を
も
っ
て
そ
の
身
を
装
っ
て
み
よ
︒

あ
な
た
の
あ
ふ
る
る
怒
り
を
漏
ら
し
︑

す
べ
て
の
高
ぶ
る
者
を
見
て
︑
こ
れ
を
低
く
せ
よ
︒

す
べ
て
の
高
ぶ
る
者
を
見
て
︑
こ
れ
を
か
が
ま
せ
︑

ま
た
悪
人
を
そ
の
所
で
踏
み
つ
け
︑

彼
ら
を
と
も
に
ち
り
の
中
に
う
ず
め
︑

そ
の
顔
を
隠
れ
た
所
に
閉
じ
こ
め
よ
︒

そ
う
す
れ
ば
︑
わ
た
し
も
ま
た
︑
あ
な
た
を
ほ
め
て
︑

あ
な
た
の
右
の
手
は
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あ
な
た
を
救
う
こ
と
が
で
き
る
と
し
よ
う
︒﹂︵﹁
ヨ
ブ
記
﹂
第
四

〇
章
︑
以
下
略
︶

こ
れ
に
対
し
て
︑
ヨ
ブ
は
﹁
わ
た
し
は
ま
こ
と
に
卑
し
い
者
で

す
︑
な
ん
と
あ
な
た
に
答
え
ま
し
ょ
う
か
︒
た
だ
手
を
口
に
当
て

る
の
み
で
す
﹂
と
答
え
る
ほ
か
な
い
︒
ヨ
ブ
は
神
を
呪
っ
た
︒
論

難
し
た
︒
だ
が
︑
こ
の
ヨ
ブ
の
論
難
を
打
ち
砕
く
激
し
い
神
の
詰

問
を
聴
い
て
ヨ
ブ
は
神
に
ひ
れ
伏
す
し
か
な
か
っ
た
︒

こ
う
し
て
ヨ
ブ
は
︑
次
の
よ
う
に
﹁
悔
い
﹂
を
示
す
の
で
あ
る
︒

そ
こ
で
ヨ
ブ
は
主
に
答
え
て
言
っ
た
︑

﹁
わ
た
し
は
知
り
ま
す
︑

あ
な
た
は
す
べ
て
の
事
を
な
す
こ
と
が
で
き
︑

ま
た
い
か
な
る
お
ぼ
し
め
し
で
も
︑

あ
な
た
に
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
こ
と
を
︒

﹃
無
知
を
も
っ
て
神
の
計
り
ご
と
を
お
お
う

こ
の
者
は
だ
れ
か
﹄︒

そ
れ
ゆ
え
︑
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
悟
ら
な
い
事
を
言
い
︑

み
ず
か
ら
知
ら
な
い
︑
測
り
難
い
事
を
述
べ
ま
し
た
︒

﹃
聞
け
︑
わ
た
し
は
語
ろ
う
︑

わ
た
し
は
あ
な
た
に
尋
ね
る
︑
わ
た
し
に
答
え
よ
﹄︒

わ
た
し
は
あ
な
た
の
事
を
耳
で
聞
い
て
い
ま
し
た
が
︑

今
は
わ
た
し
の
目
で
あ
な
た
を
拝
見
い
た
し
ま
す
︒

そ
れ
で
わ
た
し
は
み
ず
か
ら
恨
み
︑

ち
り
灰
の
中
で
悔
い
ま
す
﹂︒

主
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
ヨ
ブ
に
語
ら
れ
て
後
︑
テ
マ
ン
び
と

エ
リ
パ
ズ
に
言
わ
れ
た
︑

﹁
わ
た
し
の
怒
り
は
あ
な
た
と
あ
な
た
の
ふ
た
り
の
友
に
向
か

っ
て
燃
え
る
︒
あ
な
た
が
た
が
︑
わ
た
し
の
し
も
べ
ヨ
ブ
の
よ

う
に
正
し
い
事
を
わ
た
し
に
つ
い
て
述
べ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
︒
そ
れ
で
今
︑
あ
な
た
が
た
は
雄
牛
七
頭
︑
雄
羊
七
頭
を
取

っ
て
︑
わ
た
し
の
し
も
べ
ヨ
ブ
の
所
へ
行
き
︑
あ
な
た
が
た
の

た
め
に
燔
祭
を
さ
さ
げ
よ
︒
わ
た
し
の
し
も
べ
ヨ
ブ
は
あ
な
た

が
た
の
た
め
に
祈
る
で
あ
ろ
う
︒
わ
た
し
は
彼
の
祈
を
受
け
い

れ
る
に
よ
っ
て
︑
あ
な
た
が
た
の
愚
か
を
罰
す
る
こ
と
を
し
な

い
︒
あ
な
た
が
た
は
わ
た
し
の
し
も
べ
ヨ
ブ
の
よ
う
に
正
し
い

事
を
わ
た
し
に
つ
い
て
述
べ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
﹂︒

そ
こ
で
テ
マ
ン
び
と
エ
リ
パ
ズ
︑
シ
ュ
ヒ
び
と
ビ
ル
ダ
デ
︑
ナ

ア
マ
び
と
ゾ
パ
ル
は
行
っ
て
︑
主
が
彼
ら
に
命
じ
ら
れ
た
よ
う

に
し
た
の
で
︑
主
は
ヨ
ブ
の
祈
を
受
け
い
れ
ら
れ
た
︒

ヨ
ブ
が
そ
の
友
人
た
ち
の
た
め
に
祈
っ
た
と
き
︑
主
は
ヨ
ブ

の
繁
栄
を
も
と
に
か
え
し
︑
そ
し
て
主
は
ヨ
ブ
の
す
べ
て
の
財

産
を
二
倍
に
増
さ
れ
た
︒
そ
こ
で
彼
の
す
べ
て
の
兄
弟
︑
す
べ

て
の
姉
妹
︑
お
よ
び
彼
の
旧
知
の
者
ど
も
こ
と
ご
と
く
彼
の
も

と
に
来
て
︑
彼
と
共
に
そ
の
家
で
飲
み
食
い
し
︑
か
つ
主
が
彼

に
く
だ
さ
れ
た
す
べ
て
の
災
に
つ
い
て
彼
を
い
た
わ
り
︑
慰
め
︑

お
の
お
の
銀
一
ケ
シ
タ
と
金
の
輪
一
つ
を
彼
に
贈
っ
た
︒
主
は

ヨ
ブ
の
終
り
を
初
め
よ
り
も
多
く
恵
ま
れ
た
︒
彼
は
羊
一
万
四

千
頭
︑
ら
く
だ
六
千
頭
︑
牛
一
千
く
び
き
︑
雌
ろ
ば
一
千
頭
を

も
っ
た
︒
ま
た
彼
は
男
の
子
七
人
︑
女
の
子
三
人
を
も
っ
た
︒

彼
は
そ
の
第
一
の
娘
を
エ
ミ
マ
と
名
づ
け
︑
第
二
を
ケ
ジ
ア
と

名
づ
け
︑
第
三
を
ケ
レ
ン
・
ハ
ッ
プ
ク
と
名
づ
け
た
︒
全
国
の

う
ち
で
ヨ
ブ
の
娘
た
ち
ほ
ど
美
し
い
女
は
な
か
っ
た
︒
父
は
そ

の
兄
弟
た
ち
と
同
様
に
嗣
業
を
彼
ら
に
も
与
え
た
︒
こ
の
後
︑
ヨ

ブ
は
百
四
十
年
生
き
な
が
ら
え
て
︑
そ
の
子
と
そ
の
孫
と
四
代

ま
で
を
見
た
︒
ヨ
ブ
は
年
老
い
︑
日
満
ち
て
死
ん
だ
︒︵﹁
ヨ
ブ

記
﹂
第
四
二
章
︶

こ
の
ヨ
ブ
の
﹁
悔
い
﹂
と
﹁
祈
り
﹂
を
神
は
受
け
入
れ
る
︒
神

は
ヨ
ブ
を
赦
し
︑
ヨ
ブ
の
﹁
繁
栄
﹂
を
元
に
戻
し
︑﹁
す
べ
て
の
財

産
を
二
倍
に
増
﹂
や
し
た
︒
そ
し
て
ヨ
ブ
は
百
四
十
歳
ま
で
生
き

た
︒こ

う
し
て
﹁
義
人
﹂
ヨ
ブ
は
︑
最
終
的
に
は
サ
タ
ン
の
試
み
に

も
屈
せ
ず
︑﹁
義
人
﹂
で
あ
る
こ
と
を
貫
き
通
し
た
か
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
が
︑
し
か
し
︑﹁
無
知
を
も
っ
て
神
の
計
り
ご
と
を
お

お
う
こ
の
者
は
だ
れ
か
﹂
と
い
う
神
か
ら
ヨ
ブ
に
問
わ
れ
る
言
葉

が
人
間
存
在
の
限
界
と
驕
慢
を
厳
し
く
問
い
詰
め
る
戒
め
の
詰
問

と
し
て
残
響
し
続
け
る
︒

こ
の
﹁
無
知
を
も
っ
て
神
の
計
り
ご
と
を
お
お
う
こ
の
者
﹂
の

知
と
は
た
ら
き
こ
そ
︑
エ
バ
か
ら
ヨ
ブ
に
至
る
人
間
の
心
に
巣
食

う
慢
と
悪
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
キ
リ
ス

ト
教
が
言
う
﹁
原
罪
﹂
の
核
心
な
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
う
し
て
︑
神
と
向
か
い
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
︑
常
に
人
は
否

応
な
く
無
知
と
知
が
せ
め
ぎ
合
う
場
所
に
連
れ
出
さ
れ
る
︒
蛇
が

エ
バ
に
﹁
こ
の
木
の
実
を
と
っ
て
食
べ
る
と
︑
死
ぬ
ど
こ
ろ
か
︑
目

が
開
け
て
神
の
よ
う
に
善
と
悪
を
知
る
知
恵
あ
る
者
に
な
る
﹂
と

誘
惑
し
た
よ
う
な
誘
惑
の
手
法
は
︑
無
知
と
知
の
間
隙
を
縫
う
誘

惑
と
し
て
古
来
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
多
く

の
者
が
惑
わ
さ
れ
︑
騙
さ
れ
︑
道
を
誤
っ
て
き
た
︒
実
際
︑
オ
ウ

ム
真
理
教
や
そ
の
他
の
宗
教
教
団
も
︑﹁
こ
の
修
行
や
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
成
就
す
る
と
︑
あ
な
た
は
目
が
開
け
て
解
脱
し
︑
悟
り

を
開
い
て
ブ
ッ
ダ
︵
あ
る
い
は
神
︶
の
よ
う
に
な
り
ま
す
よ
﹂
と
誘

惑
す
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
悪
魔
﹂
は
﹁
神
の
よ
う
に
な
る
﹂
こ
と
を

勧
め
る
知
や
賢
の
誘
惑
者
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑﹁
解
脱
﹂
や
﹁
最
終
解
脱
﹂
や
﹁
神
理
﹂
な
ど
と
い
う

言
葉
が
︑
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
︑
い
か
な
る
実
態
を
体
現
す

る
も
の
か
︑
正
確
に
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
︒﹁
善
﹂
だ
と
疑
わ
な

か
っ
た
行
為
や
道
が
﹁
悪
﹂
の
た
だ
中
へ
の
参
入
と
な
っ
て
い
る

と
い
う
逆
説
的
な
事
態
が
起
こ
り
う
る
と
い
う
こ
と
だ
︒

神
道
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
神
的
現
象
﹂
を
正
し
く
見
極
め
る

プ
ロ
セ
ス
を
﹁
審さ

神に
わ

﹂
と
言
っ
た
︒
そ
こ
に
立
ち
現
れ
た
り
︑
発

言
し
た
り
す
る
﹁
神
﹂
が
い
か
な
る
神
か
︑
ま
た
そ
れ
が
い
か
な

る
境
位
で
あ
る
の
か
︑
そ
の
真
意
は
何
か
判
断
す
る
行
為
と
過
程

が
﹁
審
神
﹂
で
あ
る
︒

だ
が
︑
こ
の
﹁
審
神
﹂
な
る
も
の
は
口
で
言
う
ほ
ど
簡
単
な
も

の
で
は
な
い
︒﹁
審
神
﹂
が
ど
の
よ
う
な
基
準
と
判
断
で
で
き
る
の

か
︑
定
か
で
は
な
い
︒﹁
悪
魔
﹂
は
限
り
な
く
﹁
神
﹂
に
似
せ
て
現

れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
だ
か
ら
︒﹁
神
﹂
認
識
と
﹁
悪
魔
﹂
認
識

と
は
︑
対
極
で
あ
る
か
の
よ
う
で
︑
見
分
け
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
︑

見
間
違
う
こ
と
も
あ
る
陥
穽
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒

旧
約
聖
書
で
は
︑﹁
悪
魔
﹂
は
蛇
の
姿
に
な
っ
て
実
に
巧
妙
な
言

葉
を
用
い
て
エ
バ
を
誘
惑
し
た
︒
そ
の
要
点
は
︑﹁
神
﹂
は
本
当
は

あ
な
た
た
ち
を
だ
ま
し
て
い
る
︑
あ
な
た
た
ち
は
本
当
は
﹁
神
﹂

の
よ
う
に
な
れ
る
の
だ
︑
と
い
う
誘
惑
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑

﹁
神
﹂
へ
の
信
に
揺
ら
ぎ
が
生
ず
る
︒
こ
の
︑﹁
神
﹂
の
言
葉
と
業

が
真
理
で
も
正
義
で
も
な
く
︑
虚
偽
で
あ
り
︑﹁
悪
意
﹂
で
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
不
安
と
疑
念
に
よ
る
信
の
揺
ら
ぎ
こ
そ
︑
悪

魔
の
付
け
入
る
瞬
間
な
の
で
あ
る
︒
悪
魔
は
そ
の
不
安
と
揺
ら
ぎ
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を
け
っ
し
て
見
逃
す
こ
と
の
な
い
怜
悧
さ
と
注
意
深
さ
を
持
っ
て

い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
悪
魔
に
太
刀
打
ち
す
る
に
は
︑
こ
の
上
な
く

注
意
深
く
あ
る
か
︑
ま
た
そ
の
反
対
に
こ
の
上
な
く
無
邪
気
で
無

防
備
で
あ
る
か
︑
ど
ち
ら
か
の
態
度
と
力
と
知
恵
が
必
要
と
な
る
︒

最
高
の
注
意
深
さ
が
最
大
の
無
防
備
で
あ
る
よ
う
な
パ
ラ
ド
ク
シ

カ
ル
な
態
度
こ
そ
悪
魔
に
も
っ
と
も
近
づ
く
と
同
時
に
距
離
を
置

く
こ
と
の
で
き
る
態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

3
む
す
び
に

私
は
﹁
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
神
仏
習
合
諸
宗
共
働
神
主
﹂
を
標
榜
し

て
い
る
が
︑
ヨ
ー
ガ
も
禅
も
密
教
の
﹁
修
行
﹂
も
し
た
こ
と
は
な

い
︒
二
十
歳
頃
か
ら
い
く
ら
か
断
食
︑
滝
行
︑
遍
路
︑
聖
地
巡
礼
︑

神
道
行
法
︑
気
功
を
行
な
っ
て
き
た
だ
け
の
者
で
あ
る
︒

だ
が
︑
物
心
つ
い
て
か
ら
十
歳
に
な
る
ま
で
の
間
︑
何
度
も

﹁
鬼
﹂
を
見
︑
三
十
五
歳
で
﹁
魔
﹂
と
呼
ぶ
ほ
か
な
い
事
態
を
体
験

し
た
︒
こ
の
﹁
鬼
﹂
も
﹁
魔
﹂
も
容
易
に
言
葉
に
言
い
表
し
が
た

い
も
の
な
の
で
︑
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
た
め
ら

い
が
あ
っ
た
し
︑
困
惑
や
困
難
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
オ
ウ
ム
真

理
教
事
件
で
ど
の
よ
う
な
困
惑
を
も
振
り
捨
て
ね
ば
な
ら
な
い
と

覚
悟
し
︑﹃
宗
教
と
霊
性13
﹄
で
﹁
魔
と
魔
境
と
霊
性
﹂
を
問
題
に
し
︑

﹃
エ
ッ
ジ
の
思
想
―
翁
童
論
Ⅲ14
﹄︑﹃
呪
殺
・
魔
境
論
﹄
な
ど
で
さ

ら
に
そ
の
﹁
魔
﹂
の
問
題
を
酒
鬼
薔
薇
聖
斗
事
件
な
ど
も
取
り
上

げ
な
が
ら
追
究
し
た
が
︑
そ
れ
を
﹁
霊
的
暴
力
﹂
と
い
う
概
念
で

い
っ
そ
う
広
範
に
か
つ
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
︑
本
科
研
が
始
ま
っ
た
︒
そ
し
て
︑
気
功
に
お
け
る
﹁
偏

差
﹂
の
問
題
や
法
輪
功
事
件
の
問
題
な
ど
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
る15
︒

﹁
魔
﹂
と
は
︑
あ
る
見
え
な
い
﹁
暴
力
﹂
で
あ
り
︑
精
神
的
暴
力

を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
と
事
態
で
人
を
傷
つ
け
た
り
︑
屈
服
さ

せ
た
り
︑
支
配
し
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
人
の
﹁
自

由
﹂
と
﹁
創
造
性
﹂
を
奪
う
力
で
あ
る
︒

一
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
挙
げ
る
︒
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
西
岸
の
港
町

ゴ
ル
ウ
ェ
イ
近
郊
の
小
さ
な
町
ゴ
ー
ト
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
友

人
ジ
ム
を
訪
ね
た
︒
ジ
ム
は
庭
師
で
︑
俳
人
︒
私
の
来
訪
を
記
念

し
て
次
の
よ
う
な
英
語
俳
句
を
作
っ
て
く
れ
た
︒

Traveller, C
om

e in!
A

ll roads begin &
 end here,

Just as at your door.

ダ
ブ
リ
ン
生
ま
れ
の
ジ
ム
は
ロ
ン
ド
ン
に
出
て
庭
師
を
し
な
が

ら
T
M
︵
超
越
瞑
想
︶
を
学
び
︑
そ
の
教
師
で
も
あ
っ
た
︒
彼
の

家
の
庭
に
は
大
き
な
ブ
ナ
の
木
の
下
に
イ
ン
ド
の
仏
像
を
安
置
し

た
小シ

ュ
ラ
イ
ン祠が

あ
り
︑
ド
ー
ム
状
に
な
っ
た
木
々
を
う
ま
く
利
用
し
て

瞑
想
空
間
を
作
っ
て
い
た
︒
ジ
ム
が
私
に
神
道
の
祓
い
を
し
て
く

れ
と
い
う
の
で
︑
ブ
ナ
の
木
の
枝
を
祓
い
串
と
し
︑
祝
詞
を
唱
え
︑

石
笛
・
法
螺
貝
・
龍
笛
の
わ
が
三
種
の
神
器
を
吹
い
て
清
祓
い
を

す
る
と
大
変
喜
ん
で
く
れ
た
︒
そ
の
後
︑
話
が
キ
リ
ス
ト
教
の
こ

と
に
及
ん
だ
時
︑
彼
ら
夫
婦
は
自
分
た
ち
は
今
は
キ
リ
ス
ト
教
を

離
れ
て
い
る
と
語
っ
た
︒
小
さ
い
頃
︑
妻
の
ジ
ュ
デ
ィ
は
左
き
き

だ
っ
た
が
︑
そ
れ
を
﹁
悪デ

ヴ
ィ
ル
ズ
・
ハ
ン
ド

魔
の
手
﹂
と
神
父
に
言
わ
れ
︑
無
理
や

り
矯
正
さ
せ
ら
れ
た
︒
彼
女
は
そ
の
こ
と
に
今
な
お
深
い
傷
を
負

っ
て
い
た
︒
私
が
﹁
神
道
で
は
左
手
は
〝
日ひ

垂た

り
手て

︵
霊
足
り
手
︶〟

と
言
っ
て
︑Full of Sunlight, Full of Spiritual Power

を
表
わ
す
ん

で
す
よ
﹂
と
言
う
と
︑
本
当
か
と
何
度
も
確
認
し
て
︑
私
は
解
放

さ
れ
た
︑
と
大
げ
さ
な
身
振
り
で
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
︒
そ
れ
ほ

ど
﹁
悪デ

ヴ
ィ
ル
ズ
・
ハ
ン
ド

魔
の
手
﹂
と
い
う
観
念
は
彼
女
の
心
に
重
く
の
し
か
か
っ

て
い
た
の
だ
っ
た
︒
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
を
病
ん
で
い
る
ジ
ュ
デ
ィ

は
時
々
手
が
ふ
る
え
る
が
︑
夕
食
を
共
に
し
な
が
ら
彼
女
の
手
が

ふ
る
え
て
い
る
の
を
見
て
痛
々
し
く
思
っ
た
︒﹁
悪デ

ヴ
ィ
ル
ズ
・
ハ
ン
ド

魔
の
手
﹂
と
い

う
重
圧
が
彼
女
の
手
を
今
な
お
重
く
縛
り
︑
そ
こ
か
ら
脱
け
出
そ

う
と
も
が
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教

を
信
じ
な
い
と
い
う
彼
ら
に
﹁
悪
魔
﹂
の
観
念
は
重
く
の
し
か
か

っ
て
い
て
︑
今
な
お
身
心
に
強
い
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
与
え
て
い
る
︒

﹁
悪
魔
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
の
悲
し
み
と
痛
み
と
怒
り
が
あ
る
︒

﹁
悪
魔
﹂
と
呼
ぶ
側
に
も
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
怒
り
や
論
理
あ
る
い
は

決
め
付
け
が
あ
る
︒
そ
の
間
に
︑﹁
悪
魔
﹂
と
さ
れ
︑﹁
悪
魔
﹂
と

成
っ
て
い
く
悲
し
み
と
痛
み
が
あ
る
︒﹁
悪
魔
﹂
は
い
か
に
し
て

﹁
悪
魔
﹂
と
成
る
の
か
？　
﹁
ブ
ッ
ダ
﹂
が
い
か
に
し
て
﹁
ブ
ッ
ダ
﹂

と
成
っ
た
か
︵
大
悟
成
道
︶
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
そ
の
対
極

に
あ
る
者
と
し
て
﹁
悪
魔
﹂
の
﹁
大
悪
成
魔
﹂
の
あ
り
よ
う
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？

﹁
悪
魔
﹂
を
﹁
悪
魔
﹂
足
ら
し
め
る
条
件
と
は
何
か
？　

非
情
や

残
虐
や
暴
力
だ
ろ
う
か
？　

狡
猾
や
裏
切
り
や
背
徳
だ
ろ
う
か
？

鈴
木
大
拙
は﹃
霊
性
的
日
本
の
建
設
﹄の
序
に
置
い
た﹁
戦ラ

ウ
ス
・
ベ
リ

争
礼
讃

︵Laus belli,

魔
王
の
宣
言
︶﹂
の
冒
頭
で
︑﹁
自
分
即
ち
魔
王
の
本
性

は
力
だ
︒
力
が
向
ふ
見
ず
に
︑
自
由
自
在
に
躍
動
す
る
と
こ
ろ
に

は
︑
必
ず
自
分
が
居
る
︒
人
間
世
界
は
自
分
の
仕
事
場
に
外
な
ら

ぬ
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
鈴
木
大
拙
に
よ
れ
ば
︑﹁
魔
王
﹂

は
﹁
力
﹂
を
行
使
し
︑
人
間
の
﹁
無
意
識
﹂
に
は
た
ら
き
か
け
︑
あ

ら
ゆ
る
戦
争
を
引
き
起
こ
す
︒﹁
力
﹂
を
存
在
原
理
と
す
る
魔
王
か

ら
す
る
と
︑
人
間
は
本
質
的
に
魔
を
内
在
さ
せ
た
存
在
で
あ
る
︒

﹁
生
﹂
は
﹁
力
﹂
で
あ
り
︑﹁
性
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑﹁
性
﹂
を
通

し
て
生
ま
れ
て
き
た
人
間
は
み
な
﹁
魔
性
﹂
を
秘
め
て
い
る
と
鈴

木
は
言
う
︒
生
の
力
は
性
の
力
で
あ
り
︑
性
の
力
は
魔
の
力
で
あ

る
︒
ゆ
え
に
そ
れ
で
生
ま
れ
る
人
間
は
直
ち
に
﹁
魔
性
﹂
も
の
で

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
︒

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
︑﹁
悪
魔
﹂
が
神
の
敵
対
者
で
あ
り
反
逆

者
で
あ
り
誘
惑
者
で
あ
る
の
に
も
似
て
︑
仏
教
に
お
い
て
も
﹁
魔

m
ara

﹂
は
﹁
ブ
ッ
ダ
︵
覚
者
︑
悟
れ
る
者
︶﹂
の
妨
害
者
で
あ
り
敵

対
者
で
あ
り
誘
惑
者
で
あ
る
︒﹁
魔
﹂
は
﹁
性
﹂
と
﹁
無
意
識
﹂
に

は
た
ら
き
か
け
る
﹁
力
﹂
の
誘
導
者
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
力
﹂
は
さ

ま
ざ
ま
な
破
壊
を
も
た
ら
し
︑
実
現
や
成
就
や
完
成
を
妨
げ
る
︒

﹁
魔
﹂
や
﹁
悪
魔
﹂
の
実
態
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
︑
と
私
は

子
供
の
頃
か
ら
思
っ
て
き
た
が
︑
六
十
五
歳
で
大
学
勤
務
の
定
年

を
過
ぎ
て
︑
い
よ
い
よ
何
憚
る
こ
と
も
な
く
︑
そ
の
問
題
に
取
り

組
ん
で
い
き
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
︒

注1　
﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
一
五　

こ
の
人
を
見
よ　

自
伝
集
﹄
川
原
栄
峰
訳
︑
三

五
︲
三
六
頁
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
四
年
︒
ニ
ー
チ
ェ
は
一
八

七
五
年
に
初
め
て
﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
の
英
訳
本
を
読
み
︑
強
い
印

象
と
影
響
を
受
け
た
︒︿
僕
は
シ
ュ
マ
イ
ツ
ナ
ー
の
友
人
ヴ
ィ
ー
デ
マ

ン
氏
か
ら
︑
仏
教
徒
た
ち
の
聖
典
の
ひ
と
つ
と
か
い
う
﹃
ス
ッ
タ
・
ニ

パ
ー
タ
﹄
の
英
語
本
を
借
り
た
︒
そ
し
て
﹃
ス
ッ
タ
﹄
の
確
乎
た
る
結

句
の
ひ
と
つ
を
︑
つ
ま
り｢

犀
の
よ
う
に
︑
た
だ
独
り
歩
め｣

と
い
う

言
葉
を
僕
は
も
う
ふ
だ
ん
の
用
語
に
し
て
い
る
の
だ
︒
生
の
無
価
値
と
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す
べ
て
の
目
標
の
虚
偽
と
に
た
い
す
る
確
信
が
︑
し
き
り
と
︑
と
き
に

は
強
く
僕
の
心
に
迫
っ
て
く
る
の
だ
︑
こ
と
に
病
気
で
ベ
ッ
ド
に
寝
て

い
る
と
き
な
ど
は
ね
︒
そ
れ
で
僕
は
﹃
ス
ッ
タ
﹄
か
ら
も
っ
と
多
く
の

こ
と
を
聞
き
と
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
︑
ユ
ダ
ヤ
＝
キ
リ
ス
ト
教
的
な

言
い
回
し
と
結
び
つ
け
な
い
で
ね
︒
つ
ま
り
︑
僕
は
あ
ん
な
言
い
回
し

に
た
い
す
る
嫌
悪
で
︑
い
つ
の
間
に
か
腹
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
し
ま
っ
て

い
る
か
ら
だ
︑

―
そ
れ
で
僕
は
不
当
な
ま
ね
を
し
な
い
よ
う
用
心

し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
︒
生
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
︑

な
ん
と
も
悩
み
ぬ
い
て
い
る
友
人
ロ
ー
デ
の
︑
こ
こ
に
同
封
し
た
手
紙

か
ら
も
推
し
は
か
れ
も
し
よ
う
︒
生
に
執
着
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
︑
こ
れ
は
明
白
な
の
だ
︒
だ
が
︑
実
際
に
も
う
な
に
も
の
も
意
志

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
︑
ど
こ
で
僕
た
ち
は
生
に
耐
え
て
ゆ

け
る
の
だ
ろ
う
か
？　

認
識
せ
ん
と
意
志
す
る
こ
と
は
︑
生
の
意
志
の

最
後
の
領
域
と
し
て
︑
意
志
す
る
こ
と
と
︑
も
は
や
意
志
し
な
い
こ
と

と
の
︑
つ
ま
り
煉
獄
の
領
域
と
涅
槃
の
領
域
と
の
中
間
地
帯
と
し
て
︑

残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
僕
は
思
う
の
だ
︒
一
方
に
は
︑
不
満
を
覚
え
︑

軽
蔑
し
な
が
ら
生
を
ふ
り
か
え
る
か
ぎ
り
︑
煉
獄
が
あ
り
︑
他
方
に
は
︑

精ゼー
㆑神

が
生
に
よ
っ
て
純
粋
観
照
の
状
態
に
近
づ
く
か
ぎ
り
︑
涅
槃
が
あ

る
の
だ
︒
僕
は
認
識
せ
ん
と
意
志
す
る
こ
と
の
性
急
さ
を
努
め
て
捨
て

さ
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
︒﹀
と
友
人
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ゲ
ル
ス
ド

ル
フ
へ
の
手
紙
に
書
い
て
い
る
よ
う
に
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
﹄
別
巻
一

ニ
ー
チ
ェ
書
簡
集
Ⅰ　

三
七
八
︲
三
七
九
頁
︑
塚
越
敏
訳
︑
ち
く
ま
学

芸
文
庫
︑
一
九
九
四
年
︶︒
ま
た
﹃
曙
光
﹄
九
六
に
は
︑﹁
宗
教
的
な
事

物
に
つ
い
て
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
古
代
の
バ
ラ
モ
ン
の
素
朴
な
囚
わ
れ

な
い
心
に
ま
だ
到
達
し
て
い
な
い
︒
そ
の
証
拠
と
し
て
︑
イ
ン
ド
で
は

四
千
年
以
前
に
︑
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
間
よ
り
も
よ
り
多
く
の
こ
と
が

思
索
さ
れ
︑
よ
り
多
く
の
思
索
の
楽
し
み
が
伝
え
ら
れ
る
習
慣
で
あ
っ

た
︒
つ
ま
り
あ
の
バ
ラ
モ
ン
は
︑
第
一
に
︑
僧
侶
は
神
々
よ
り
も
力
が

あ
る
こ
と
︑
第
二
に
︑
習
慣
は
僧
侶
の
力
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
︑
を
信
じ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
に
バ
ラ
モ
ン
の
詩
人
た
ち
は
︑

習
慣
︵
祈
り
︑
儀
式
︑
犠
牲
︑
歌
︑
拍
子
︶
を
︑
す
べ
て
の
よ
い
も
の

を
本
来
与
え
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
︑
賞
讃
し
て
倦
ま
な
か
っ
た
︒
ど

れ
だ
け
多
く
の
下
手
な
詩
や
迷
信
が
こ
こ
に
介
入
し
て
い
よ
う
と
も
︑

論
旨
は
正
し
い
！　

一
歩
進
も
う
︒
彼
ら
は
神
々
を
傍
ら
に
投
げ
つ
け

た
︒

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
ま
た
い
つ
か
は
そ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
！　

さ
ら
に
一
歩
進
も
う
︒
彼
ら
は
僧
侶
と
仲
介
者
を
も
︑
も
は
や

必
要
と
し
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
自
己
救
済
の
宗
教
の
師
︑
ブ
ッ
ダ
が
あ

ら
わ
れ
た
︒

―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
ま
だ
文
化
の
こ
の
段
階
か
ら
ど
ん

な
に
遠
い
こ
と
だ
ろ
う
！　

最
後
に
︑
神
々
や
︑
僧
侶
や
︑
救
済
者
な

ど
の
力
が
依
存
し
て
い
る
す
べ
て
の
習
慣
や
風
習
も
ま
た
滅
ん
で
し
ま

い
︑
し
た
が
っ
て
古
い
意
味
の
道
徳
が
死
ん
で
し
ま
う
な
ら
︑
そ
の
と

き
に
は
来
る
の
だ
﹂
と
記
し
て
い
る
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
﹄
七　

曙
光

一
〇
九
頁
︑
茅
野
良
男
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
三
年
︶︒
さ

ら
に
︑﹃
善
悪
の
彼
岸
﹄
五
六
で
は
︑﹁
ま
た
︑
本
当
に
一
度
は
ア
ジ
ア

的
︑
超
ア
ジ
ア
的
な
眼
を
も
っ
て
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
思
考
法
の
な
か

で
も
最
も
世
界
否
定
的
な
も
の
を
ば
そ
の
奥
底
ま
で
見
ぬ
き
︑
見
下
ろ

し
た
こ
と
の
あ
る
者
︑

―
そ
れ
も
も
は
や
︑
仏
陀
と
か
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
の
よ
う
に
︑
道
徳
の
束
縛
や
妄
念
に
囚
わ
れ
て
で
は
な
く
︑

善
悪
の
彼
岸
に
立
っ
て
そ
れ
を
見
下
ろ
し
た
こ
と
の
あ
る
者
︒

―

こ
う
し
た
者
は
︑
お
そ
ら
く
︑
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
も
と
も

と
彼
が
そ
れ
を
欲
し
た
わ
け
で
な
く
て
も
逆
の
理
想
に
た
い
す
る
眼
を

ひ
ら
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
剛
胆
き
わ
ま
る
︑
生
命
力
に

あ
ふ
れ
た
ぎ
る
世
界
肯
定
的
な
人
間
の
理
想
に
た
い
す
る
眼
を
﹂
と
述

べ
て
い
る
︵﹃
ニ
ー
チ
ェ
全
集
﹄
一
一
善
悪
の
彼
岸　

道
徳
の
系
譜　

一
〇
四
頁
︑
信
太
正
三
訳
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
三
年
︶︒

2　
鎌
田
東
二
﹃
呪
殺
・
魔
境
論
﹄
集
英
社
︑
二
〇
〇
四
年
︒

3　
鎌
田
東
二
﹃﹁
呪
い
﹂
を
解
く
﹄
文
春
文
庫
︑
二
〇
一
三
年
︒

4　

拙
著
﹃
古
事
記
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
﹄︵
角
川
選
書
︑
二
〇
一
二
年
︶
な

ど
で
︑
私
は
﹃
古
事
記
﹄
を
イ
ザ
ナ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
か
ら
始
ま
る
出
雲
系

神
々
︵
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
・
大
国
主
神
・
事
代
主
神
・
建
御
名
方
神

な
ど
︶
の
鎮
魂
︑
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
ケ
ア
の
書
と
捉

え
る
視
点
を
提
示
し
た
︒
そ
の
発
端
が
﹁
死
﹂
の
発
生
と
﹁
死
の
世

界
﹂
で
の
別
れ
の
出
来
事
で
あ
っ
た
︒
夫
婦
神
の
国
生
み
と
神
生
み
と

い
う
﹁
む
す
ひ
﹂
の
わ
ざ
の
そ
の
後
に
死
が
訪
れ
る
︒
生
と
死
は
ま
さ

に
糾
え
る
縄
の
如
く
絡
み
合
い
織
り
合
わ
さ
っ
て
い
る
︒
生
と
死
と
の

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
で
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
転
変
を
﹃
古
事
記
﹄
は
実
に
生
々

し
く
切
実
に
物
語
る
︒
そ
し
て
そ
の
生
死
の
絡
み
合
い
に
よ
る
縺
れ
の

中
か
ら
最
初
の
﹁
呪
い
﹂︵
呪
詛
︶
が
生
ま
れ
て
く
る
︒﹃
古
事
記
﹄
は
︑

祈
り

―
祝
い
と
呪
い

―
憎
し
み
の
転
換
と
絡
み
合
い
を
物
語
っ

て
い
る
︒

5　
宮
坂
宥
勝
訳
﹃
ブ
ッ
ダ
の
教
え

―
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
法
藏
館
︑
二

〇
〇
二
年
︒
本
書
の
中
で
︑
宮
坂
宥
勝
は
︑﹁
仏
教
は
バ
ラ
モ
ン
教
の

祭
式
主
義
︵ritualism

︶
に
対
し
て
祭
式
を
否
定
排
除
し
︑
天
啓
宗
教

と
は
立
場
が
異
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
ま
た
︑
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
哲
学
の
知
性
主
義
の
立
場
も
と
ら
ず
に
︑
ア
ー
ト
マ
ン
︵ātm

an

実

体
的
な
自
我
の
存
在
︶
の
哲
学
に
対
し
て
無
我
を
標
榜
し
た
﹂︑﹁
ま
た
︑

仏
教
は
禁
欲
的
な
苦
行
主
義
す
な
わ
ち
古
代
種
族
宗
教
の
呪
術
的
世
界

観
と
も
訣
別
し
た
︒
そ
し
て
世
俗
的
な
欲
望
充
足
主
義
で
あ
る
バ
ラ
モ

ン
教
の
世
俗
肯
定
的
世
界
観
を
も
否
定
し
た
︒
仏
教
は
︑
い
わ
ば
中
道

主
義
の
立
場
を
と
っ
た
自
覚
宗
教
の
旗
色
を
鮮
明
な
ら
し
め
た
﹂
と
述

べ
︑
仏
教
の
智
慧
と
慈
悲
が
﹁
非
暴
力
主
義
﹂
と
﹁
不
戦
主
義
﹂
に
結

実
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

6　
﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
第
一
章
﹁
蛇
﹂
の
冒
頭
に
︑﹁
蛇
の
毒
が
︵
身
体

の
す
み
ず
み
に
︶
ひ
ろ
が
る
の
を
薬
で
制
す
る
よ
う
に
︑
怒
り
が
起
こ

っ
た
の
を
制
す
る
修
行
者
︵
比
丘
︶
は
︑
こ
の
世
と
か
の
世
を
と
も
に

捨
て
去
る
︒

―
蛇
が
脱
皮
し
て
旧
い
皮
を
捨
て
去
る
よ
う
な
も
の

で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒

7　
﹃
筑
摩
世
界
文
学
大
系
一　

古
代
オ
リ
エ
ン
ト
集
﹄︑
五
味
亨
他
訳
︑
筑

摩
書
房
︑
一
九
七
八
年
︒

8　
辻
直
四
郎
編
﹃
世
界
古
典
文
学
全
集
三　

ヴ
ェ
ー
ダ
︑
ア
ヴ
ェ
ス
タ
ー
﹄︑

筑
摩
書
房
︑
一
九
六
七
年
参
照
︒

9　
拙
著
﹃
呪
殺
・
魔
境
論
﹄︵
集
英
社
︑
二
〇
〇
四
年
︶
に
書
い
た
が
︑
ゴ

ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
の
バ
ラ
モ
ン
教
批
判
は
そ
の
血
統
主
義
や
呪

術
・
祭
儀
的
思
考
や
行
為
に
向
け
ら
れ
て
い
る
︒﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ

に
は
︑﹁︹
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
の
︺
読
誦
者
の
家
に
生
ま
れ
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
聖

典
の
文
言
に
親
し
む
バ
ラ
モ
ン
た
ち
で
も
︑
彼
等
は
し
ば
し
ば
悪
し
き

行
い
を
す
る
の
が
見
ら
れ
る
﹂︵
一
四
〇
︶
と
あ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
生

ま
れ
︵
血
統
︶
が
問
題
な
の
で
も
︑
教
育
が
問
題
な
の
で
も
な
く
︑
そ

の
行
為
が
問
題
で
あ
り
一
等
大
切
な
こ
と
だ
と
い
う
認
識
で
あ
る
︒
そ

し
て
結
論
と
し
て
︑﹁
人
は
生
ま
れ
に
よ
っ
て
賤
し
い
者
と
な
る
の
で

は
な
く
︑
生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る
の
で
は
な
い
︒
行
な
い

に
よ
っ
て
賤
し
い
者
と
な
り
︑
行
な
い
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
と
な
る
﹂

︵
一
三
六
︑
一
四
二
︶
と
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
︒
ゴ
ー
タ
マ
・
シ

ッ
ダ
ル
タ
は
︑
バ
ラ
モ
ン
に
生
ま
れ
れ
ば
バ
ラ
モ
ン
で
あ
る
と
い
う
旧

来
の
階
級
主
義
や
血
統
主
義
を
否
定
し
︑
人
は
生
ま
れ
に
よ
っ
て
バ
ラ

モ
ン
に
な
る
の
で
は
な
く
︑
そ
の
行
為
に
よ
っ
て
バ
ラ
モ
ン
に
な
る
の

だ
と
主
張
し
た
︒
そ
れ
は
︑
イ
エ
ス
が
﹁
律
法
の
完
成
﹂
を
主
張
し
な

が
ら
︑
完
全
に
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
律
法
観
を
否
定
し
超
出
し
た
の
に
も
似

て
︑﹁
真
の
バ
ラ
モ
ン
﹂
あ
る
い
は
﹁
バ
ラ
モ
ン
の
完
成
﹂
を
主
張
し

な
が
ら
︑
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
バ
ラ
モ
ン
観
を
否
定
し
超
出
す
る
出
来
事

で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
の
﹁
賤
民
の
経
﹂
の
章

で
︑
ゴ
ー
タ
マ
は
﹁
賤
し
い
者
﹂
を
再
定
義
す
る
︒
イ
ン
ド
社
会
に
お

い
て
︑﹁
賤
民
︵
賤
し
き
者
︶﹂
と
は
︑
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
氏
姓
制
度
の

最
下
層
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
被
差
別
者
で
あ
る
︒
だ
が
︑
ゴ
ー
タ
マ
は

そ
の
よ
う
な
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
社
会
常
識
を
真
っ
向
か
ら
否
定
し
︑
乗

り
越
え
︑
転
回
し
︑
そ
の
本
質
的
意
味
を
問
い
詰
め
る
︒
ゴ
ー
タ
マ
は

﹁
賤
し
い
者
﹂
を
生
ま
れ
や
身
分
に
よ
っ
て
見
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
そ

の
行
為
に
よ
っ
て
判
断
す
る
︒
怒
ら
ず
︑
怨
ま
ず
︑
盗
ま
ず
︑
噓
を
つ

か
ず
︑
恥
と
礼
儀
を
知
る
者
︑
つ
ま
り
心
と
行
為
を
制
御
し
え
た
者
が

こ
こ
で
は
﹁
バ
ラ
モ
ン
﹂
と
さ
れ
る
︒
ゴ
ー
タ
マ
が
踏
み
行
な
っ
た
道

の
実
践
は
︑
徹
頭
徹
尾
︑
反
バ
ラ
モ
ン
教
的
・
反
ヴ
ェ
ー
ダ
的
で
あ
っ

た
︒
後
に
五
戒
と
し
て
規
定
さ
れ
る
﹁
不
殺
生
・
不
偸
盗
・
不
妄
語
・

不
邪
婬
・
不
飲
酒
﹂
の
戒
律
の
中
の
第
一
の
不
殺
生
戒
は
︑
バ
ラ
モ
ン

教
的
な
動
物
供
犠
を
批
判
し
禁
ず
る
戒
律
と
な
る
し
︑
不
飲
酒
戒
は
火

神
ア
グ
ニ
に
ソ
ー
マ
酒
を
捧
げ
飲
み
︑
酩
酊
や
陶
酔
や
ト
ラ
ン
ス
を
誘

引
す
る
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
儀
礼
行
為
を
否
定
す
る
も
の
で
も
あ
る
か
ら
︒
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こ
う
し
て
︑
ゴ
ー
タ
マ
は
︑
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
呪
術
的
か
つ
霊
的

世
界
観
か
ら
は
っ
き
り
と
距
離
を
置
く
︒﹃
ス
ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
中
の

﹁
ス
ン
ダ
リ
カ
・
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
の
経
﹂
に
は
︑
バ
ラ
モ
ン
の

ス
ン
ダ
リ
カ
・
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
が
ス
ン
ダ
リ
カ
ー
河
の
辺
で
聖

火
に
献
供
し
︑
火
祭
り
を
行
な
っ
た
後
︑
そ
の
座
に
居
合
わ
せ
た
﹁
世

尊
﹂
に
﹁
お
前
は
ど
こ
の
生
ま
れ
か
﹂
と
問
い
︑
何
の
た
め
に
神
々
に

供
儀
を
行
な
う
の
か
︑
真
実
の
供
儀
と
は
何
か
を
尋
ね
る
︒
す
る
と
︑

世
尊
・
ゴ
ー
タ
マ
は
バ
ラ
モ
ン
教
的
な
氏
姓
制
度
の
外
に
あ
る
こ
と
を

は
っ
き
り
と
主
張
す
る
︒﹁
わ
た
し
﹂
は
﹁
バ
ラ
モ
ン
﹂
で
も
﹁
戦
士

族
﹂
で
も
﹁
庶
民
﹂
で
も
な
く
︑﹁
そ
の
他
の
何
も
の
で
も
な
い
﹂︒﹁
氏

姓
﹂
を
知
り
尽
し
た
一
個
の
﹁
無
所
有
﹂
の
﹁
賢
者
﹂
で
あ
り
︑﹁
自

ら
心
の
安
ら
ぎ
を
得
た
者
﹂
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
こ
の
世
の
俗
権

力
や
制
度
や
思
考
に
よ
っ
て
︑﹁
こ
の
世
で
人
び
と
に
汚
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
﹂
と
自
己
規
定
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
氏
姓
﹂
と
い
う
制
度

的
枠
組
み
を
超
え
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
︒
続
い
て
︑
バ
ラ
モ

ン
が
何
の
た
め
に
神
々
に
供
儀
を
行
な
う
の
か
と
問
う
た
の
に
対
し
て
︑

世
尊
は
﹁
究
極
に
達
し
た
勝
れ
た
智
者
が
供
儀
を
す
る
と
き
に
︑︹
施

し
の
︺
供
物
を
得
る
な
ら
ば
︑︹
そ
の
た
め
に
︺
そ
れ
︵
＝
供
儀
︶
は

成
功
す
る
に
ち
が
い
な
い
︑
と
わ
た
し
は
説
く
﹂
と
答
え
る
︒
こ
こ
に

言
う
﹁
究
極
に
達
し
た
勝
れ
た
智
者
﹂
と
は
︑
宮
坂
宥
勝
の
訳
注
に
よ

れ
ば
︑﹁
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
に
精
通
し
た
者
﹂
の
意
味
で
あ
り
︑
そ
れ
を

仏
教
的
に
転
釈
し
︑
悟
り
の
智
慧
に
悟
達
し
た
者
を
意
味
す
る
と
い
う
︒

と
い
う
こ
と
は
︑
供
儀
に
お
い
て
は
何
よ
り
も
︑
神
々
に
捧
げ
物
を
献

じ
る
よ
り
︑
究
極
の
智
慧
に
悟
達
す
る
こ
と
と
供
物
が
施
し
と
な
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
供
儀
は
︑
神
々

に
向
か
う
奉
献
の
ベ
ク
ト
ル
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
行
な
う
人
間
の
智
と

他
者
に
対
す
る
行
為
の
智
慧
と
慈
悲
の
ベ
ク
ト
ル
に
方
向
転
換
さ
れ
て

い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
が
行
っ
た
こ
と
は
︑

バ
ラ
モ
ン
教
的
思
考
と
儀
礼
の
脱
構
築
︑
す
な
わ
ち
解
体
と
再
布
置
で

あ
っ
た
︒
ゴ
ー
タ
マ
は
︑
一
面
で
は
︑
確
か
に
﹁
ヴ
ェ
ー
ダ
聖
典
に
精

通
し
た
者
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
聖
典
の
精
通
者
・
ゴ

ー
タ
マ
に
よ
る
﹃
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
読
み
替
え
や
言
い
換
え
は
実
に
過
激

で
ラ
デ
ィ
カ
ル
で
あ
っ
た
︒
イ
エ
ス
や
原
始
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
ユ
ダ
ヤ

教
徒
や
ロ
ー
マ
帝
国
に
迫
害
さ
れ
殺
さ
れ
た
よ
う
に
︑
バ
ラ
モ
ン
教
徒

や
国
家
権
力
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
弾
圧
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
ほ

ど
過
激
で
あ
り
な
が
ら
︑
そ
の
﹁
究
極
に
達
し
た
勝
れ
た
智
﹂
と
慈
悲

に
基
づ
く
平
和
主
義
的
非
暴
力
主
義
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
迫
害
を

免
れ
︑
順
調
に
支
持
者
や
共
鳴
者
を
増
や
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
︒﹃
ス

ッ
タ
ニ
パ
ー
タ
﹄
の
中
で
︑
ス
ン
ダ
リ
カ
・
バ
ー
ラ
ド
ヴ
ァ
ー
ジ
ャ
・

バ
ラ
モ
ン
が
︑﹁
友
︑
ゴ
ー
タ
マ
よ
︒
わ
た
し
は
供
儀
を
楽
し
ん
で
い

ま
す
︒
供
儀
を
し
よ
う
と
望
み
ま
す
︒︹
し
か
し
︺
わ
た
し
は
︹
真
実

の
供
儀
を
︺
知
り
ま
せ
ん
︒
ど
う
ぞ
︑
あ
な
た
は
わ
た
く
し
に
教
え
て

く
だ
さ
い
﹂
と
尋
ね
る
と
︑
ゴ
ー
タ
マ
は
︑
人
は
生
ま
れ
︵
血
統
︶
で

は
な
く
︑
行
な
い
︵
行
為
︶
だ
と
言
い
︑﹁
真
実
に
よ
っ
て
﹂
自
ら
を

制
御
し
︑
欲
望
を
捨
て
︑
慢
心
や
貪
り
や
執
着
が
な
い
者
︑
そ
の
よ
う

な
﹁
憂
い
の
垢
を
除
き
去
っ
た
バ
ラ
モ
ン
﹂︑
煩
悩
を
滅
し
て
﹁
最
後

身
﹂
を
保
持
す
る
﹁
如
来
﹂
に
供
養
し
︑
供
物
や
祭
餠
を
捧
げ
る
と
よ

い
と
諭
す
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
原
理
的
に
バ
ラ
モ
ン
教
と
相
反
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
ゴ
ー
タ
マ
の
言
説
は
︑
バ
ラ
モ
ン
教
と
の
敵
対

的
な
緊
張
関
係
で
は
な
く
︑
習
合
的
な
相
関
関
係
・
相
互
関
係
を
説
い

て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
方
便
的
な
説
き
方
が
初
期
の
段
階
か

ら
あ
る
こ
と
の
意
味
と
仏
教
の
寛
容
性
が
︑
バ
ラ
モ
ン
教
と
の
コ
ン
フ

リ
ク
ト
を
穏
和
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
に
バ
ラ
モ
ン
教
の
ブ
ッ
ダ

的
脱
構
築
が
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

10　
エ
ル
マ
ー
・
R
・
グ
ル
ー
バ
ー
︑
H
・
ケ
ル
ス
テ
ン
﹃
イ
エ
ス
は
仏
教

徒
だ
っ
た
？

―
大
い
な
る
仮
説
と
そ
の
検
証
﹄
市
川
裕
監
修
︑
同

朋
舎
︑
一
九
九
九
年
︒

11　

中
村
元
訳
﹃
ブ
ッ
ダ　

悪
魔
と
の
対
話

―
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー

ヤ
二
﹄
岩
波
文
庫
︑
一
九
八
六
年
︒

12　
﹁
ル
カ
に
よ
る
福
音
書
﹂
第
四
章
︒

13　
鎌
田
東
二
﹃
宗
教
と
霊
性
﹄
角
川
選
書
︑
一
九
九
五
年
︒

14　

鎌
田
東
二
﹃
エ
ッ
ジ
の
思
想

―
翁
童
論
Ⅲ
﹄
新
曜
社
︑
二
〇
〇
〇

年
︒

15　
法
輪
功
問
題
で
は
例
え
ば
次
の
よ
う
な
形
で
﹁
魔
﹂
の
問
題
が
出
て
き

て
い
る
︒

〝
身
体
受
益
型
〟
法
輪
功
陶
酔
者
の
矯
正
を
考
え
る

http://jp.kaiwind.com
/tuijian/201612/21/t20161221_4665641.

htm
︵
筆
者
：
三
水
︑
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
一
日
︶

〝
大
法
を
修
行
し
︑
私
の
肝
臓
病
と
胃
腸
病
は
消
え
た
︑
大
法
は
不
思

議
だ
！　

師
父
は
私
の
身
体
を
浄
化
し
て
く
れ
︑
無
病
な
状
態
に
し
て

く
れ
た
︑師
父
に
感
謝
す
る
！　

私
は
ず
っ
と
師
父
に
従
い
修
行
を
続

け
る
！
〟一
人
の
反
邪
教
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
︑
筆
者
は
多
数
の
法

輪
功
陶
酔
者
と
接
触
し
た
が
︑
彼
ら
の
こ
う
し
た
声
を
よ
く
聞
く
︒
そ

の
特
徴
か
ら
こ
う
し
た
陶
酔
者
を
〝
身
体
受
益
型
〟
法
輪
功
会
員
と
呼

ぶ
事
が
出
来
る
が
︑
こ
の
種
類
の
人
は
集
団
の
中
で
も
多
数
で
あ
り
︑

こ
う
し
た
陶
酔
者
に
対
す
る
矯
正
は
そ
の
心
理
の
軌
跡
の
共
通
性
と
個

性
を
総
合
的
に
分
析
し
︑
善
意
友
好
的
な
態
度
を
以
っ
て
︑
い
ろ
い
ろ

な
角
度
か
ら
見
透
か
し
︑
忍
耐
強
く
説
明
し
て
彼
ら
の
認
識
が
戻
る
の

を
促
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

1
．〝
身
体
受
益
型
〟
法
輪
功
陶
酔
者
の
心
理
の
軌
跡 

︵
1
︶
恩
恵
心
理
︒〝
身
体
受
益
型
〟
法
輪
功
陶
酔
者
は
健
康
面
で
は
長
期
間

不
十
分
で
︑
多
く
が
慢
性
病
で
困
っ
て
い
る
︒
従
い
︑
彼
ら
は
強
健
な
身
体

の
美
し
さ
に
強
烈
な
願
望
を
持
っ
て
い
る
︒
同
時
に
︑
彼
ら
は
科
学
的
精
神

を
欠
き
︑
迷
信
思
想
が
ひ
ど
い
︒
法
輪
功
を
修
行
後
︑
主
観
的
に
は
身
体
の

各
機
能
が
良
く
な
っ
た
と
感
じ
て
気
持
ち
も
良
く
な
り
︑
李
洪
志
に
対
し
て

感
謝
尊
敬
し
︑〝
学
法
〟
に
加
え
て
〝
精
進
〟
に
よ
り
︑
法
輪
功
の
修
行
を

す
れ
ば
病
気
し
な
い
と
い
う
現
実
逃
避
の
最
良
の
道
と
な
る
︒

︵
2
︶
崇
拝
心
理
︒
修
行
が
身
体
に
一
定
の
益
を
も
た
ら
し
た
感
じ
に
加
え

て
︑
李
洪
志
の
〝
修
行
は
自
ら
︑
結
果
は
師
父
か
ら
〟
と
い
っ
た
説
教
か
ら
︑

身
体
受
益
型
の
法
輪
功
陶
酔
者
は
李
洪
志
に
対
し
て
盲
目
的
な
崇
拝
を
生
む
︒

李
洪
志
を
〝
師
父
〟
と
し
︑
法
輪
功
の
集
団
に
暖
か
さ
を
見
出
し
︑
人
生
で

不
可
思
議
な
問
題
は
法
輪
功
理
論
と
李
洪
志
の
い
わ
ゆ
る
経
文
に
答
え
を
見

出
し
︑
彼
ら
は
自
分
の
運
命
が
良
く
な
い
と
は
思
わ
ず
︑
却
っ
て
幸
い
に
も

〝
仏
法
〟
を
修
行
す
る
縁
が
あ
り
︑
取
り
あ
え
ず
の
︑
偽
り
の
現
実
逃
避
の

心
理
バ
ラ
ン
ス
を
得
る
︒
従
い
︑
法
輪
功
は
彼
ら
が
現
実
か
ら
逃
避
す
る
最

良
の
口
実
と
な
り
︑
修
行
が
生
活
の
重
要
な
一
部
分
と
な
る
︒
こ
の
期
間
︑

彼
ら
は
李
洪
志
の
〝
消
業
説
〟
や
〝
昇
級
説
〟
や
〝
円
満
説
〟
を
信
じ
て
疑

わ
ず
︑
い
わ
ゆ
る
〝
師
を
助
け
て
法
を
正
す
〟
を
断
わ
り
き
れ
ず
無
自
覚
的

に
〝
法
輪
功
〟
の
非
合
法
活
動
に
入
っ
て
行
く
︒

︵
3
︶
応
報
心
理
︒
修
行
で
利
益
を
得
る
感
覚
は
往
々
に
し
て
修
行
の
初
期

に
生
ま
れ
︑
時
間
の
推
移
に
連
れ
て
徐
々
に
薄
れ
︑
内
心
の
堅
守
が
取
っ
て

代
わ
る
︒
長
期
間
李
洪
志
の
邪
説
に
浸
る
と
︑
李
洪
志
が
〝
神
〟
で
あ
り

〝
宇
宙
の
主
仏
〟
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
り
︑
李
洪
志
の
言
う
通
り
す
れ
ば

師
父
の
〝
法
身
〟
が
自
分
を
護
り
︑
身
体
を
調
節
し
︑
運
命
を
決
め
︑〝
業

力
〟
を
消
し
︑
仙
人
の
よ
う
に
道
を
得
て
成
仏
出
来
る
︑
と
信
じ
る
︒
逆
に
︑

大
法
を
疑
っ
た
り
師
父
に
不
敬
だ
と
神
の
処
罰
を
受
け
る
︒
現
実
の
表
現
で

は
他
人
と
普
通
に
交
流
し
て
い
る
時
は
平
和
で
仲
が
良
い
が
︑
も
し
李
洪
志

が
良
く
な
い
と
話
す
と
彼
ら
は
怒
る
か
或
い
は
不
安
を
表
わ
し
︑
ひ
ど
く
は

意
見
が
違
う
者
を
〝
魔
〟
と
み
な
す
︒ 
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は
じ
め
に

今
日
は
私
に
と
っ
て
真
剣
な
話
で
し
て
︑
僕
は
生
涯
人
前
で
こ

ん
な
真
剣
な
話
を
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
昔
︑
養
老
孟
司
さ

ん
と
対
談
し
た
と
き
に
︑﹁
船
曳
さ
ん
は
い
ろ
い
ろ
話
す
け
れ
ど
も
︑

実
は
何
も
話
し
て
な
い
ね
﹂
と
い
う
こ
と
を
見
抜
か
れ
ま
し
て
︑
養

老
さ
ん
は
本
当
に
頭
の
い
い
方
だ
な
と
思
い
ま
し
た
︒

彼
は
︑
死
ん
で
い
く
父
親
に
声
を
か
け
ろ
と
親
に
言
わ
れ
て
何

も
か
け
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
︑
三
十
幾
つ
に
な
る
ま
で
︑
ず
っ
と

わ
だ
か
ま
っ
て
い
た
と
︒
話
す
べ
き
こ
と
が
話
せ
な
か
っ
た
こ
と

が
彼
の
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
︑
よ
く
本
に
書

か
れ
た
り
︑
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
で
話
さ
れ
た
り
し
て
い
ま
す
が
︒

私
は
五
歳
ぐ
ら
い
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
五
歳
の
と
き
に
自
分
の

中
に
性
︑
そ
れ
か
ら
死
の
黒
い
穴
の
よ
う
な
も
の
を
発
見
し
ま
し

て
︑
そ
れ
以
来
︑
一
度
だ
け
あ
る
こ
と
で
口
に
し
た
こ
と
は
あ
る

の
で
す
が
︑
明
示
的
に
人
に
話
し
た
こ
と
は
な
い
わ
け
で
す
︒
い

つ
も
そ
の
周
り
の
こ
と
を
話
す
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て
︑
し
か
し

な
が
ら
︑
そ
の
中
に
は
入
っ
て
い
か
な
い
の
を
養
老
さ
ん
に
見
抜

か
れ
ま
し
た
︒

鎌
田
さ
ん
と
数
カ
月
前
に
メ
ー
ル
で
や
り
取
り
し
て
い
る
中
で
︑

ふ
と
今
日
話
す
よ
う
な
流
れ
に
な
っ
て
︑
鎌
田
さ
ん
は
︑
こ
れ
か

ら
話
し
ま
す
カ
ト
リ
ッ
ク
の
神
父
で
あ
っ
た
大
越
菊
次
郎
さ
ん
と

い
う
方
と
︑
僕
に
と
っ
て
た
だ
二
人
い
る
霊
性
に
つ
い
て
信
頼
で

き
る
方
な
の
で
︑
鎌
田
さ
ん
に
話
し
て
い
る
つ
も
り
で
今
日
は
話

し
ま
す
︒
告
白
み
た
い
な
も
の
な
の
で
︑
あ
ま
り
マ
イ
ク
も
ふ
さ

わ
し
く
な
い
感
じ
が
自
分
で
は
し
て
い
ま
す
︒

私
は
だ
い
た
い
人
を
す
べ
て
怪
し
い
と
思
っ
て
い
て
︑
本
物
だ

と
思
う
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
︒
鎌
田
さ
ん
は
本
当
に
︑
ほ
ら

貝
を
吹
い
た
り
怪
し
げ
な
人
な
の
で
す
が
︑
私
は
お
会
い
し
て
数

時
間
で
︑
こ
の
人
は
本
物
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
︒

そ
う
い
う
分
か
り
方
は
非
常
に
宗
教
的
な
も
の
な
の
で
︑
何
と
も

言
い
よ
う
が
な
い
の
で
す
が
︑
人
に
そ
う
分
か
っ
た
と
言
っ
て
も

信
じ
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
は
ま
っ
た
く
別
の
話
で
︑
私
だ
け
が

そ
う
思
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
︑
そ
れ
で
い
い
の
で
あ
り
ま
す
が
︑

本
物
の
人
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

身
心
変
容
と
い
う
言
葉
を
使
い
始
め
た
と
き
も
︑
僕
は
実
に
怪

し
げ
な
言
葉
だ
と
︒
何
か
怪
し
げ
な
言
葉
を
も
っ
と
も
ら
し
い
こ

と
に
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
だ
と
思
っ
た
の
で
す
が
︑
た
く
さ
ん

の
雑
誌
と
か
本
が
送
ら
れ
て
く
る
に
つ
れ
て
︑
次
第
に
︑
こ
の
ネ

ー
ミ
ン
グ
の
適
切
さ
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
︒

私
の
人
生
は
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
自
分
の
中
の
身
心
変
容
を
ど

れ
ぐ
ら
い
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
か
︑
そ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
場
所
と
時
間
を
確
保
す
る
た
め
だ
け
に
費
や
さ
れ
て

き
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
す
︒

そ
れ
以
外
は
全
部
︑
身
過
ぎ
世
過
ぎ
と
言
っ
て
も
い
い
で
す
し
︑

時
に
は
社
会
的
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
も
あ
っ
て
︑
教
育
と
か
も
し

ま
す
が
︑
大
学
を
辞
め
ま
す
と
私
は
︑
も
う
速
や
か
に
大
学
の
こ

と
は
本
当
に
驚
く
ほ
ど
忘
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

大
学
が
な
く
な
っ
て
︑
そ
の
前
に
戻
る
の
か
と
思
い
ま
し
た
ら
︑

大
学
を
辞
め
て
四
年
に
な
り
ま
す
が
︑
次
第
次
第
に
︑
大
学
を
辞

め
る
前
で
は
な
く
て
︑
学
校
と
い
う
も
の
が
始
ま
る
そ
の
前
︑
つ

ま
り
小
学
校
に
行
く
前
の
五
歳
か
ら
六
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
の
自
分

に
つ
な
が
っ
て
き
た
こ
と
に
び
っ
く
り
し
ま
し
た
︒

す
べ
て
本
気
で
話
し
て
い
ま
す
の
で
︑
べ
つ
に
格
好
を
つ
け
て

い
る
の
で
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
一
人
で
い
る
と
き
の
︑
そ

の
単
独
の
感
じ
が
︑
小
学
校
に
行
く
前
︑
幼
稚
園
に
あ
る
事
情
で

行
か
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
︑
そ
の
と
き
の
時
間
に
見
事
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
︑
は
っ
と
気
が
付
き
ま
し
た
︒

そ
の
小
学
校
に
行
く
前
の
五
歳
か
ら
六
歳
︑
私
は
二
月
の
早
生

ま
れ
で
し
た
の
で
︑
六
歳
に
な
っ
た
の
は
小
学
校
に
上
が
る
数
カ

月
前
だ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
四
歳
半
か
ら
六
歳
ぐ
ら

い
ま
で
の
自
分
の
中
に
見
つ
け
た
性
と
死
の
穴
ぼ
こ
み
た
い
な
も
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の
が
︑
私
に
と
っ
て
唯
一
︑
本
当
に
重
要
で
あ
り
ま
す
︒

幼
稚
園
に
行
か
な
か
っ
た
の
は
︑
五
歳
に
な
っ
て
幼
稚
園
の
試

験
の
よ
う
な
も
の
に
母
と
出
掛
け
て
い
っ
た
の
で
す
が
︑
園
長
先

生
に
面
接
す
る
前
に
歩
い
た
廊
下
︑
そ
の
廊
下
の
左
側
に
見
え
た

教
室
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
子
ど
も
た
ち
が
踊
り
を
踊
っ
て
い
た
の

が
︑
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
︑
あ
る
意
味
で
恥
ず
か
し
く
て
︑
そ
こ

に
は
激
し
く
性
的
な
も
の
を
感
じ
ま
し
た
︒

幼
稚
園
の
園
長
先
生
に
い
ろ
い
ろ
質
問
さ
れ
て
︑
い
わ
ゆ
る
知

能
指
数
が
高
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
︑
何
で
も
答
え
て
園
長
先
生

が
非
常
に
喜
ん
だ
の
で
す
け
れ
ど
︑
私
は
こ
こ
に
は
来
な
い
と
言

っ
て
︑
来
な
い
説
明
を
半
ば
ま
で
し
た
と
き
に
︑
彼
は
何
か
を
感

じ
取
っ
た
の
で
す
ね
︒
そ
の
園
長
先
生
は
︑
こ
の
あ
と
で
お
話
を

し
ま
す
成
城
教
会
を
つ
く
っ
た
大
越
菊
次
郎
と
い
う
神
父
さ
ま
で

し
た
が
︑
彼
は
何
か
あ
の
と
き
に
分
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

と
い
う
こ
と
で
幼
稚
園
に
も
行
か
ず
︑
周
り
の
子
ど
も
と
も
遊

び
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
︑
ほ
と
ん
ど
一
人
で
い
ま
し
た
︒
い
ま
も

大
学
を
辞
め
て
か
ら
︑
ほ
と
ん
ど
一
人
で
お
り
ま
す
︒
東
銀
座
に

読
書
部
屋
を
つ
く
り
︑
そ
こ
に
行
っ
て
︑
も
の
を
書
い
た
り
︑
本

を
読
ん
だ
り
し
て
い
る
だ
け
の
暮
ら
し
に
︑
い
ま
な
っ
て
い
ま
す
︒

五
歳
の
と
き
に
一
度
だ
け
自
分
の
︑
性
に
つ
い
て
は
語
り
ま
せ

ん
で
し
た
が
︑
死
に
つ
い
て
語
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
︑
そ
れ

は
近
く
の
家
の
子
ど
も
が
泣
い
て
い
た
と
き
に
︑
言
う
の
も
恥
ず

か
し
い
の
で
す
が
︑
親
が
な
か
な
か
泣
き
や
ま
す
こ
と
が
で
き
な

く
て
︑
そ
の
と
き
に
そ
の
親
に
︑﹁
た
ぶ
ん
死
が
怖
い
の
で
泣
い
て

い
る
の
で
︑
そ
れ
は
泣
き
や
ま
す
こ
と
は
で
き
な
い
﹂
と
言
っ
た

の
で
す
ね
︒

も
ち
ろ
ん
親
は
︑
う
ち
の
近
く
の
小
さ
な
子
ど
も
が
そ
ん
な
こ

と
を
言
う
の
で
び
っ
く
り
し
て
︑
頭
の
い
い
子
だ
と
い
う
具
合
に

周
り
に
言
い
ふ
ら
し
た
の
で
す
が
︑
僕
と
し
て
は
自
分
の
中
だ
け

に
し
か
見
え
な
か
っ
た
も
の
を
人
に
言
っ
て
し
ま
っ
て
︑
そ
れ
を

人
が
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
言
葉
に
換
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
︑
大

変
な
失
敗
感
︑
し
ま
っ
た
と
い
う
気
が
し
ま
し
て
︑
そ
れ
以
来
決

し
て
そ
う
し
た
こ
と
は
語
ら
な
く
な
っ
た
の
で
す
ね
︒
性
の
方
は

今
日
は
お
話
し
し
ま
せ
ん
が
︑
い
つ
も
そ
れ
は
結
び
付
か
な
い
よ

う
で
い
て
結
び
付
い
て
い
て
︑
並
ん
で
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の

な
の
で
す
が
︒

小
学
校
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
て
︑
そ
れ
ま
で
喜
多
見
と
い

う
と
こ
ろ
に
教
会
が
あ
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
こ
か
ら
成
城
の
教
会

が
独
立
し
て
︑
大
越
菊
次
郎
と
い
う
神
父
さ
ま
が
つ
く
り
ま
し
た
︒

そ
れ
を
つ
く
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
S
さ
ん
と
い
う
方
の
寄
付
が
大

き
か
っ
た
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
も
お
い
お
い
話
し
ま
す

け
れ
ど
も
︑
大
半
は
こ
の
大
越
神
父
さ
ま
と
い
う
方
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
に
つ
い
て
お
話
し
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
宗
教
的

暴
力
と
か
︑
今
日
の
テ
ー
マ
に
直
接
関
わ
る
か
ら
で
す
︒

た
だ
︑
前
後
︑
脈
略
の
あ
る
ス
ト
ー
リ
ー
と
し
て
語
る
と
︑
私

の
内
な
る
理
解
と
は
異
な
る
の
で
︑
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
ぽ
つ
ぽ

つ
と
話
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
が
︑
構
造
と
し
て
は
一
応
自

分
で
つ
く
っ
て
い
る
の
で
︑
そ
の
構
造
の
中
に
ど
う
配
置
さ
れ
る

か
に
つ
い
て
最
初
に
お
話
し
し
て
お
き
ま
す
︒

「
真
実
の
黒
い
闇
」と「
う
そ
の
白
い
光
」

―
幼
少
期
の
経
験

名
付
け
れ
ば
︑﹁
真
実
の
黒
い
闇
﹂
み
た
い
な
も
の
と
︑﹁
う
そ

の
白
い
光
﹂
み
た
い
な
も
の
が
あ
り
ま
し
て
︑
う
そ
の
白
い
光
と

い
う
の
は
︑
た
と
え
ば
︑
羽
の
生
え
た
生
き
物
が
飛
び
交
っ
て
い

る
天
国
み
た
い
な
も
の
で
し
て
︑
真
実
の
黒
い
闇
の
方
は
︑
ど
こ

ま
で
も
落
ち
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
︑
そ
う
い
う
も
の
で
す
︒
私

に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
黒
い
闇
の
方
が
真
実
な
の
で
す
︒

ま
ず
︑
そ
の
黒
い
闇
と
白
い
光
と
を
大
越
神
父
さ
ま
―
私
は

大
越
神
父
さ
ま
に
激
し
く
︑
言
っ
て
み
れ
ば
︑
鎌
田
さ
ん
の
言
葉

で
言
え
ば
宗
教
的
暴
力
と
い
う
か
︑
傷
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
︑

大
越
さ
ん
と
か
︑
大
越
と
か
呼
ぶ
こ
と
は
決
し
て
で
き
ま
せ
ん
︒
そ

れ
は
﹁
大
越
神
父
さ
ま
﹂
と
い
う
の
が
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
て
︑
ど

ん
な
時
で
も
﹁
さ
ま
﹂
を
付
け
ず
に
彼
を
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い

と
い
う
︑
そ
こ
か
ら
し
て
︑
今
日
の
話
題
に
は
非
常
に
適
切
な
の

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

大
越
神
父
さ
ま
は
黒
い
司
祭
服
を
い
つ
も
着
て
い
た
の
で
す
が
︑

白
い
う
そ
の
光
も
体
現
し
て
い
ま
し
て
︑
た
と
え
ば
成
城
の
教
会
︑

小
さ
い
庭
が
あ
る
の
で
す
が
︑
彼
は
フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
い
た

ら
し
く
て
︑
イ
ー
ス
タ
ー
の
と
き
は
フ
ラ
ン
ス
風
に
︑
そ
こ
の
空

間
を
仕
立
て
よ
う
と
す
る
の
で
す
ね
︒
で
す
か
ら
︑
小
さ
な
庭
な

の
に
︑
例
に
よ
っ
て
︑
草
む
ら
に
卵
を
隠
し
て
お
く
と
か
で
す
ね
︒

そ
れ
か
ら
︑
教
会
に
来
て
い
る
子
ど
も
た
ち
︑
団
塊
の
世
代
で

す
か
ら
︑
あ
の
こ
ろ
は
た
く
さ
ん
子
ど
も
が
い
た
の
で
す
︒
キ
リ

ス
ト
教
徒
な
ん
て
い
う
の
は
︑
も
と
も
と
数
は
少
な
い
の
で
す
が
︑

そ
れ
で
も
成
城
み
た
い
な
し
ゃ
れ
た
住
宅
地
に
は
い
ま
し
た
し
︑
そ

の
周
り
の
い
ろ
い
ろ
な
人
を
キ
リ
ス
ト
教
に
す
る
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
︒

そ
の
子
ど
も
た
ち
の
中
の
女
の
子
た
ち
が
︑
そ
の
日
は
白
い
服

を
着
て
︑
最
近
結
婚
式
で
よ
く
そ
う
い
う
こ
と
を
し
ま
す
け
れ
ど
︑

か
ご
に
大
量
の
花
び
ら
を
入
れ
て
ま
い
た
り
す
る
の
で
す
ね
︒
も

ち
ろ
ん
︑
そ
の
前
の
時
期
に
は
シ
ュ
ロ
を
持
っ
て
み
ん
な
で
行
進

し
た
り
し
ま
し
て
︑
シ
ュ
ロ
を
燃
や
し
て
灰
を
付
け
た
り
と
か
︑
そ

の
成
城
の
一
角
だ
け
が
本
当
に
異
空
間
と
し
て
︑
大
越
神
父
さ
ま

に
よ
っ
て
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

特
に
イ
ー
ス
タ
ー
の
と
き
は
異
様
で
す
ね
︒
教
会
の
前
は
昭
和

三
〇
年
代
の
ト
ラ
ッ
ク
と
か
自
転
車
が
行
き
交
っ
て
い
る
と
こ
ろ

を
︑
庭
の
中
で
白
い
服
を
着
て
︑
頭
に
花
の
冠
を
着
け
た
女
の
子

が
整
列
し
て
花
び
ら
を
ま
く
︒
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
︒

そ
れ
か
ら
︑
た
と
え
ば
十
字
架
の
道
行
き
と
い
う
教
会
の
典
礼

が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
も
正
確
に
や
り
ま
す
︒
大
越
神
父

さ
ま
は
毎
朝
必
ず
ミ
サ
を
す
る
︒
そ
れ
は
普
通
の
勤
め
な
の
で
す

が
︑
そ
れ
も
本
気
で
毎
朝
ミ
サ
を
し
て
︑
毎
朝
の
ミ
サ
の
﹁
ミ
サ

ご
た
え
﹂
と
い
う
の
に
男
の
子
た
ち
は
駆
り
出
さ
れ
る
の
で
す
が
︑

六
時
半
の
ミ
サ
に
順
番
で
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
シ
フ
ト
を
組
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
︒

わ
り
と
教
会
か
ら
近
い
子
が
す
ぐ
使
わ
れ
た
り
す
る
の
で
す
が
︑

そ
れ
と
同
時
に
十
字
架
の
道
行
き
と
い
う
の
は
夕
方
や
る
の
で
す

け
れ
ど
も
︑
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
道
行
き
に
沿
っ
て
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
文
言
を
お
祈
り
し
た
り
し
て
︑
ず
っ
と
や
る
︒

ほ
か
の
教
会
は
ど
れ
ぐ
ら
い
熱
心
に
や
っ
て
い
る
か
知
り
ま
せ

ん
が
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
猛
烈
に
熱
心
に
や
り
ま
し
て
︑
私
な
ど

は
侍
者
の
服
を
着
て
︑
香
炉
を
持
っ
て
︑
香
炉
に
は
鎖
が
付
い
て

い
て
︑
そ
の
香
炉
を
振
る
と
鎖
に
ぶ
つ
か
っ
て
︑
ど
う
い
う
音
を

立
て
る
か
と
い
う
の
も
重
要
な
こ
と
で
︑
練
習
を
し
ま
し
て
︑
夕

方
は
そ
れ
を
ず
っ
と
や
っ
て
い
る
と
︑
あ
る
種
の
恍
惚
感
に
入
っ

て
き
ま
す
︒
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そ
の
後
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
が
で
き
て
か
ら
で
す
か
ら
︑
小
学
校

の
後
半
ぐ
ら
い
で
す
け
れ
ど
も
︑
完
全
に
閉
鎖
さ
れ
た
修
道
院
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
︒
何
年
間
か
出
て
は
い
け
な
い
と
い
う
︒
ま

た
︑
修
道
院
の
中
に
部
屋
が
あ
っ
て
︑
そ
の
部
屋
か
ら
は
た
と
え

ば
三
年
間
と
か
五
年
間
出
て
は
い
け
な
い
︑
そ
う
し
た
瞑
想
の
修

道
院
が
あ
り
ま
す
︒
わ
れ
わ
れ
は
富
士
山
に
あ
る
そ
の
修
道
院
に

行
き
ま
し
て
︑
教
会
か
ら
修
道
院
に
入
っ
た
女
性
だ
っ
た
の
で
し

ょ
う
か
︑
彼
女
の
た
め
に
︑
大
越
神
父
さ
ま
に
命
じ
ら
れ
て
と
い

う
か
︑
当
た
り
前
の
ご
と
く
行
っ
て
︑
塀
の
外
で
み
ん
な
で
讃
美

歌
を
歌
う
と
い
う
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
︒

思
い
出
す
と
︑
極
め
つ
き
は
―
い
ま
ま
で
は
大
越
神
父
さ
ま

が
つ
く
っ
た
白
い
う
そ
の
天
国
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
江
ノ
島
と

い
う
と
こ
ろ
に
夏
︑
水
泳
に
行
く
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
大
越
神
父

さ
ま
の
白
い
う
そ
だ
け
で
は
な
く
て
︑
そ
こ
に
は
い
わ
ば
︑
ち
ょ

う
ど
は
や
り
始
め
た
太
陽
族
と
い
う
若
者
た
ち
が
︑
時
に
は
ビ
キ

ニ
姿
で
ダ
ッ
コ
ち
ゃ
ん
と
い
う
の
を
持
っ
た
り
し
て
走
り
回
っ
て

い
る
わ
け
で
す
︒

そ
こ
に
朝
︑
教
会
を
出
発
し
ま
し
て
︑
八
時
ご
ろ
着
く
︒
そ
う

す
る
と
︑
ふ
つ
う
子
ど
も
た
ち
は
す
ぐ
に
泳
ぎ
に
行
く
わ
け
で
す

が
︑
私
た
ち
は
何
を
す
る
か
と
い
う
と
︑
最
初
に
ミ
サ
を
上
げ
る

の
で
す
︒
砂
浜
に
祭
壇
を
つ
く
っ
て
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
黒
い
服

で
出
掛
け
て
い
っ
て
司
祭
服
に
着
替
え
る
︒
わ
れ
わ
れ
も
侍
者
の

服
に
着
替
え
て
︒

周
り
は
も
う
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
経
済
成
長
が
始
ま
る
直
前

の
に
ぎ
や
か
さ
で
︑
そ
れ
こ
そ
毎
年
新
聞
が
︑﹁
芋
の
子
を
洗
う
よ

う
に
﹂
と
書
く
狂
騒
が
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
︑
わ
れ
わ
れ
は

ミ
サ
を
始
め
ま
す
︒
大
越
神
父
さ
ま
は
断
固
た
る
人
で
す
か
ら
︑
そ

こ
で
ミ
サ
を
し
て
︑
わ
れ
わ
れ
は
ほ
か
の
子
ど
も
た
ち
が
裸
に
な

っ
て
泳
い
で
い
る
と
き
に
︑
侍
者
の
服
を
着
て
や
る
︒

そ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
中
で
︑
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
が
︑
わ
れ

わ
れ
は
い
わ
ば
殉
教
の
気
分
に
な
る
わ
け
で
す
︒
明
ら
か
に
ほ
か

の
人
々
と
違
う
と
︒
わ
れ
わ
れ
だ
け
が
選
ば
れ
た
者
で
︑
な
お
か

つ
︑
す
ぐ
に
海
で
泳
げ
な
い
と
い
う
苦
し
み
を
味
わ
う
わ
け
で
す
︒

そ
れ
は
す
べ
て
つ
く
ら
れ
た
こ
と
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん

が
︑
振
り
返
っ
て
み
る
と
︑
ど
う
し
て
も
異
様
な
光
景
だ
っ
た
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
私
も
次
第
に
そ
の
気
に
な
っ
て
き

ま
す
か
ら
︑
た
と
え
ば
金
曜
日
に
給
食
で
肉
が
出
る
と
食
べ
な
い
︒

む
し
ろ
金
曜
日
に
肉
が
出
て
︑
自
分
が
食
べ
な
い
と
い
う
こ
と
を

主
張
で
き
る
の
を
願
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
し
て
︑
金
曜
日

に
給
食
で
肉
が
出
る
と
︑
何
と
な
く
し
め
た
と
い
う
気
が
し
て
残

す
︒
先
生
が
﹁
な
ぜ
残
す
か
﹂
と
言
う
と
︑
今
日
は
金
曜
日
だ
か

ら
︑
魚
な
ら
食
べ
ら
れ
る
け
れ
ど
肉
は
食
べ
ら
れ
な
い
と
い
う
か

た
ち
で
先
生
と
対
決
す
る
の
を
私
は
好
ん
で
い
ま
し
た
︒
と
く
に

小
学
校
四
年
生
の
と
き
の
先
生
は
︑
そ
う
し
た
私
の
態
度
が
嫌
い

だ
っ
た
ら
し
く
て
︑
よ
く
対
決
を
し
ま
し
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
石
川
達
三
と
い
う
人
が
︑

夫
婦
の
片
方
が
日
教
組
に
入
り
︑
片
方
が
第
二
組
合
に
入
っ
た
夫

婦
の
対
立
と
い
う
︑
有
名
な
﹃
人
間
の
壁
﹄
と
い
う
小
説
を
延
々

と
連
載
し
て
い
ま
し
て
︑
私
は
そ
の
﹃
人
間
の
壁
﹄
を
根
拠
と
す

る
と
い
う
か
︑
テ
ー
マ
に
し
ま
し
て
先
生
に
論
争
す
る
︒
あ
な
た

と
日
教
組
の
関
係
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
︒
あ
な
た
は
︑
こ
の

﹃
人
間
の
壁
﹄
の
日
教
組
と
反
日
教
組
の
間
で
成
長
し
て
い
く
女
性

教
師
を
ど
う
思
う
か
と
︑
小
学
校
四
年
の
担
任
の
女
性
教
師
と
議

論
し
ま
し
て
︒

そ
の
構
図
も
異
様
な
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
ポ
イ
ン
ト
は
む
し
ろ
︑

そ
の
よ
う
に
先
生
に
議
論
を
ふ
っ
か
け
て
︑
先
生
と
対
決
す
る
こ

と
で
私
の
選
ば
れ
た
選
民
的
な
意
識
が
高
ま
る
と
い
う
︑
そ
こ
が

私
に
と
っ
て
は
も
う
す
で
に
︑
た
と
え
ば
︑
オ
ウ
ム
真
理
教
の
信

徒
た
ち
の
気
持
ち
が
よ
く
分
か
る
の
で
す
が
︑
そ
う
な
っ
て
い
た

と
言
え
ま
す
︒

大
越
神
父
さ
ま
の
遺
言

し
か
し
︑
こ
う
申
し
上
げ
ま
す
と
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
単
な
る

異
常
な
宗
教
者
だ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
単
な
る
異
常
な
宗
教
者
だ

っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
や
は
り
私
に
激
し
く
感
銘
を
与
え

る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
︒

た
と
え
ば
︑
伝
説
で
す
け
れ
ど
も
―
た
ん
な
る
伝
説
で
は
な

く
て
真
実
だ
と
思
い
ま
す
が
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
風
呂
に
入
る
と

き
は
風
呂
場
を
真
っ
暗
に
し
て
入
る
の
だ
と
︒
つ
ま
り
自
分
の
裸

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
分
の
中
に
あ
る
迷
い
と
か
︑
あ
る
妄

想
が
起
き
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
︑
風
呂
場
は
必
ず
真
っ
暗
に
し
て

入
る
と
︒
そ
の
こ
と
に
何
の
疑
問
も
抱
か
な
い
よ
う
な
タ
イ
プ
の

人
間
で
し
た
︒

何
し
ろ
私
に
と
っ
て
は
︑
白
い
う
そ
は
白
い
う
そ
だ
と
思
っ
て

い
ま
し
た
か
ら
︑
天
国
は
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
が
︑
大
越
神
父

さ
ま
は
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
本
当
に
天
国
を
信
じ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
︒

い
ま
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
︑
あ
の
人
は
少
な
く
と
も
︑
私
の

知
っ
て
い
る
ほ
か
の
誰
よ
り
も
︑
そ
う
い
う
︑
た
と
え
ば
天
国
み

た
い
な
こ
と
を
信
じ
る
こ
と
の
で
き
た
人
な
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
︒
あ
の
人
は
信
じ
て
い
た
の
だ
と
言
っ
て
私
は
お
か
し
く
な
い

よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒

た
と
え
ば
︑
そ
う
や
っ
て
子
ど
も
た
ち
が
い
っ
ぱ
い
駆
り
出
さ

れ
た
り
し
た
の
で
す
が
︑
駆
り
出
さ
れ
る
中
で
も
多
少
差
別
が
あ

り
ま
し
て
︑
成
城
学
園
前
に
住
ん
で
い
る
お
坊
ち
ゃ
ま
に
は
比
較

的
侍
者
の
シ
フ
ト
が
回
っ
て
い
か
な
い
︒

た
と
え
ば
︑
柳
田
國
男
の
孫
が
二
人
い
ま
し
た
︑
カ
オ
ル
ち
ゃ

ん
と
い
う
の
と
︑
ヨ
ン
ち
ゃ
ん
と
い
う
の
が
︒
な
ぜ
か
柳
田
家
は
︑

さ
す
が
に
長
男
は
教
会
に
は
出
さ
な
い
と
決
め
て
い
た
ら
し
い
の

で
す
け
れ
ど
︑
そ
の
次
男
︑
三
男
は
来
て
い
ま
し
て
︑
次
男
は
僕

と
同
い
年
で
︑
も
う
一
人
が
僕
の
一
つ
下
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
そ

の
二
人
に
は
わ
り
と
侍
者
が
回
っ
て
い
か
な
い
の
で
す
ね
︒
そ
の

あ
た
り
は
非
常
に
白
い
う
そ
的
︑
俗
っ
ぽ
い
と
こ
ろ
が
大
越
神
父

さ
ま
は
あ
り
ま
し
て
︒

そ
の
柳
田
國
男
の
孫
が
自
転
車
で
け
が
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
︑

病
院
に
見
舞
い
に
行
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
彼
が
病
院
に
入
院

す
る
と
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
早
速
出
掛
け
て
い
っ
て
何
を
し
た
か

と
い
う
と
︑
昔
ル
ル
ド
か
ら
持
っ
て
き
た
聖
な
る
水
を
︑
あ
る
用

具
が
あ
り
ま
し
て
︑
そ
れ
で
部
屋
の
中
に
ま
い
た
そ
う
で
す
︒
そ

れ
に
よ
っ
て
柳
田
國
男
の
孫
の
足
の
け
が
を
治
そ
う
と
す
る
︒

ユ
ー
モ
ア
と
し
て
語
っ
て
い
い
の
か
︑
そ
れ
と
も
恐
ろ
し
い
こ

と
と
し
て
語
っ
て
い
い
の
か
︑
自
分
で
も
︑
自
分
の
頭
の
中
で
い

つ
も
考
え
て
い
ま
す
が
︑
人
に
語
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
︑
語
り

な
が
ら
︑
こ
れ
は
ユ
ー
モ
ア
と
し
て
も
語
れ
る
な
と
思
い
な
が
ら
︑

怖
い
話
と
し
て
も
語
れ
る
︑
ど
ち
ら
で
も
な
い
感
じ
が
非
常
に
自

分
の
中
で
し
ま
す
︒
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も
ち
ろ
ん
い
く
つ
も
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
あ
り
ま
す
が
︑
あ
る
と
き
︑

こ
れ
は
さ
す
が
に
ど
う
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
っ
た
か
は
私

は
は
っ
き
り
言
え
な
い
︒
そ
れ
は
恥
ず
か
し
い
か
ら
言
え
な
い
の

で
す
が
︑
あ
る
と
き
︑
あ
る
瞬
間
︑
私
が
あ
る
家
に
い
て
︑
性
的

な
状
況
に
あ
っ
た
と
き
︑
一
度
も
わ
が
家
な
ど
に
訪
ね
て
き
た
こ

と
が
な
い
大
越
神
父
さ
ま
が
突
然
玄
関
に
や
っ
て
き
た
の
で
す
ね
︒

私
は
本
当
に
驚
愕
し
ま
し
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
彼
は
ご
く
普
通
に
﹁
ど
う
し
て
い
る
﹂
と
言

っ
て
︑
い
つ
も
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
訓
戒
を
垂
れ
る
だ
け
な
ん
だ

け
れ
ど
も
︑
私
は
彼
が
︑
言
っ
て
み
れ
ば
千
里
眼
の
よ
う
な
気
が

し
て
︑
見
抜
か
れ
た
と
い
う
︑
い
つ
も
そ
う
い
う
思
い
は
あ
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
も
︒

幼
稚
園
の
試
験
の
と
き
に
︑
私
が
こ
こ
に
は
来
な
い
と
言
っ
た

と
き
に
︑
な
ぜ
来
な
い
の
か
と
い
う
の
を
は
っ
き
り
と
言
わ
な
か

っ
た
の
で
す
が
︑
お
遊
戯
を
し
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
姿
を
見
て
︑

そ
れ
に
エ
ロ
チ
ッ
ク
な
感
覚
を
持
っ
て
︑
そ
れ
が
恥
ず
か
し
く
て

私
は
来
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
け
ど
︑
そ
れ
を
大
越
神
父
さ
ま
に
見

抜
か
れ
た
と
思
っ
て
い
た
の
が
頭
の
中
に
連
続
し
て
い
ま
し
て
︑

﹁
あ
︑
ま
た
か
﹂
と
い
う
気
が
し
ま
し
た
︒

そ
の
後
︑
も
と
も
と
天
国
も
何
も
信
じ
て
い
な
い
―
で
は
な

く
て
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
︑
外
国
旅
行
を
す
る
と
教
会
に
行
く
の

で
す
が
︑
日
本
で
は
教
会
に
行
か
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
い

た
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
先
ほ
ど
鎌
田
さ
ん
が
紹
介
し
て
く
だ
さ
っ

た
よ
う
に
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
に
行
っ
て
学
位
を
取
り
ま
し
た
︒　

そ
う
し
た
ら
︑
そ
の
と
き
に
大
越
神
父
さ
ま
は
︑
す
で
に
神
父
さ

ま
だ
け
の
養
老
院
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
誰

に
聞
い
た
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
︑
そ
こ
か
ら
わ
が
家
に
電
話
を
か

け
て
き
た
の
で
す
ね
︒

電
話
を
か
け
て
き
て
︑﹁
大
越
で
あ
る
﹂
と
︒﹁
あ
︑
神
父
さ
ま

で
す
か
﹂
と
言
っ
た
ら
︑﹁
学
位
を
取
っ
た
そ
う
で
︑
お
め
で
と

う
﹂
と
︒
養
老
院
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
い
ま
か
ら
祝
福
を
授

け
る
﹂
と
電
話
の
向
こ
う
で
言
う
の
で
す
ね
︒
僕
も
こ
う
受
話
器

を
持
っ
て
︒
そ
う
す
る
と
大
越
神
父
さ
ま
が
向
こ
う
か
ら
ラ
テ
ン

語
で
祝
福
を
言
う
わ
け
で
す
︒
僕
は
電
話
で
聞
い
て
祝
福
を
受
け

る
︒
ど
こ
ま
で
も
追
い
か
け
て
来
た
︑
と
ら
え
て
離
さ
な
い
こ
の

人
は
本
気
だ
な
と
い
う
気
が
本
当
に
し
ま
し
た
︒

い
よ
い
よ
︑
だ
ん
だ
ん
弱
ら
れ
て
︑
病
気
に
な
ら
れ
た
と
き
に
︑

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
に
傷
付
け
ら
れ
た
少
年
群
が
七
︑
八
人
い
る
の

で
す
が
︑
大
越
神
父
さ
ま
の
病
院
を
訪
ね
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な

っ
て
︑
そ
れ
で
も
︑
そ
の
と
き
も
難
し
い
の
で
す
ね
︒
わ
れ
わ
れ

は
も
う
三
〇
代
半
ば
を
過
ぎ
て
い
ま
す
が
︑
行
く
と
い
う
こ
と
は

義
務
だ
と
も
思
う
の
だ
け
れ
ど
も
︑
行
き
た
く
な
い
強
い
感
情
も

湧
く
し
︑
非
常
に
難
し
い
の
で
す
ね
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
み
ん
な

で
出
掛
け
ま
し
た
︒

そ
う
し
た
ら
︑
う
ま
い
こ
と
に
大
越
神
父
さ
ま
は
ベ
ッ
ド
で
寝

て
い
ら
し
た
の
で
す
︒
こ
れ
は
起
き
な
い
か
ら
︑
う
ま
く
帰
れ
る

か
な
と
思
っ
た
ら
︑
や
お
ら
目
を
覚
ま
し
た
の
で
︑
仕
方
な
く
話

を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
く
な
っ
た
の
で
す
︒
五
人
で
し
た
か
︑
一

人
一
人
に
即
座
に
い
ろ
い
ろ
な
訓
戒
を
与
え
る
わ
け
で
す
︒
七
歳
︑

八
歳
の
わ
れ
わ
れ
に
訓
戒
を
与
え
た
よ
う
に
︑
三
〇
代
︑
四
〇
代

近
く
の
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
に
訓
戒
を
与
え
る
︒

そ
の
と
き
も
︑
た
と
え
ば
H
M
君
︑
彼
は
決
し
て
悪
い
子
で
は

な
い
の
で
す
が
︑
常
々
大
越
神
父
さ
ま
は
︑
小
さ
い
と
き
か
ら
あ

ま
り
自
制
心
が
な
い
子
だ
と
決
め
て
か
か
っ
て
い
ま
す
の
で
︑
彼

に
昔
と
同
じ
よ
う
な
訓
戒
を
垂
れ
る
の
で
す
︒
こ
れ
は
何
の
効
果

も
な
い
と
︑
す
で
に
教
育
者
で
あ
っ
た
私
は
︑
大
越
神
父
さ
ま
の

そ
う
し
た
能
力
が
な
い
こ
と
に
再
び
び
っ
く
り
す
る
の
で
す
が
︒

そ
れ
か
ら
二
週
間
ぐ
ら
い
し
て
亡
く
な
っ
た
の
で
︑
ま
さ
に
死

の
床
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
で
も
い
つ
も
と
同
じ
よ
う
に
訓
戒
を

垂
れ
ま
し
て
︒
こ
っ
ち
は
ち
ょ
っ
と
大
人
に
な
っ
て
い
ま
し
た
か

ら
︑
大
越
神
父
さ
ま
が
胸
の
と
こ
ろ
に
何
か
を
持
っ
て
い
ら
し
た

の
で
︑
ち
ょ
っ
と
対
等
感
を
出
そ
う
と
︑﹁
そ
の
ご
本
は
何
で
す

か
﹂
と
言
っ
た
ら
︑﹁
祈
禱
書
で
す
﹂
と
言
っ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
語
の

祈
禱
書
で
︑
こ
れ
を
お
祈
り
し
て
い
る
ん
で
す
と
言
っ
て
い
ら
し

た
︒い

つ
も
土
曜
日
に
は
教
会
で
い
ろ
い
ろ
ラ
テ
ン
語
の
お
祈
り
と

か
を
教
わ
る
時
間
が
あ
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
れ
が
終
わ
っ
た
後
︑
僕

ら
は
告
解
と
い
う
の
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
︑
そ
の
後
で
野

球
な
ん
か
を
す
る
の
で
す
が
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
い
つ
も
そ
の
横

で
︑
教
会
の
聖
堂
の
横
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
︑
ず
っ
と
祈
っ

て
い
る
の
で
す
︒
本
気
で
す
︒
べ
つ
に
見
せ
て
い
る
と
か
︑
そ
う

い
う
こ
と
で
は
な
く
て
︑
本
気
で
祈
っ
て
い
て
︑
死
ぬ
二
週
間
前

で
も
本
気
で
祈
っ
て
い
る
︒
天
国
に
行
く
つ
も
り
に
な
ろ
う
と
し

て
い
る
と
い
う
か
︑
な
る
と
い
う
の
か
︑
そ
う
い
う
方
で
し
た
︒

こ
ち
ら
は
先
ほ
ど
か
ら
何
度
も
︑
う
そ
の
白
い
光
と
言
っ
て
い

ま
し
た
が
︑
な
ら
ば
何
で
教
会
に
行
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
が
︑
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か
ら
行
っ
た
と
し
か

言
い
よ
う
が
な
い
で
す
ね
︒
毎
週
土
曜
の
︑﹃
聖
書
﹄
と
い
う
か
︑

い
ろ
ん
な
教
理
の
時
間
の
後
に
は
告
解
︑
告
白
と
い
う
の
を
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
が
︑
そ
れ
が
う
そ
の
白
い
光
の
典
型
で
す
︒

毎
回
私
は
︑
ど
う
い
う
告
解
を
す
る
か
を
で
っ
ち
上
げ
る
と
い

う
こ
と
を
し
て
い
ま
し
た
︒
ほ
か
の
子
た
ち
は
ど
う
し
て
い
た
の

か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑
毎
回
決
め
る
の
で
す
ね
︒
う
そ
を
何
回

つ
い
た
こ
と
に
す
る
か
と
︑
毎
回
五
回
︑
一
〇
回
と
言
っ
て
い
た

の
で
︑
い
つ
も
あ
ま
り
切
り
の
い
い
と
こ
ろ
だ
と
ち
ょ
っ
と
ま
ず

い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
︑
今
週
は
う
そ
は
七
回
に
し
よ
う
と
か
︑
人

に
悪
い
こ
と
を
し
た
の
を
四
回
に
す
る
と
か
︑
そ
う
い
う
の
を
紙

に
書
い
て
︑
告
解
場
に
行
っ
て
や
る
︒

小
学
校
の
こ
ろ
に
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑
教
会
の
中
の
机
の

あ
る
と
こ
ろ
が
ニ
ス
で
で
き
て
い
て
︑
そ
こ
に
︑
ボ
ー
ル
ペ
ン
か

何
か
固
い
も
の
で
書
い
た
ら
し
く
︑
四
︑
五
年
後
に
ふ
と
見
て
み

た
ら
︑
自
分
が
そ
の
日
に
紙
に
強
く
書
き
付
け
た
の
が
ニ
ス
を
削

っ
て
い
て
︑
私
が
う
そ
を
四
回
と
か
書
い
て
い
る
の
が
深
く
そ
こ

に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
発
見
し
た
と
き
は
︑
さ
す
が
に

笑
っ
て
い
い
よ
う
な
︑
悲
し
い
よ
う
な
︙
︙
︑
そ
う
い
う
で
っ
ち

上
げ
を
し
て
い
ま
し
た
︒

神
父
さ
ま
は
︑
み
ん
な
で
出
か
け
て
い
っ
た
あ
と
で
亡
く
な
っ

た
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
亡
く
な
っ
た
た
め
の
ミ
サ
を
上
げ
て
︑
そ

の
と
き
神
父
さ
ま
の
遺
言
が
発
表
さ
れ
た
の
で
す
が
︑
こ
れ
は
言

う
と
涙
が
出
て
く
る
の
で
す
︒
こ
れ
が
激
し
い
︑
い
ま
涙
が
出
て

き
て
い
る
︑
こ
れ
ぐ
ら
い
︒

米
大
統
領
候
補
の
ク
ル
ー
ズ
︵
テ
ッ
ド
・
ク
ル
ー
ズ
︶
な
ん
て
見

る
と
︑
こ
の
人
は
ど
れ
ぐ
ら
い
キ
リ
ス
ト
教
に
犯
さ
れ
て
い
る
の

か
︑
そ
れ
と
も
犯
さ
れ
た
ふ
り
を
し
て
い
る
の
か
︑
よ
く
分
か
ら

な
い
の
で
す
が
︑
ア
メ
リ
カ
な
ん
か
に
行
け
ば
そ
う
い
う
人
は
た

く
さ
ん
い
る
の
で
す
ね
︒

ち
ょ
っ
と
脱
線
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
︑
私
は
い
ま
ま
で
︑
ア
メ

リ
カ
人
と
い
う
の
は
︑
性
的
に
放
埒
で
︑
だ
か
ら
何
度
も
離
婚
し
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て
結
婚
す
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
そ
う
で
は
な
く
て
︑
宗

教
的
に
多
く
の
人
が
二
股
を
掛
け
ら
れ
な
い
の
で
す
ね
︒
掛
け
ら

れ
な
い
の
で
離
婚
す
る
の
で
す
︒
彼
ら
の
︑
昔
は
W
A
S
P︵W

hite 

A
nglo-Saxon Protestant

︶
と
呼
ば
れ
た

―
ま
だ
ま
だ
い
ま
す
が

―
人
々
の
宗
教
的
な
縛
り
と
い
う
の
は
強
い
も
の
が
あ
る
と
思

う
の
で
す
︒

大
越
神
父
さ
ま
の
遺
言
が
見
事
で
し
て
︑
死
ん
で
も
︑
な
お
か

つ
縛
る
と
い
う
感
じ
な
の
で
す
︒
そ
の
と
き
の
ミ
サ
の
神
父
さ
ま

が
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
︑
大
越
神
父
さ
ま
は
遺
言
で
︑﹁
私
を

思
い
出
し
た
ら
祈
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
遺
言
さ
れ
た
と
い
う
︒
そ

れ
は
か
な
り
効
き
ま
す
ね
︒
つ
ま
り
︑
神
父
さ
ま
の
こ
と
を
思
い

出
し
た
ら
︑
神
父
さ
ま
の
た
め
に
祈
る
と
い
う
こ
と
を
遺
言
と
し

て
残
し
た
の
で
︑
私
は
神
父
さ
ま
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
︑
神
父

さ
ま
の
た
め
に
祈
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒﹁
皆
さ
ん
︑
ど
う
も
あ
り
が

と
う
︒
私
は
天
国
に
行
き
ま
す
﹂
と
い
う
遺
言
だ
っ
た
ら
さ
っ
ぱ

り
と
別
れ
ら
れ
て
よ
か
っ
た
の
で
す
が
︑
私
の
こ
と
を
思
い
出
し

た
ら
祈
っ
て
く
だ
さ
い
︑
と
い
う
の
は
︑
な
か
な
か
き
つ
い
で
す

ね
︒

死
ん
だ
あ
と
天
国
に
行
け
る
か

も
と
も
と
私
は
天
国
が
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
︒
天
国
が
信
じ
ら

れ
な
い
こ
と
と
信
仰
と
は
関
係
な
い
と
い
え
ば
関
係
な
い
の
で
す

け
れ
ど
も
︑
し
か
し
な
が
ら
︑﹃
聖
書
﹄
を
信
じ
る
か
ど
う
か
は
大

き
な
問
題
で
は
あ
る
わ
け
で
︑
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
を
信
じ
る

か
︑﹃
聖
書
﹄
を
信
じ
る
か
と
い
う
の
は
真
剣
な
問
い
と
し
て
あ
る

わ
け
で
す
︒
普
通
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
︑
到
底
︑
真
剣
な
問
い

と
は
思
え
ま
せ
ん
が
︑
多
く
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
に
と
っ
て
は
︑

や
は
り
問
題
は
問
題
な
の
で
す
ね
︒

一
〇
年
よ
り
も
う
少
し
前
︑
五
五
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
に
︑
東
大

教
養
学
部
に
い
た
A
K
さ
ん
と
い
う
ド
イ
ツ
文
学
の
方
に
あ
る
こ

と
を
言
わ
れ
ま
し
た
︒
彼
は
︑
い
わ
ば
内
村
鑑
三
以
来
の
東
大
に

巣
く
っ
て
い
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
綿
々
た
る
―
そ
の
後
︑
矢

内
原
と
か
南
原
と
か
︑
経
済
学
部
の
隅
谷
先
生
と
か
︑
ず
っ
と
伝

統
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
お
父
さ
ま
が
牧
師
さ
ん
で
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
そ
う
で
︑
そ
の
一
人
で
す
ね
︒

あ
る
食
事
の
会
み
た
い
な
四
︑
五
人
の
集
ま
り
で
︑﹁
僕
は
最
近

や
っ
と
天
国
の
こ
と
は
信
じ
な
く
て
も
信
仰
は
保
ち
得
る
の
か
な

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
ん
だ
﹂
と
言
っ
た
ら
︑
A
K
さ
ん
が
び
っ

く
り
し
て
︑﹁
え
っ
︑
船
曳
さ
ん
︑
あ
あ
い
う
の
は
み
ん
な
た
と
え

話
で
︑
全
部
お
と
ぎ
話
み
た
い
な
も
の
で
す
よ
︒
ド
イ
ツ
で
そ
ん

な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
人
は
い
な
い
よ
﹂
と
言
わ
れ
た
と
き
に
激

し
く
動
揺
し
ま
し
て
︑﹁
え
っ
︑
そ
う
だ
っ
た
の
﹂
と
︒

私
を
い
ま
ま
で
五
〇
年
間
苦
し
め
て
き
た
﹃
聖
書
﹄
の
あ
れ
は
︑

単
な
る
た
と
え
話
だ
っ
た
の
︒﹁
当
た
り
前
で
し
ょ
う
︒
船
曳
さ
ん
︑

ど
う
し
て
船
曳
さ
ん
み
た
い
な
人
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
﹂
と

言
わ
れ
て
︑
逆
に
︑
ど
う
し
て
A
K
さ
ん
み
た
い
な
親
子
何
代
も

の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
が
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
と
い
う
気
が
し
た
の

で
す
が
︒

も
し
か
し
た
ら
︑
そ
う
し
た
こ
と
も
私
は
私
の
中
だ
け
で
︑
そ

の
穴
ぼ
こ
の
中
だ
け
で
考
え
て
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
外
に
出
す
こ
と

は
な
し
に
考
え
て
い
た
た
め
に
A
K
さ
ん
に
び
っ
く
り
さ
れ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
違
い
も

大
き
い
で
し
ょ
う
が
︒

五
五
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
に
次
第
に
変
化
が
あ
り
ま
し
て
︑
天
国

と
い
う
と
こ
ろ
を
信
じ
な
く
て
も
信
仰
は
あ
り
得
る
の
だ
と
︒
そ

れ
で
も
信
仰
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑
と
い
う

ふ
う
に
ま
で
に
は
な
り
ま
し
た
︒

そ
れ
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ほ
う
で
は
︑﹁
天
に
ま
し
ま
す
わ
れ
ら

の
父
よ
﹂
と
い
う
祈
り
と
︑
も
う
一
つ
︑
聖
母
マ
リ
ア
の
﹁
め
で

た
し
︑
聖
寵
充
ち
満
て
る
マ
リ
ア
︑
主
御
身
と
と
も
に
ま
し
ま
す
﹂

と
い
う
お
祈
り
が
あ
る
わ
け
で
す
︒
そ
れ
で
ロ
ザ
リ
オ
の
祈
り
と

な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
︒

昔
は
︑﹁
め
で
た
し
︑
聖
寵
充
ち
満
て
る
マ
リ
ア
︑
主
御
身
と
と

も
に
ま
し
ま
す
︒
御
身
は
女
の
う
ち
に
て
祝
せ
ら
れ
︑
御
胎
内
の

御
子
イ
エ
ズ
ス
も
祝
せ
ら
れ
た
も
う
︒
天
主
の
御
母
聖
マ
リ
ア
︑
罪

人
な
る
わ
れ
ら
の
た
め
に
﹂
と
︑
そ
こ
ま
で
は
お
祈
り
で
き
る
の

で
す
が
︑﹁
い
ま
も
臨
終
の
と
き
も
祈
り
た
ま
え
﹂
の
﹁
臨
終
の
と

き
も
﹂
と
言
う
の
が
怖
く
て
︑﹁
め
で
た
し
︑
聖
寵
﹂
が
最
後
ま
で

唱
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
が
四
〇
歳
︑
五
〇
歳
ぐ
ら
い
ま
で
あ
っ

た
の
で
す
︒

五
歳
︑
六
歳
の
こ
ろ
は
︑
数
で
言
う
の
も
変
で
す
が
︑
少
な
く

と
も
小
学
校
高
学
年
ぐ
ら
い
に
な
る
と
︑
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て

き
て
い
ま
す
の
で
分
か
る
の
で
す
が
︑
一
日
だ
い
た
い
一
〇
〇
回

ぐ
ら
い
は
死
に
つ
い
て
考
え
て
い
ま
し
た
ね
︒

そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
全

然
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
す
よ
︒
い
つ
も
飛
ん
で
る
球
み
た
い
な

も
の
で
︑
野
球
で
打
席
に
入
る
前
に
考
え
ま
す
か
ら
︑
球
が
飛
ん

で
き
て
︑
打
っ
て
︑
一
塁
に
達
し
た
ら
︑
そ
こ
で
考
え
ま
す
で
し

ょ
う
︒
そ
れ
で
二
回
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
︑
一
日
に
一
〇
〇
回

は
全
然
う
そ
で
は
な
く
て
︑
た
ぶ
ん
考
え
て
い
た
日
は
一
日
五
〇

〇
回
ぐ
ら
い
は
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
ね
︒

あ
ま
り
に
も
ば
か
ば
か
し
い
の
で
人
に
言
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
が
︑
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
ま
し
て
︑
い
ま
は
一
日
に

二
〇
回
ぐ
ら
い
で
す
か
ね
︑
死
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
︒
瞬
間
で

す
け
ど
︑
も
う
分
か
っ
て
い
る
か
ら
︑
ふ
っ
と
来
て
︒

た
と
え
ば
恋
人
の
こ
と
を
一
日
一
〇
〇
回
思
い
出
す
と
い
う
人

は
ざ
ら
に
い
る
と
思
う
の
で
す
が
︑
そ
う
や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
︒

い
ま
は
ほ
と
ん
ど
二
〇
回
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
も

そ
う
や
っ
て
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
た
︒

﹁
め
で
た
し
︑
聖
寵
充
ち
満
て
る
マ
リ
ア
﹂
と
い
う
お
祈
り
も
︑

最
後
の
﹁
い
ま
も
臨
終
の
と
き
も
祈
り
た
ま
え
﹂
が
︑
五
〇
代
の

前
半
ぐ
ら
い
か
ら
︑
好
き
に
な
っ
た
の
で
す
︒
わ
っ
と
死
の
想
念

が
や
っ
て
き
た
と
き
︑﹁
め
で
た
し
﹂
で
迎
え
打
つ
と
い
う
こ
と
を

や
り
ま
し
て
︑
わ
っ
と
来
る
と
︑﹁
め
で
た
し
︑
聖
寵
充
ち
満
て
る

マ
リ
ア
︑
主
御
身
と
と
も
に
ま
し
ま
す
︒
御
身
は
女
の
う
ち
に
て

祝
せ
ら
れ
︑
御
胎
内
の
御
子
イ
エ
ズ
ス
も
祝
せ
ら
れ
た
も
う
︒
天

主
の
御
母
聖
マ
リ
ア
︑
罪
人
な
る
わ
れ
ら
の
た
め
に
︑
い
ま
も
臨

終
の
と
き
も
祈
り
た
ま
え
﹂
で
︑
悪
魔
払
い
み
た
い
な
も
の
で
︑
想

念
を
払
う
の
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
大
変
な
変
化
で
し
た
︒

う
ち
は
母
と
父
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
社
会
運
動
の
中
で
結
び

付
い
た
と
い
う
家
で
︑
と
こ
ろ
が
父
は
戦
後
信
仰
を
失
っ
た
の
か
︑

ほ
と
ん
ど
キ
リ
ス
ト
教
の
話
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
母
は
戦

前
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
っ
た
の
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
な
り
ま
し
た
︒
あ

る
と
き
︑
あ
れ
︑
昔
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
︑
変

だ
な
と
思
っ
て
︒
こ
の
あ
た
り
は
き
ち
ん
と
聞
い
て
お
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
︑
五
〇
歳
ぐ
ら
い
の
と
き
に
突
然
︑
大
学
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の
研
究
室
か
ら
母
に
電
話
し
て
︑﹁
お
母
さ
ん
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
な

っ
た
の
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
な
っ
た
の
？　

そ
れ
と
も
近
く
に
あ
っ
た
教
会
が
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
は
な
く
て

カ
ト
リ
ッ
ク
だ
っ
た
か
ら
カ
ト
リ
ッ
ク
に
な
っ
た
の
？
﹂
と
聞
い

た
ら
︑
そ
う
で
は
な
い
と
︒
カ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
こ
と
を
選
ん
で

私
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
な
っ
た
ん
だ
と
言
っ
た
の
で
︑
ふ
う
ん
︑
そ

う
か
と
思
い
ま
し
て
︒

そ
れ
か
ら
数
年
た
っ
た
と
き
︑
あ
る
こ
と
が
あ
っ
て
︒
私
は
五

人
き
ょ
う
だ
い
の
末
っ
子
だ
っ
た
の
で
︑
姉
や
兄
た
ち
が
母
の
面

倒
を
見
て
︑
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
た
の
で
︑
自
分
は
四
人
も
子
ど

も
が
い
た
の
で
︑
あ
ま
り
母
と
会
う
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑

母
が
九
〇
歳
の
と
き
に
会
っ
た
の
で
す
ね
︒

親
戚
み
ん
な
で
会
っ
て
い
た
ん
で
す
け
れ
ど
︑
そ
う
し
た
ら
母

が
近
づ
い
て
き
て
︑﹁
建
夫
︑
困
っ
た
よ
﹂
と
︒﹁
何
︑
ど
う
し
た

の
？
﹂﹁
九
〇
に
な
っ
た
ん
だ
け
ど
︑
な
か
な
か
結
論
が
出
な
い
ん

だ
よ
﹂
と
言
う
の
で
す
︒

そ
れ
で
何
と
な
く
母
と
私
の
間
で
は
分
か
り
ま
し
た
︒
要
す
る

に
︑
死
で
あ
る
と
か
︑
生
き
て
い
る
意
味
で
あ
る
と
か
︑
そ
う
し

た
こ
と
に
つ
い
て
︑
も
う
九
〇
に
な
っ
て
︑
そ
ろ
そ
ろ
分
か
っ
て

き
そ
う
な
ん
だ
け
れ
ど
︑
結
論
が
出
な
い
︑
困
っ
た
よ
と
母
が
言

っ
た
の
で
す
ね
︒
そ
れ
で
︑
あ
あ
︑
そ
う
か
と
︒
そ
の
と
き
私
は

五
〇
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
九
〇
に
な
っ
て
も
人
に
困
っ
た

よ
な
ん
て
い
う
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と
思
っ
て
︒

五
〇
︑
六
〇
︑
だ
ん
だ
ん
年
を
取
っ
て
い
く
と
︑
そ
う
い
う
問

題
に
つ
い
て
は
︑
た
と
え
ば
霧
が
晴
れ
る
よ
う
に
︑
も
し
く
は
解

決
︑
解
答
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
︑
も
し
く
は
光
に
打
た
れ
た
パ

ウ
ロ
の
よ
う
に
改
心
す
る
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思

っ
た
ら
︑
九
〇
の
母
が
近
づ
い
て
き
て
︑
開
口
一
番
︑﹁
困
っ
た
よ
︑

建
夫
︑
九
〇
に
な
っ
た
ん
だ
け
ど
︑
な
か
な
か
結
論
が
出
な
い
ん

だ
よ
﹂
と
︒
あ
あ
︑
そ
う
か
と
思
っ
て
が
く
ぜ
ん
と
し
た
︒

一
〇
一
歳
ま
で
母
は
生
き
た
の
で
す
け
ど
︑
一
〇
〇
歳
ぐ
ら
い

の
と
き
に
︑
そ
こ
の
ホ
ー
ム
み
た
い
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
︑
そ

こ
に
家
族
で
出
か
け
て
い
っ
て
︑
話
す
こ
と
も
な
い
し
︑
で
も
子

ど
も
た
ち
は
―
孫
っ
て
偉
い
も
の
だ
な
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
︑

一
生
懸
命
母
に
話
し
か
け
よ
う
と
か
︑
い
ろ
い
ろ
す
る
の
で
す
ね
︒

母
に
と
っ
て
は
孫
が
一
生
懸
命
話
し
か
け
て
︑﹁
へ
え
︑
す
ご
い
ね
︑

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
︑
話
が
で
き
る
ね
﹂
と
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
い
る
の

で
す
が
︑
僕
は
も
う
何
か
厄
介
な
話
に
な
ら
な
い
か
と
思
っ
て
︑
ず

っ
と
黙
っ
て
い
た
の
で
す
︒

最
後
︑
も
う
一
度
ベ
ッ
ド
に
戻
っ
て
い
く
︒
母
は
一
〇
〇
歳
に

な
っ
て
も
車
い
す
に
乗
れ
る
ぐ
ら
い
元
気
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
介

護
士
さ
ん
に
ベ
ッ
ド
に
乗
せ
て
も
ら
い
な
が
ら
︑
僕
に
向
か
っ
て
︑

﹁
建
夫
﹂
と
呼
ぶ
の
で
す
ね
︒﹁
え
︑
な
に
？
﹂
と
か
言
っ
た
ら
︑

﹁
あ
の
ね
︑
何
も
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
︑
い
ろ
い
ろ

あ
る
ん
だ
よ
﹂
と
母
が
僕
に
言
っ
て
︑
あ
あ
︑
困
っ
た
な
と
思
っ

て
︒
一
〇
一
歳
で
亡
く
な
る
の
で
す
が
︑
一
〇
〇
歳
に
な
っ
て
も

毎
日
い
ろ
い
ろ
考
え
て
い
る
の
で
す
ね
︒

私
は
先
ほ
ど
︑
最
初
に
鎌
田
さ
ん
が
身
心
変
容
と
い
う
こ
と
を

言
い
だ
し
て
︑
変
な
こ
と
を
言
う
な
と
思
っ
た
と
言
い
ま
し
た
け

ど
︑
で
も
自
分
が
い
つ
も
考
え
て
い
る
の
は
︑
も
う
こ
れ
に
尽
き

る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
︒
母
も
実
は
そ
れ
を
考
え
て
い
て
︑﹁
一
〇

〇
に
な
っ
て
︑
何
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
︑

い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
よ
﹂
と
私
に
言
う
の
で
す
ね
︒
見
抜
い
て
い

て
︑
要
す
る
に
︑
話
し
合
い
は
し
な
い
の
だ
け
れ
ど
︑
そ
れ
に
つ

い
て
私
は
ま
だ
考
え
て
い
る
︑
と
︒

﹁
建
夫
︑
困
っ
た
よ
︒
結
論
が
出
な
い
よ
﹂
と
言
っ
た
と
き
は
︑

す
た
す
た
歩
い
て
き
て
話
し
た
の
で
す
が
︑
そ
の
と
き
は
三
五
キ

ロ
ぐ
ら
い
の
体
に
な
っ
て
︑
介
護
士
さ
ん
に
持
っ
て
い
か
れ
て
い

る
と
き
に
︑﹁
建
夫
︑
何
も
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
け

れ
ど
︑
い
ろ
い
ろ
あ
る
ん
だ
よ
﹂
と
言
っ
た
︒
ま
っ
た
く
変
わ
ら

な
い
で
す
ね
︒

母
は
常
々
︑
大
越
神
父
さ
ま
が
亡
く
な
る
よ
り
先
に
死
に
た
い

と
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
は
死
ぬ
と
き
に
大
越
神
父
さ
ま
が
そ

ば
に
い
て
く
れ
る
と
怖
く
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
ね
︒

そ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
す
︒
い
ま
で
も
︑
そ
う
思
い
ま
す
ね
︒　

あ
る
方
が
亡
く
な
っ
て
︑
次
の
日
曜
日
の
お
説
教
の
と
き
に
大
越

神
父
さ
ま
が
話
す
ん
で
す
︑﹁
皆
さ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
S
さ
ん
が

お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
︒
急
に
倒
れ
て
︑
大
越
神
父
さ

ま
が
出
か
け
て
い
っ
て
︑
終
油
の
秘
蹟
を
与
え
る
と
き
︑
ま
だ
言

葉
が
出
た
ら
し
く
て
︑
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
か
な
と
思
う
の
で
す

け
れ
ど
︑
S
さ
ん
は
天
国
に
行
け
る
か
ど
う
か
不
安
だ
と
言
っ
た

と
︒

何
し
ろ
毎
週
お
説
教
の
と
き
︑
あ
な
た
た
ち
は
死
ぬ
ん
だ
︑
い

ず
れ
死
ぬ
の
で
︑
そ
の
と
き
に
備
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
脅
迫
す
る
の
で
す
ね
︒
そ
の
と
き
は
S
さ
ん
が
亡

く
な
っ
た
次
の
日
で
す
か
ら
︑
そ
れ
を
使
っ
て
︑
S
さ
ん
は
死
ぬ

直
前
ま
で
︑
言
っ
て
み
れ
ば
不
安
の
中
に
あ
っ
た
と
︒
そ
れ
で
私

は
ち
ゃ
ん
と
S
さ
ん
に
言
っ
て
あ
げ
た
︑
あ
な
た
は
御
許
に
行
か

れ
ま
す
と
︒
そ
れ
こ
そ
教
会
に
寄
付
も
し
た
の
だ
か
ら
と
言
っ
た

か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑
も
ち
ろ
ん
言
わ
な
か
っ
た
と
思
い

ま
す
け
れ
ど
も
︒
そ
し
て
安
ら
か
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
話
を
す

る
の
で
す
ね
︒

で
も
︑
先
ほ
ど
か
ら
︑
こ
れ
は
ユ
ー
モ
ア
で
話
し
て
い
い
の
か
︑

恐
ろ
し
い
話
と
し
て
い
い
の
か
︑
そ
れ
が
分
か
ら
な
い
の
で
す
︒
も

ち
ろ
ん
﹃
聖
書
﹄
の
中
で
キ
リ
ス
ト
は
磔

は
り
つ
けに

な
っ
て
︑
そ
の
と
き

に
二
人
の
罪
人
と
と
も
に
死
ぬ
の
で
す
が
︑
一
人
の
罪
人
が
キ
リ

ス
ト
に
話
し
か
け
る
わ
け
で
す
︒﹁
私
は
死
ん
だ
あ
と
ど
う
な
る
ん

だ
﹂
と
︒
す
る
と
キ
リ
ス
ト
が
﹁
主
の
も
と
に
行
く
﹂
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
あ
げ
て
︑
そ
れ
で
ほ
っ
と
す
る
︒

﹃
聖
書
﹄
に
正
確
に
そ
う
書
い
て
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま

せ
ん
が
︑
少
な
く
と
も
ロ
ー
カ
ル
な
大
越
バ
ー
ジ
ョ
ン
だ
と
︑
そ

う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
片
方
は
信
じ
な
い
で
不
安
の
ま

ま
に
亡
く
な
っ
た
︒
片
方
は
︑
あ
な
た
は
私
と
今
日
死
ん
で
主
の

み
も
と
に
行
く
と
︒

実
際
は
キ
リ
ス
ト
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
三
日
間
は
古
聖
所
と
い

う
と
こ
ろ
に
行
く
の
で
︑
す
ぐ
天
国
に
行
く
の
で
は
な
い
︑
お
か

し
い
な
と
︒
そ
れ
は
き
っ
と
信
教
と
い
う
祈
り
と
矛
盾
す
る
と
小

学
生
の
﹁
知
能
指
数
﹂
の
高
い
私
は
す
ぐ
に
思
い
ま
し
た
が
︑
神

父
さ
ま
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
言
っ
た
の
で
︑
そ
う
だ
と
︒

S
さ
ん
が
亡
く
な
る
と
き
も
︑
そ
う
だ
っ
た
︒
で
も
︑
そ
れ
は

本
当
に
効
き
目
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
信
じ
ま
す
︒
そ
れ
で
本
当
に

S
さ
ん
は
安
ら
か
に
な
っ
た
︒
僕
も
死
に
そ
う
に
な
っ
て
大
越
神

父
さ
ま
が
来
た
ら
︑
ほ
っ
と
し
ま
す
ね
︒

で
す
か
ら
︑
麻
原
彰
晃
の
こ
と
を
よ
く
考
え
ま
す
が
︑
オ
ウ
ム

真
理
教
全
体
と
し
て
は
く
だ
ら
な
い
と
思
い
ま
す
し
︑
麻
原
彰
晃

は
︑
確
実
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑
お
そ
ら
く
詐
欺
師
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
︒
途
中
か
ら
い
ろ
い
ろ
盛
り
上
が
っ
て
い
っ
て
自
分
を

荘
厳
化
し
て
い
く
あ
た
り
が
詐
欺
師
だ
な
と
い
う
の
は
︑
私
個
人
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の
判
断
と
し
て
は
︑
人
に
言
っ
て
も
仕
方
な
い
け
れ
ど
︑
そ
う
な

の
で
す
ね
︒

し
か
し
︑
詐
欺
師
で
あ
ろ
う
と
周
り
の
信
徒
は
︑
い
わ
ば
︑
彼

ら
の
言
葉
で
言
っ
た
ら
帰
依
し
て
い
ま
す
の
で
︑
捕
ま
っ
て
裁
判

に
か
か
っ
て
死
刑
に
な
り
そ
う
だ
と
い
う
と
き
に
︑
彼
ら
は
―

普
通
は
新
聞
を
読
ん
で
い
て
︑
何
で
い
ま
だ
に
麻
原
彰
晃
を
信
じ

て
い
る
の
だ
ろ
う
︑
ば
か
み
た
い
と
み
ん
な
思
う
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
︑
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
考
え
て
い
る
方
だ
か
ら
そ
う

で
は
な
い
け
れ
ど
︑
普
通
の
日
本
人
は
そ
う
思
う
の
で
す
け
れ
ど

―
そ
れ
を
し
た
ら
二
重
に
苦
し
い
わ
け
で
す
よ
ね
︒

こ
れ
か
ら
死
刑
で
死
ぬ
︑
首
を
つ
ら
れ
て
死
ぬ
と
分
か
っ
て
い

て
︑
な
お
か
つ
︑
そ
の
と
き
に
麻
原
が
助
け
て
く
れ
な
い
︑
麻
原

の
助
け
な
し
に
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
わ
け
で
す
︒
ど

う
せ
死
刑
に
な
る
の
だ
っ
た
ら
︑
麻
原
を
信
じ
て
︑
そ
の
と
き
に

超
能
力
で
別
の
世
界
に
行
く
と
か
︑
何
か
を
信
じ
な
が
ら
死
ん
だ

方
が
楽
な
わ
け
で
す
か
ら
︒

い
く
ら
︑
や
っ
た
こ
と
が
サ
リ
ン
を
ま
い
た
︑
く
だ
ら
な
い
こ

と
だ
っ
た
と
分
か
っ
て
︑
麻
原
彰
晃
も
ど
う
も
平
凡
な
人
だ
っ
た

ら
し
い
と
か
と
分
か
り
か
け
た
と
し
て
も
︑
選
択
肢
と
し
て
麻
原

を
信
じ
な
い
で
首
を
つ
ら
れ
て
い
く
の
か
︑
麻
原
を
信
じ
て
首
を

つ
ら
れ
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
ら
︑
麻
原
を
信
じ
て
首
を
つ
ら
れ

た
方
が
個
人
的
に
は
楽
な
わ
け
で
す
ね
︒

そ
う
し
た
ら
︑
亡
く
な
っ
た
人
に
ど
う
な
ん
だ
︑
世
間
的
に
ど

う
な
ん
だ
と
言
わ
れ
て
︑
そ
ち
ら
の
社
会
的
な
判
断
か
ら
す
る
と

も
ち
ろ
ん
︑
私
は
悪
か
っ
た
︑
私
は
ば
か
な
人
に
だ
ま
さ
れ
た
︑
だ

ま
さ
れ
た
た
め
に
多
く
の
人
に
迷
惑
を
か
け
た
と
一
連
の
こ
と
を

言
う
方
が
社
会
的
に
は
す
っ
き
り
し
て
︑
そ
の
す
っ
き
り
さ
を
頼

り
に
死
ん
で
い
く
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
最
後
の

瞬
間
に
︑
あ
る
意
味
で
超
自
然
的
な
救
い
を
得
た
い
の
だ
っ
た
ら
︑

や
は
り
麻
原
を
信
じ
て
い
た
ほ
う
が
い
い
わ
け
で
す
︒

そ
れ
は
大
越
神
父
さ
ま
が
ベ
ッ
ド
の
そ
ば
に
来
て
手
を
握
っ
て

く
れ
て
︑
お
祈
り
を
言
っ
て
く
れ
て
︑
私
が
﹁
め
で
た
し
﹂
で
も

っ
て
︑
そ
の
恐
れ
を
撃
退
し
た
ら
︑
か
な
り
強
力
だ
と
思
い
ま
す
︒

少
な
く
と
も
大
越
神
父
さ
ま
が
来
た
ら
︑
か
な
り
強
力
で
す
ね
︒
ず

っ
と
大
越
神
父
さ
ま
の
顔
を
見
な
が
ら
︑
あ
あ
と
祈
っ
て
︑
そ
の

と
き
に
意
識
が
あ
れ
ば
で
す
け
れ
ど
も
︑
意
識
が
あ
っ
た
ら
︑
そ

れ
で
逝
く
と
︒

そ
れ
ぐ
ら
い
の
パ
ワ
ー
は
い
ま
だ
に
あ
り
ま
す
︒
母
は
残
念
な

こ
と
に
大
越
神
父
さ
ま
よ
り
も
ず
っ
と
長
生
き
を
し
て
し
ま
っ
た

の
で
︑
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
︑﹁
困
っ
た
ね
﹂
と
言
っ
た
の

は
よ
く
分
か
り
ま
す
︒

宗
教
的
な
暴
力
と
そ
の
癒
し

何
も
結
論
は
な
い
の
で
す
が
︑
宗
教
的
な
暴
力
だ
っ
た
と
言
わ

れ
れ
ば
︑
そ
の
と
お
り
だ
な
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
宗
教
的
な
暴
力

と
い
う
の
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
僕
の
大
学
院
の
学
生

が
い
て
︑
そ
の
院
生
が
ホ
ス
ピ
ス
の
研
究
を
し
ま
し
て
︑
ア
メ
リ

カ
の
ホ
ス
ピ
ス
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
で
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ア

ビ
ュ
ー
ズ
︵spiritual abuse

︶
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
だ
と
い
う
話

を
し
た
︒

つ
ま
り
在
宅
ホ
ス
ピ
ス
で
牧
師
が
や
っ
て
き
て
︑
悔
い
改
め
な

い
と
先
に
逝
っ
た
奥
さ
ん
と
天
国
で
会
え
な
い
ぞ
︑
み
た
い
な
の

を
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ビ
ュ
ー
ズ
と
呼
ぶ
と
い
う
言
葉
を
聞
い

て
︑
と
て
も
よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
︒

そ
の
ホ
ス
ピ
ス
を
研
究
し
た
僕
の
学
生
が
博
士
論
文
を
八
割
五

分
ぐ
ら
い
完
成
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
︑
ま
だ
三
十
ち
ょ
っ
と
だ
っ
た

の
で
す
が
︑
突
然
心
臓
停
止
で
︑
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
な
が
ら
死
ん

で
し
ま
い
ま
し
た
︒
そ
の
学
生
の
残
し
た
遺
稿
を
僕
は
預
か
っ
た

ん
で
す
け
れ
ど
︑
結
局
編
集
で
き
ず
に
︑
彼
の
同
僚
た
ち
が
編
集

を
し
て
︑
も
う
す
ぐ
本
に
な
る
は
ず
で
す
︒

そ
こ
で
彼
か
ら
学
ん
だ
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ビ
ュ
ー
ズ
と
い

う
言
葉
は
︑
そ
の
と
お
り
な
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
一
度
暴
力
を
受

け
た
後
︑
そ
れ
が
消
え
る
か
と
い
う
と
︑
い
ま
の
私
の
感
じ
で
は
︑

私
の
ケ
ー
ス
で
は
消
え
な
い
で
す
ね
︒
そ
の
暴
力
で
受
け
た
傷
は

治
る
こ
と
な
く
︑
消
え
る
こ
と
な
く
︑
そ
の
ま
ま
で
あ
る
と
い
う

感
じ
が
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
て
︑
鎌
田
さ
ん
が
出
し

て
く
だ
さ
っ
た
タ
イ
ト
ル
だ
と
︑
乗
り
越
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ

て
い
る
の
で
す
が
︑
も
し
治
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
︑
私

は
乗
り
越
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
気
が
し
て
い
ま
す
︒
ご
く
ご

く
鈍
感
に
な
っ
て
き
た
の
で
︑
昔
は
一
日
一
〇
〇
回
考
え
る
と
こ

ろ
が
︑
い
ま
は
二
〇
回
に
な
っ
た
︒﹁
め
で
た
し
﹂
で
か
な
り
撃
退

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︑
そ
れ
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
︒

そ
れ
か
ら
︑
最
近
の
宇
宙
論
に
お
け
る
宇
宙
の
始
ま
り
み
た
い

な
の
は
︑
私
に
と
っ
て
は
本
当
に
救
い
で
︑
偶
然
に
宇
宙
が
始
ま

っ
た
と
い
う
の
は
実
に
な
る
ほ
ど
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
︒

偶
然
と
必
然
と
い
う
言
葉
の
間
に
︑
う
ま
い
言
葉
を
わ
れ
わ
れ

人
類
の
知
能
で
は
発
明
で
き
て
い
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
す
が
︑
そ

の
偶
然
と
必
然
の
間
の
あ
た
り
に
本
当
の
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
思

う
と
︑
べ
つ
に
そ
れ
を
神
と
い
う
言
葉
と
取
り
換
え
っ
こ
を
す
る

必
要
は
な
い
の
で
す
が
︑
少
な
く
と
も
︑
い
ま
ま
で
考
え
て
き
た

考
え
方
は
変
え
な
く
て
も
い
い
と
い
う
気
が
し
て
い
て
︑
宇
宙
論

の
発
達
は
私
に
と
っ
て
は
福
音
に
も
似
た
思
い
が
し
て
い
ま
す
︒

偶
然
と
必
然
と
の
間
に
言
葉
を
︑
あ
と
何
年
間
か
で
発
見
で
き

る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
︑
そ
こ
に
何
か
が
あ
る
と
い
う
気
は
し
て

い
て
︑
そ
れ
を
神
と
い
う
言
葉
と
取
り
換
え
な
く
て
は
い
け
な
い

ほ
ど
ば
か
で
は
な
い
と
い
う
気
は
し
て
︑
取
り
換
え
な
く
て
は
い

け
な
い
ほ
ど
私
が
受
け
た
傷
は
脳
に
損
傷
を
与
え
て
い
な
い
の
で
︑

そ
れ
は
言
葉
な
し
で
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
な
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

困
っ
た
ま
ま
︑
乗
り
越
え
は
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
︑
必
然
と
偶

然
の
間
に
あ
る
も
の
が
あ
る
︒
必
然
と
偶
然
の
間
に
は
何
事
な
の

か
︑
何
者
か
な
の
か
︑
何
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
か
︑
何
か
の
真

実
か
︑
何
か
の
存
在
が
あ
る
の
だ
と
思
っ
て
︒

そ
う
し
ま
す
と
︑
必
然
と
偶
然
の
間
に
永
遠
の
生
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
︑
宇
宙
に
は
終
わ
り
が

あ
る
そ
う
で
す
か
ら
︑
永
遠
の
生
が
終
わ
る
︑
永
遠
の
生
す
ら
終

わ
っ
て
く
れ
る
︑
あ
る
種
の
す
っ
き
り
感
を
置
く
と
い
う
こ
と
な

の
か
︒

そ
の
あ
た
り
は
︑
母
も
九
〇
に
な
っ
て
も
︑﹁
困
っ
た
よ
︑
ま
だ

結
論
が
出
な
い
よ
﹂
と
言
っ
て
い
ま
し
て
︑
私
も
六
八
で
す
が
︑
ま

だ
九
〇
ま
で
に
は
間
が
あ
る
の
で
︑
ま
だ
困
っ
て
い
て
も
︑
あ
ま

り
母
に
遅
れ
を
取
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
な
と
い
う
気
は
し
て

い
て
︑
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
終
わ
り
で
す
︒

＊ 

本
稿
は
二
〇
一
六
年
四
月
一
五
日
︑
第
四
七
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会
の

発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
︒
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1
は
じ
め
に

―
宗
教
的
世
界
に
お
け
る
霊
的
暴
力

仏
教
も
含
め
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
世
界
︑
あ
る
い
は
宗
教
的

な
世
界
の
中
に
︑
霊
的
な
意
味
で
暴
力
と
い
う
言
い
方
で
く
く
れ

る
よ
う
な
現
象
が
起
き
て
く
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
た

ぶ
ん
一
番
大
き
な
問
題
意
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

な
ぜ
︑
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒

素
晴
ら
し
い
こ
と
が
起
き
る
は
ず
な
の
に
︑
そ
れ
と
は
対
極
的

な
邪
悪
な
こ
と
が
起
き
て
し
ま
う
︒
し
か
も
︑
た
ま
に
起
き
る
の

で
は
な
く
て
︑
し
ば
し
ば
起
き
て
い
る
し
︑
い
ま
も
起
き
続
け
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
︑
や
は
り
宗
教
に
関
わ
る
者
と

し
て
は
し
っ
か
り
見
つ
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
非
常
に
大

事
な
問
題
だ
と
思
い
ま
す
︒

霊
的
暴
力
と
か
霊
的
ア
ブ
ユ
ー
ズ
と
い
う
現
象
が
︑
実
際
に
い

ろ
い
ろ
な
現
れ
方
を
し
て
い
る
︒
オ
ウ
ム
真
理
教
な
ん
か
は
︑
み

ん
な
の
心
を
震
撼
さ
せ
た
典
型
的
な
事
件
で
︑
あ
れ
以
前
と
以
後

で
は
︑
宗
教
な
り
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
な
り
︑
修
行
な
り

の
見
方
が
︑
だ
い
ぶ
変
わ
っ
て
い
っ
た
は
ず
だ
と
思
い
ま
す
︒
む

し
ろ
変
わ
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

僕
も
実
は
︑
あ
れ
が
問
題
に
な
っ
た
と
き
︑
ち
ょ
う
ど
修
行
を

始
め
た
ば
か
り
の
こ
ろ
で
︑
両
親
も
本
当
に
心
配
し
ま
し
た
︒
僕

が
あ
れ
と
同
類
の
修
行
を
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
真
面
目

に
思
っ
た
ぐ
ら
い
で
す
︒
知
り
合
い
に
も
ヨ
ガ
な
ど
を
や
っ
て
い

る
人
た
ち
が
い
ま
し
た
け
ど
︑
ず
い
ぶ
ん
︑
あ
れ
で
シ
ョ
ッ
ク
を

受
け
ま
し
た
︒
ト
ラ
ウ
マ
的
な
シ
ョ
ッ
ク
と
言
っ
て
も
い
い
ほ
ど

で
す
︒
直
接
の
影
響
で
は
な
い
で
す
け
ど
︑
日
本
の
全
体
の
︑
瞑

想
や
ヨ
ガ
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
︑
宗
教
に
対
す
る
見
方
が
︑

が
ら
っ
と
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
︒

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
と
い
う
テ
ー
マ
で
話
し
て

く
れ
と
言
わ
れ
た
と
き
に
︑
ま
ず
イ
メ
ー
ジ
的
に
浮
か
ん
だ
の
は
︑

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
の
L
G
B
T
の
人
た
ち
へ
の
暴
力
的
言
動

で
す
︒
僕
は
︑
い
ま
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
に
あ
る
曹
洞
宗
国
際
セ

ン
タ
ー
の
所
長
を
し
て
い
る
の
で
す
が
︑
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は

ご
存
じ
の
よ
う
に
︑
L
G
B
T

―
レ
ズ
ビ
ア
ン
︑
ゲ
イ
︑
バ
イ

セ
ク
シ
ャ
ル
︑
ト
ラ
ン
ス
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
四
種
類
が
あ
る
―
︑
そ

う
い
う
言
わ
れ
方
を
す
る
性
的orientation

を
持
っ
た
人
た
ち
が

わ
り
と
自
由
に
振
る
舞
え
る
場
所
と
し
て
有
名
で
す
︒
そ
の
た
め
︑

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
は
︑
そ
う
い
う
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
︒

僕
が
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
仕
事
を
し
て
い
る
と
き
に
泊
め
て

い
た
だ
く
︑
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
禅
セ
ン
タ
ー
は
︑
そ
う
い
う
こ

と
を
積
極
的
に
応
援
し
て
い
て
︑
年
一
回
の
ゲ
イ
パ
レ
ー
ド
に
と

て
も
積
極
的
に
︑
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
か
た
ち
で
参
加
し
て
い
て
︑
―

僕
も
一
緒
に
参
加
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
―
︑
も
の
す
ご
い

盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
ま
す
︒

し
か
し
一
方
で
は
︑
保
守
的
原
理
主
義
的
キ
リ
ス
ト
教
者
の
人

た
ち
が
L
G
B
T
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
に
対
す
る
非

常
に
エ
モ
ー
シ
ョ
ナ
ル
と
い
う
の
か
︑
た
と
え
ば
︑
テ
レ
ビ
な
ん

か
で
時
々
見
る
の
は
︑preacher

と
呼
ば
れ
て
い
る
説
教
師
の
方
々

が
怒
り
に
体
を
震
わ
せ
な
が
ら
︑
あ
い
つ
ら
は
神
を
冒
瀆
す
る
と

ん
で
も
な
い
連
中
だ
と
︑
も
の
す
ご
い
言
葉
で
責
め
︑
非
難
し
糾

弾
し
て
い
る
の
で
す
︒
ま
た
︑
お
母
さ
ん
が
確
信
に
満
ち
た
声
で

自
分
の
子
ど
も
に
む
か
っ
て
︑﹁
神
は
あ
な
た
を
愛
し
て
い
な
い
︒

私
も
あ
な
た
を
愛
し
て
い
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
お
ま
え
が
ゲ
イ
だ

か
ら
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
よ
う
な
場
面
が
テ
レ
ビ
で
映

っ
た
り
し
ま
す
︒
新
聞
の
投
書
欄
な
ど
に
も
︑
L
G
B
T
と
呼
ば

れ
る
人
た
ち
に
対
す
る
︑
も
の
す
ご
く
ス
ト
レ
ー
ト
な
と
い
う
か
︑

harsh

と
い
う
よ
う
な
︑
き
つ
い
言
葉
で
︑﹁
呪
わ
れ
ろ
﹂
と
か
︑﹁
神

は
お
ま
え
た
ち
を
破
壊
す
る
だ
ろ
う
﹂
み
た
い
な
感
じ
で
書
い
て

い
る
の
を
時
々
目
に
し
ま
す
︒
そ
れ
を
す
こ
し
思
い
出
し
ま
し
た
︒

宗
教
の
名
の
下
に
な
さ
れ
る
暴
力
︒
神
様
を
そ
う
い
う
暴
力
的

な
表
現
の
中
に
持
ち
出
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
非
常
に
違

和
感
が
あ
り
ま
す
︒
僕
な
ど
は
︑
そ
ん
な
こ
と
を
問
題
に
し
な
い

の
が
神
様
の
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
た
ぶ
ん
︑
そ
れ
は
神
と

い
う
も
の
に
対
す
る
日
本
人
の
非
常
に
甘
い
考
え
方
な
の
だ
と
思

い
ま
す
が
︑
そ
う
い
う
か
た
ち
で
神
を
持
ち
出
す
こ
と
に
非
常
に

違
和
感
を
感
じ
る
と
い
う
の
が
正
直
な
感
想
で
す
︒

彼
ら
は
︑preacher

に
し
て
も
母
親
に
し
て
も
︑
善
意
と
い
う
の
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で
し
ょ
う
か
︑
良
心
が
と
が
め
ず
に
真
面
目
に
そ
う
い
う
こ
と
を

や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
す
︒
そ
れ
も
ま

た
非
常
に
不
思
議
な
︑
自
分
の
子
ど
も
や
同
朋
に
対
し
て
︑
そ
う

い
う
こ
と
が
神
の
名
の
下
に
言
え
て
し
ま
う
と
い
う
と
こ
ろ
が
非

常
に
大
き
な
問
題
性
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
︒

こ
れ
か
ら
霊
的
暴
力
を
宗
教
の
名
の
下
に
お
け
る
暴
力
的
な
言

動
と
い
う
ふ
う
に
大
ざ
っ
ぱ
に
理
解
し
て
仏
教
を
見
て
み
た
ら
ど

う
か
と
い
う
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

1
仏
教
の
修
行
と
霊
的
暴
力

1-

1
　
仏
教
に
お
け
る
身
心
変
容

身
心
変
容
と
い
う
こ
と
で
言
い
ま
す
と
︑
仏
教
は
基
本
的
に
修

行
の
宗
教
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
仏
教
も
長
い
期
間
︑
広

い
地
域
に
ま
た
が
っ
て
発
展
し
て
き
て
い
る
の
で
︑
い
ろ
い
ろ
な

バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
ま
す
か
ら
︑
そ
う
は
見
え
に
く
い
︑
あ

る
い
は
言
い
に
く
い
タ
イ
プ
の
仏
教
も
あ
り
ま
す
が
︑
最
初
の
こ

ろ
の
仏
教
︑
あ
る
い
は
︑
メ
イ
ン
ス
ト
リ
ー
ム
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
︑
あ
る
い
は
︑
仏
教
が
非
常
に
仏
教
ら
し
い
と
い
う
の
は
︑
内

側
か
ら
見
て
も
︑
外
側
か
ら
見
て
も
︑
身
心
で
修
行
を
す
る
こ
と

を
非
常
に
大
事
に
す
る
宗
教
だ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
︒

キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
一
神
教
の
よ
う
に
︑
神
を
信
じ
る
と
い
う

―practice

で
は
な
く
てbelief

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
―

そ
れ
に
重
き
を
置
く
宗
教
と
は
︑
だ
い
ぶ
趣
を
異
に
し
て
い
る
宗

教
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
︑
霊
的
暴
力
が
現
れ
る

と
し
た
ら
︑
行
道
の
と
こ
ろ
︑
修
行
の
と
こ
ろ
に
現
れ
て
く
る
と

見
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

念
仏
は
修
行
に
見
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
真
宗
の
方
た

ち
は
﹁
念
仏
の
信
者
﹂
と
は
言
わ
な
い
で
︑﹁
念
仏
の
行
者
﹂
と
言

い
ま
す
か
ら
︑
念
仏
も
や
は
り
行
で
す
︒
行
の
主
体
が
自
分
で
は

な
く
て
︑
阿
弥
陀
さ
ん
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
︑
や
は
り

行
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
念
仏
も
行
道
の
中
に
入
る
と
思
っ

て
い
ま
す
︒

修
行
と
は
何
な
の
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
こ
そ
身
心
を
変
容
さ
せ

る
こ
と
だ
と
現
代
の
言
葉
で
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

修
行
に
つ
な
げ
て
身
心
変
容
を
持
っ
て
き
て
も
い
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
︒
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
で
き
ま
す
が
︑
大
ざ
っ

ぱ
に
言
う
と
︑
仏
教
の
修
行
と
い
う
の
は
凡
夫
的
在
り
方
か
ら
仏

的
在
り
方
へ
と
い
う
変
容
の
方
向
性
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

変
容
と
は
A
か
ら
B
へ
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
︑﹁
何

か
ら
何
へ
﹂
と
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
仏

教
用
語
を
そ
こ
に
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
︒
よ

く
言
い
表
さ
れ
て
い
る
用
語
を
使
う
と
︑
凡
夫
か
ら
仏
へ
と
い
う

こ
と
で
す
︒
成
仏
す
る
の
が
行
道
の
目
的
だ
と
捉
え
て
も
い
い
と

思
い
ま
す
の
で
︑
仏
教
で
修
行
と
い
う
の
は
凡
夫
か
ら
仏
と
い
う

成
仏
の
身
心
変
容
の
道
で
あ
る
と
言
え
ま
す
︒

1-

2
　「
変
容
さ
せ
る
」の
か「
変
容
す
る
」の
か
？ 

こ
こ
か
ら
の
話
は
︑
お
お
ま
か
に
言
う
と
︑
変
容
を
起
こ
す
の

か
︑
変
容
が
起
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
ま
す
︒
あ
ま

り
違
わ
な
い
よ
う
で
す
が
︑
実
は
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
︒
変
容
を
起

こ
す
の
か
︑
変
容
が
起
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
だ
い
ぶ
様
相
が

異
な
る
の
で
す
︒
一
言
で
﹁
変
容
﹂
と
言
っ
た
と
き
に
︑
そ
れ
を

起
こ
す
の
か
︑
そ
れ
が
起
き
る
の
か
で
︑
だ
い
ぶ
風
景
が
違
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
た
い
わ
け
で
す
︒

も
っ
と
言
う
と
︑
強
制
し
て
起
こ
さ
せ
る
の
か
︑
自
発
的
に
起

き
る
よ
う
に
条
件
を
調
え
る
の
か
と
い
う
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
そ
の
こ
と
に
関
連
し
て
︑
そ

こ
に
暴
力
は
︑
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
話
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
︒

2
個
人
的
体
験
か
ら

2-

1
　
ア
メ
リ
カ
禅
セ
ン
タ
ー
で
の
臘
八
摂
心

ま
ず
個
人
的
体
験
か
ら
お
話
し
い
た
し
ま
す
︒
ア
メ
リ
カ
の
禅

セ
ン
タ
ー
で
参
加
し
た
臘ろ

う

八は
つ

摂せ
っ

心し
ん

の
こ
と
で
す
︒
臘
八
摂
心
と
い

う
の
は
禅
の
伝
統
で
は
釈
尊
が
覚
り
を
開
い
た
の
が
一
二
月
︑
つ

ま
り
臘
月
の
八
日
と
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
に
ち
な
ん
で
一
二

月
一
日
か
ら
八
日
ま
で
摂
心
を
す
る
の
で
す
︒
冬
寒
い
と
き
に
や

る
の
で
︑
一
番
厳
し
い
摂
心
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
︒

僕
は
一
九
八
七
年
に
︑
師
匠
の
勧
め
で
︑
米
国
東
海
岸
の
小
さ

な
坐
禅
堂
に
住
み
始
め
ま
し
た
︒
初
め
て
の
冬
は
そ
こ
に
独
り
で

住
ん
で
い
た
の
で
︑
そ
の
禅
堂
に
来
て
い
る
人
か
ら
﹁
こ
の
冬
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
湖
の
そ
ば
に
あ
る
︑
日
本
式
の
大
き
な
禅
の
お

寺
で
臘
八
摂
心
が
あ
る
の
で
︑
一
緒
に
行
こ
う
﹂
と
言
わ
れ
ま
し

た
︒
ア
メ
リ
カ
で
禅
が
ど
ん
な
ふ
う
に
修
行
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
参

加
型
の
観
察
で
は
な
い
け
れ
ど
︑
実
際
に
参
加
し
て
見
聞
し
て
み

よ
う
と
︑
彼
の
車
に
同
乗
し
て
そ
の
禅
セ
ン
タ
ー
に
行
き
ま
し
た
︒

そ
こ
で
は
臨
済
宗
の
日
本
人
の
老
師
の
方
が
指
導
さ
れ
て
い
ま

し
た
︒
僕
は
︑
そ
の
人
の
弟
子
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
そ
こ
の
臘

八
摂
心
の
や
り
方
は
︑
師
匠
か
ら
公
案
を
も
ら
っ
て
―
公
案
は

師
匠
が
弟
子
に
与
え
る
問
い
の
こ
と
で
す
―
そ
れ
に
ど
う
答
え

る
か
を
坐
禅
中
に
拈ね

ん

提て
い

し
ま
す
︒
僕
の
場
合
は
﹁
無
字
の
公
案
﹂

と
い
う
︑
臨
済
宗
で
は
し
ば
し
ば
最
初
に
与
え
ら
れ
る
公
案
と
取

り
組
む
よ
う
に
と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
は
坐
禅
中
︑
無
と
は
何

か
を
ず
っ
と
考
え
続
け
る
と
い
う
か
︑
無
と
一
つ
に
な
る
よ
う
な

や
り
方
で
坐
り
ま
す
︒
一
息
一
息
︑
心
の
中
で
﹁
ム
ー
ッ
﹂
と
言

い
な
が
ら
︑
そ
れ
に
集
中
し
て
い
く
︒

僕
は
実
は
曹
洞
宗
の
僧
侶
に
な
る
前
の
一
年
間
︑
大
学
院
生
の

身
分
で
し
た
が
︑
い
ろ
い
ろ
な
臨
済
宗
の
お
寺
に
通
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
の
で
︑
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
耳
学
問
も
あ
る
し
︑
本

も
あ
る
程
度
読
ん
だ
り
し
て
︑
公
案
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
多

少
知
っ
て
い
ま
し
た
︒

接
心
中
に
は
﹁
独
参
﹂
と
い
う
時
間
が
あ
り
ま
し
て
︑
坐
禅
し

て
い
る
と
き
に
︑
カ
ー
ン
︑
カ
ー
ン
と
老
師
の
部
屋
か
ら
鐘
の
合

図
が
あ
る
と
︑
み
ん
な
が
坐
禅
か
ら
一
斉
に
立
ち
上
が
っ
て
︑
わ

れ
先
に
と
ダ
ッ
シ
ュ
で
老
師
の
部
屋
の
前
に
並
ん
で
坐
り
ま
す
︒

一
人
ず
つ
︑
順
番
に
老
師
の
部
屋
に
入
っ
て
い
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ

の
公
案
に
対
す
る
レ
ス
ポ
ン
ス
と
い
う
か
︑
自
分
な
り
の
解
答
を

プ
レ
ゼ
ン
す
る
わ
け
で
す
︒
僕
は
︑
正
式
な
独
参
は
そ
の
と
き
が

初
め
て
で
し
た
︒
し
き
た
り
に
従
っ
て
プ
レ
ゼ
ン
を
し
よ
う
と
す

る
わ
け
で
す
が
︑
そ
れ
を
す
る
前
に
必
ず
︑
老
師
の
前
で
正
坐
を

し
て
お
拝
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
お
拝
を
し
て
お
で
こ
を

畳
に
つ
け
た
途
端
︑
い
き
な
り
背
中
を
︑
老
師
が
持
っ
て
い
る
短

い
平
べ
っ
た
い
棒
で
︑
ぱ
ん
ぱ
ん
︑
ぱ
ん
ぱ
ん
︑
と
思
い
切
り
何

回
も
た
た
く
の
で
す
︒
毎
回
︑
背
中
を
ば
ん
ば
ん
た
た
か
れ
て
︑
そ
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れ
は
当
然
痛
い
で
す
︒
か
な
り
痛
い
︒

で
も
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
も
の
の
本

で
読
ん
で
い
た
り
︑
鈴
木
大
拙
さ
ん
の
本
に
も
書
い
て
あ
っ
た
の

で
︑
な
る
ほ
ど
︑
こ
れ
が
あ
れ
か
と
︑
別
に
驚
く
よ
う
な
こ
と
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
や
は
り
毎
回
と
な
る
と
︑
相
当
痛
い
わ

け
で
す
︒

痛
い
か
ら
︑
我
慢
す
る
た
め
に
思
わ
ず
﹁
ウ
ォ
ー
﹂
と
か
大
声

を
出
し
た
り
し
ま
す
︒
こ
ち
ら
は
正
坐
し
て
両
手
と
お
で
こ
を
畳

に
つ
け
る
と
い
う
姿
勢
で
す
か
ら
︑
動
け
ま
せ
ん
︒
逃
げ
よ
う
が

な
い
︒
も
し
か
し
た
ら
よ
け
て
も
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
け

ど
︑
そ
の
と
き
は
︑
こ
れ
は
打
た
れ
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

だ
ろ
う
と
思
っ
て
︑
ず
っ
と
︑
ひ
れ
伏
し
た
ま
ま
背
中
を
ば
ん
ば

ん
た
た
か
れ
続
け
ま
し
た
︒

あ
る
と
き
︑
老
師
に
こ
う
言
わ
れ
ま
し
た
︑﹁
こ
れ
は
︑
あ
な
た

が
憎
く
て
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
︒
こ
れ
し
か
方
法
が

な
い
ん
で
す
﹂
と
︒
そ
の
と
き
︑﹁
分
か
っ
て
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑

遠
慮
な
く
や
っ
て
く
だ
さ
い
﹂
と
言
い
ま
し
た
︒
と
い
う
わ
け
で
︑

こ
う
い
う
こ
と
が
八
日
間
ず
っ
と
続
き
ま
し
た
︒

八
日
間
が
終
わ
っ
て
︑
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
い
る
と
︑
隣
で
浴

び
て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
の
修
行
者
が
僕
の
背
中
を
見
て” Your back 

is very beautiful like a tattoo”

と
言
う
の
で
す
よ
︒
え
っ
と
言
っ
て

鏡
を
見
た
ら
︑
背
中
全
体
が
内
出
血
で
赤
や
青
や
紫
や
黄
色
に
な

っ
て
い
ま
し
た
︒

さ
て
︑
こ
の
体
験
は
︑
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
常

識
的
な
観
点
か
ら
見
た
ら
︑﹁
こ
れ
し
か
方
法
が
な
い
か
ら
︑
憎
く

て
や
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
﹂
と
い
く
ら
言
わ
れ
て
も
︑
あ
れ
は

暴
力
に
見
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
棒
で
背
中
を
ば
ん
ば

ん
叩
い
て
い
る
の
で
す
か
ら
︒
し
か
し
そ
れ
が
禅
の
修
行
と
い
う

文
脈
で
行
わ
れ
て
い
る
以
上
︑
こ
れ
を
ど
う
受
け
止
め
る
の
か
と

い
う
こ
と
で
す
︒

こ
の
と
き
僕
が
︑﹁
う
う
う
﹂︑﹁
う
お
お
﹂
と
か
叫
ん
で
耐
え
な

が
ら
打
た
れ
て
い
る
の
を
︑
そ
の
部
屋
は
ド
ア
が
閉
ま
っ
て
い
る

か
ら
外
か
ら
は
そ
の
様
子
は
見
え
な
い
の
で
す
が
︑
次
の
番
で
ド

ア
の
外
で
待
っ
て
い
た
若
い
女
の
人
は
怖
く
な
っ
て
泣
き
出
し
て

し
ま
っ
て
︑
そ
れ
か
ら
そ
の
部
屋
に
入
れ
な
く
な
っ
た
と
後
か
ら

聞
き
ま
し
た
︒
叩
く
音
と
僕
の
叫
び
声
で
恐
怖
に
襲
わ
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
し
ょ
う
︒

2-

2
　
臨
済
禅
と
曹
洞
の
家
風
の
違
い

僕
は
臨
済
宗
で
の
在
家
修
行
を
一
年
間
や
っ
て
か
ら
曹
洞
宗
の

お
寺
に
入
り
ま
し
た
︒
そ
こ
で
は
家
風
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
ま

し
た
︒
た
と
え
ば
︑
臨
済
宗
で
は
冬
は
わ
ざ
わ
ざ
窓
を
開
け
て
︑
雪

が
吹
き
込
ん
で
く
る
よ
う
な
と
こ
ろ
で
坐
る
よ
う
に
し
ま
す
︒﹁
集

中
し
て
い
れ
ば
寒
く
な
い
！
﹂﹁
寒
さ
を
感
じ
る
よ
う
な
の
は
へ
な

ち
ょ
こ
坐
禅
だ
！
﹂
と
い
う
わ
け
で
す
︒

僕
は
そ
う
い
う
指
導
法
を
受
け
た
と
き
︑
中
学
の
と
き
の
バ
レ

ー
ボ
ー
ル
部
で
の
ス
パ
ル
タ
的
し
ご
き
を
思
い
出
し
ま
し
た
︒
わ

り
と
︑
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
﹁
な
に
く
そ
！
﹂
と
逆
に
フ

ァ
イ
ト
が
湧
く
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
︒
だ
か
ら
中
学
の
と

き
に
は
︑
同
学
年
の
者
は
し
ご
き
に
耐
え
ら
れ
ず
ほ
と
ん
ど
の
人

が
や
め
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
僕
は
最
後
ま
で
生
き
残
っ
て
キ
ャ

プ
テ
ン
に
ま
で
な
れ
た
の
で
す
︒
そ
う
い
う
経
験
が
あ
り
ま
し
た

か
ら
︑
な
る
ほ
ど
禅
で
も
あ
の
と
き
と
同
じ
よ
う
な
︑
こ
う
い
う

し
ご
き
み
た
い
な
こ
と
を
や
る
の
だ
な
︑
根
性
を
つ
け
る
た
め
に

や
る
の
だ
な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
か
ら
︑
坐
禅
を
し
て
い

る
場
も
︑﹁
定

じ
ょ
う

力り
き

﹂
と
い
っ
て
︑
瞑
想
の
力
が
高
ま
っ
て
く
れ
ば
︑

寒
さ
な
ん
か
感
じ
な
く
な
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
言
説
が
飛
び
交

っ
て
い
る
よ
う
な
中
で
や
っ
て
い
る
の
で
す
︒

そ
れ
か
ら
後
に
︑
縁
が
あ
っ
て
曹
洞
宗
の
お
寺
に
修
行
者
と
し

て
入
っ
て
み
る
と
︑
ま
っ
た
く
逆
で
︑
冬
は
暖
か
く
し
て
坐
る
︒
開

祖
の
道
元
さ
ん
自
身
が
︑﹁
冬
は
暖
か
く
︑
夏
は
涼
し
く
﹂
と
書
い

て
い
る
ん
で
す
︒
全
然
反
対
じ
ゃ
な
い
か
︵
笑
︶︒
そ
う
い
う
家
風

の
違
い
が
あ
る
︒
同
じ
禅
と
言
っ
て
も
︑
ど
ち
ら
が
い
い
︑
悪
い
︑

優
れ
て
い
る
︑
劣
っ
て
い
る
と
い
う
の
と
は
別
に
︑
家
風
︑
カ
ル

チ
ャ
ー
が
違
う
の
だ
と
思
い
ま
し
た
︒
だ
か
ら
︑
一
方
の
カ
ル
チ

ャ
ー
で
勧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
︑
一
方
の
カ
ル
チ
ャ
ー
で
は
甘

い
と
か
︑
堕
落
だ
と
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
受
け
止
め
ら
れ
る
の
で
す

ね
︒
坐
禅
す
る
と
き
の
環
境
に
関
し
て
も
違
い
が
あ
る
︒

違
い
に
つ
い
て
︑
も
う
一
つ
例
を
言
う
と
︑
臨
済
宗
で
は
︑
公

案
に
熱
中
し
て
い
る
あ
ま
り
︑
托
鉢
中
に
溝
に
落
ち
た
お
坊
さ
ん

の
例
を
挙
げ
て
︑﹁
そ
の
く
ら
い
集
中
し
な
い
と
駄
目
だ
﹂
と
言
わ

れ
ま
す
︒
托
鉢
中
で
も
公
案
と
一
つ
に
な
る
努
力
を
し
て
い
て
︑
あ

ま
り
に
夢
中
に
な
り
︑
う
っ
か
り
ど
ぶ
川
に
落
ち
て
し
ま
っ
て
︑
落

ち
て
︑
は
っ
と
気
が
つ
い
た
︒
そ
こ
で
悟
る
よ
う
な
体
験
が
起
こ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒

と
こ
ろ
が
同
じ
こ
と
が
︑
曹
洞
宗
で
は
︑﹁
そ
ん
な
修
行
は
駄
目

だ
﹂
と
な
る
︒
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
は
修
行
を
ま
る
っ
き
り
勘

違
い
し
て
い
る
か
ら
だ
と
言
わ
れ
る
︒
坐
禅
の
と
き
は
坐
禅
︑
ご

飯
を
食
べ
る
と
き
は
ご
飯
を
食
べ
る
︑
托
鉢
の
と
き
は
ち
ゃ
ん
と

托
鉢
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
托
鉢
し
な
が
ら
公
案
を
考
え
る
な

ど
﹁
な
が
ら
修
行
﹂
は
︑
と
ん
で
も
な
い
修
行
の
勘
違
い
だ
と
な

る
︒
こ
れ
は
は
た
し
て
︑
ど
ち
ら
の
言
う
こ
と
が
正
し
い
の
か
と

最
初
の
頃
は
混
乱
し
ま
し
た
︒

僕
は
生
来
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
臨
済
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー

を
持
っ
て
い
る
の
で
︑
曹
洞
宗
の
カ
ル
チ
ャ
ー
に
入
っ
た
と
き
︑
こ

ん
な
に
甘
ち
ょ
ろ
い
こ
と
で
は
た
し
て
禅
的
人
間
が
出
来
上
が
る

の
か
︑
こ
ん
な
ぬ
る
ま
湯
的
な
や
り
方
で
人
が
ほ
ん
と
う
に
変
容

す
る
の
か
と
疑
い
を
持
っ
た
く
ら
い
で
す
︒
坐
禅
す
る
場
所
は
冬

は
暖
か
く
︑
夏
は
涼
し
く
し
な
さ
い
と
か
︑
め
し
を
食
う
と
き
は

め
し
を
食
え
と
か
︑
そ
ん
な
の
当
た
り
前
じ
ゃ
な
い
か
︒
臨
済
宗

的
な
ほ
う
が
い
か
に
も
人
間
が
変
わ
り
そ
う
な
気
が
し
た
ん
で
す
︒

そ
れ
を
僕
は
﹁
圧
力
鍋
方
式
﹂
と
呼
ん
で
い
て
︑
人
間
を
変
容
さ

せ
る
に
は
︑
そ
の
ほ
う
が
効
果
的
で
い
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
ま

し
た
︒

僕
が
入
っ
た
の
は
︑
内
山
興
正
老
師
の
伝
統
を
継
い
で
い
る
安

泰
寺
と
い
う
修
行
道
場
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
の
内
山
老
師
に
よ

る
と
︑﹁
臨
済
宗
は
達
人
禅
で
︑
曹
洞
宗
は
宗
教
と
し
て
の
禅
だ
﹂

と
い
う
言
い
方
で
違
い
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
︒

﹁
つ
も
り
﹂
と
い
う
目
安
―
理
想
や
ゴ
ー
ル
と
言
っ
て
も
い
い

―
を
つ
け
る
︒
つ
ま
り
︑
身
心
変
容
以
前
の
私
が
︑
師
匠
や
伝

統
︑
あ
る
い
は
本
か
ら
学
ん
で
︑
未
来
に
達
成
す
べ
き
目
標
と
し

て
身
心
変
容
後
の
私
を
思
い
描
く
わ
け
で
す
︒
そ
こ
を
目
指
し
て
︑

用
意
ド
ン
で
︑
な
る
べ
く
早
く
︑
し
か
も
効
率
よ
く
到
達
す
る
︒
つ

も
り
を
目
指
し
て
が
ん
ば
っ
て
い
く
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
す
︒

つ
も
り
に
向
か
っ
て
修
行
を
す
る
人
た
ち
に
は
︑
必
然
的
に
い

ろ
い
ろ
な
階
級
や
段
階
が
で
き
ま
す
︒
目
標
達
成
に
ど
れ
だ
け
近

い
か
︑
遠
い
か
で
す
︒
公
案
な
ら
公
案
で
︑
す
ぐ
通
る
人
と
︑
何
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年
も
通
ら
な
い
人
の
差
が
で
き
て
く
る
︒
単
純
に
早
け
れ
ば
い
い

の
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
や
は
り
そ
う
い
う
カ
ル
チ
ャ
ー
の
中
で

は
早
く
通
っ
た
ほ
う
が
い
い
わ
け
で
す
︒
そ
し
て
そ
の
通
り
方
に

も
︑
深
い
︑
浅
い
が
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
も
階
級
︑
ラ
ン
ク
が
で
き

て
し
ま
い
ま
す
︒

そ
こ
に
は
必
ず
落
ち
こ
ぼ
れ
が
で
き
︑
エ
リ
ー
ト
が
生
ま
れ
て

し
ま
う
︒
エ
リ
ー
ト
と
落
ち
こ
ぼ
れ
と
い
う
︑
僕
ら
が
よ
く
学
校

教
育
や
受
験
競
争
の
中
で
味
わ
っ
て
き
た
よ
う
な
︑
そ
れ
こ
そ
暴

力
的
な
カ
ル
チ
ャ
ー
が
︑
油
断
す
る
と
す
ぐ
に
生
ま
れ
て
く
る
︒
で

も
︑
そ
れ
は
宗
教
的
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
う
ま
く
正
当
化
さ
れ
る
︑
あ

る
い
は
︑
上
手
に
見
え
な
く
さ
れ
る
︒
そ
れ
が
孕
む
問
題
性
を
見

え
な
く
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

内
山
老
師
も
︑
そ
の
よ
う
な
問
題
性
を
よ
く
言
わ
れ
て
い
ま
し

た
︒
修
行
の
厳
し
さ
を
自
慢
す
る
修
行
競
争
が
起
こ
る
の
で
す
ね
︒

﹁
お
ま
え
が
二
時
間
︑
動
か
な
い
で
坐
っ
て
い
ら
れ
る
の
な
ら
︑
俺

は
三
時
間
や
っ
て
や
る
﹂
と
い
う
よ
う
な
競
い
合
い
が
始
ま
る
︒
僕

は
ア
メ
リ
カ
に
い
る
と
き
︑
ま
さ
に
そ
う
い
う
経
験
を
し
ま
し
た
︒

う
ち
に
参
禅
に
来
た
韓
国
系
の
禅
を
や
っ
て
い
る
方
が
﹁
お
ま
え

の
と
こ
ろ
で
は
坐
禅
は
何
時
間
坐
る
ん
だ
﹂
と
聞
く
か
ら
︑
う
ち

は
五
〇
分
坐
っ
て
︑
一
〇
分
ゆ
っ
く
り
歩
い
て
︑
ま
た
五
〇
分
坐

る
︑
そ
れ
を
一
日
に
何
回
も
や
る
ん
だ
と
言
っ
た
ら
︑﹁
俺
の
と
こ

ろ
で
は
二
時
間
坐
る
ぞ
︒
俺
の
師
匠
は
何
時
間
で
も
不
動
の
ま
ま

坐
れ
る
﹂
と
言
う
︒
俺
の
師
匠
と
お
前
と
︑
ど
ち
ら
が
微
動
だ
に

せ
ず
長
く
坐
れ
る
か
︑
彼
は
競
争
し
て
み
ろ
と
は
さ
す
が
に
言
い

ま
せ
ん
で
し
た
け
ど
︑
俺
た
ち
と
一
緒
に
坐
り
に
来
な
い
か
と
挑

戦
的
に
言
う
の
で
︑
ま
だ
若
か
っ
た
僕
は
そ
こ
に
行
っ
て
三
時
間

動
か
ず
に
坐
り
ま
し
た
︒
そ
の
人
か
ら
﹁
さ
す
が
だ
ね
﹂
と
ほ
め

ら
れ
ま
し
た
︵
笑
︶︒
で
も
も
う
そ
う
な
る
と
︑
我
慢
大
会
で
す
よ

ね
︒
そ
ん
な
つ
も
り
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
︑
結
局
︑
そ
う

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
︒

2-

3
　
必
要
悪
的
な
教
育
手
段
と
し
て
の
暴
力
？

競
争
的
な
心
理
が
修
行
の
中
に
忍
び
込
ん
で
く
る
と
︑
本
来
は

違
っ
て
い
て
も
︑
身
心
変
容
前
の
未
熟
な
わ
れ
わ
れ
が
や
る
と
︑
修

行
が
暴
力
的
な
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
う
の
を
︑
い
ろ
い
ろ
な
局

面
で
見
て
き
ま
し
た
︒
修
行
が
と
も
す
る
と
暴
力
的
な
か
た
ち
を

取
る
と
い
う
こ
と
は
大
い
に
あ
り
得
る
︒

も
う
一
つ
言
う
と
︑
禅
の
伝
統
の
中
で
は
一
見
︑
暴
力
的
に
見

え
る
教
育
手
段
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
必
要
悪
的
な
教
育

手
段
と
し
て
の
暴
力
︒
衆
生
を
救
う
た
め
に
は
仕
方
が
な
い
ん
だ
︑

と
い
う
大
義
名
分
の
あ
る
暴
力
︵
？
︶
と
い
う
意
味
で
す
︒
聖
戦
︑

ジ
ハ
ー
ド
の
論
理
と
似
て
い
ま
す
ね
︒

禅
の
文
献
の
中
に
は
﹁
払
拳
棒
喝
を
挙
す
る
の
証
契
﹂
と
い
う

表
現
が
あ
っ
て
︑
一
見
す
る
と
師
が
弟
子
に
対
し
て
暴
力
を
ふ
る

う
よ
う
な
場
面
が
よ
く
出
て
き
ま
す
︒
い
つ
も
で
は
な
い
の
で
す

が
︑
そ
の
お
か
げ
で
弟
子
が
覚
り
を
開
く
場
合
が
あ
り
ま
す
︒

﹁
払
﹂
と
は
︑
払ほ

っ

子す

―
馬
の
尻
尾
の
よ
う
な
束
が
つ
い
て
い
る

法
具
―
を
振
っ
て
見
せ
る
こ
と
で
︑
弟
子
の
目
を
覚
ま
さ
せ
る

こ
と
を
し
た
の
が
記
録
に
残
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
ま
だ
穏
や
か

で
す
が
︑﹁
拳
﹂
はfist

で
す
か
ら
︑
パ
ン
チ
す
る
︑
拳
固
で
が
ん

と
殴
る
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
︒
び
ん
た
や
足
で
蹴
る
の
も
あ
り

ま
す
︒
そ
う
い
う
身
体
的
な
︑
殴
っ
た
り
蹴
っ
た
り
す
る
と
い
う

過
激
な
教
育
手
段
︒
そ
れ
か
ら
︑
棒
を
使
う
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

り
ま
す
︒
さ
き
ほ
ど
の
僕
が
叩
か
れ
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
棒
で
す
︒

﹁
喝
﹂
は
︑﹁
か
あ
ー
っ
！
﹂
と
い
き
な
り
怒
鳴
り
ま
す
︒

禅
で
は
そ
う
い
う
こ
と
を
本
当
に
や
っ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま

す
︒
禅
の
文
献
な
ど
で
は
︑
師
匠
が
一
見
︑
暴
力
的
に
見
え
る
︑
あ

る
い
は
ナ
ン
セ
ン
ス
に
思
え
る
よ
う
な
具
体
的
行
動
に
よ
っ
て
︑

﹁
証
契
﹂︑
つ
ま
り
弟
子
と
師
匠
の
中
で
言
葉
を
超
え
た
や
り
取
り

が
起
こ
り
︑
ぴ
っ
た
り
法
が
伝
わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
好
意

的
に
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
悟
り
を
ひ

き
起
こ
す
手
段
と
し
て
許
さ
れ
る
文
化
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で

す
ね
︒

﹃
パ
ー
リ
仏
典
﹄
に
は
︑
こ
の
よ
う
な
荒
っ
ぽ
い
も
の
は
︑
た
ぶ

ん
あ
ま
り
な
い
と
は
思
い
ま
す
が
︑
禅
の
中
に
は
︑
な
ぜ
か
一
見
︑

暴
力
的
に
見
え
る
接せ

っ

化け

︵
教
化
の
こ
と
︶
の
手
段
が
あ
る
︒
ま
た
︑

大
学
院
出
の
僕
も
よ
く
言
わ
れ
ま
し
た
が
︑﹁
禅
の
修
行
に
お
い
て

は
︑
大
学
を
出
た
よ
う
な
や
つ
は
︑
頭
で
っ
か
ち
だ
か
ら
人
の
何

倍
も
苦
労
す
る
ぞ
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
よ
く
言
わ
れ
ま
す
︒
な

ぜ
か
と
い
う
と
︑
禅
と
は
思
慮
分
別
の
と
ら
わ
れ
か
ら
脱
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
を
人
一
倍
磨
い
て
き
た
者
は
特
に

苦
労
す
る
︒
だ
か
ら
﹁
ば
か
に
な
れ
︑
ば
か
に
な
れ
﹂
と
し
ば
し

ば
言
わ
れ
ま
し
た
︒
あ
れ
こ
れ
考
え
ず
に
言
わ
れ
た
と
お
り
に
素

直
に
や
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
︒
少
し
で
も
疑
問
を
呈
し
た
り
︑
理

由
を
聞
い
た
り
す
る
と
﹁
ほ
ら
︑
だ
か
ら
頭
で
っ
か
ち
と
言
わ
れ

る
ん
だ
︒
黙
っ
て
や
れ
！
﹂
と
怒
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
な
頭
ご
な

し
な
一
方
的
な
言
い
方
︑
僕
は
ど
う
か
な
と
思
い
ま
し
た
が
︑
そ

こ
に
居
続
け
る
た
め
に
は
従
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒

も
ち
ろ
ん
思
慮
分
別
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
︑
頭
で
っ
か
ち
な
自

分
と
い
う
の
は
分
か
り
ま
す
︒
で
も
︑
あ
ま
り
に
も
無
批
判
に
︑
単

純
に
ば
か
に
な
れ
と
言
う
彼
ら
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
そ
れ
は
︑
ち

ょ
っ
と
違
う
ん
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
ね
︒

3
仏
陀
の
瞑
想・苦
行
と
そ
の
乗
り
越
え

を
ど
う
見
る
か

3-

1
　「
樹
下
の
打
坐
」の
前
と
後

仏
教
の
開
祖
で
あ
る
仏
陀
の
一
生
を
︑
身
心
変
容
技
法
と
霊
的

暴
力
と
い
う
観
点
か
ら
︑
も
う
一
回
見
直
し
て
み
ま
す
︒
わ
れ
わ

れ
が
知
っ
て
い
る
仏
陀
の
生
涯
は
︑
求
道
者
の
一
つ
の
理
想
形
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
て
︑
仏
教
の
伝
統
の
中
で
︑

﹁
開
祖
は
こ
の
よ
う
に
仏
陀
と
し
て
生
き
た
人
﹂
と
い
う
の
が
ず
っ

と
伝
わ
っ
て
き
て
い
る
︒
そ
こ
に
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
霊
的
暴

力
と
そ
の
乗
り
越
え
を
︑
ど
う
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い

う
こ
と
な
ん
で
す
ね
︒

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
・
ガ
ウ
タ
マ
︵
＝
仏
陀
︑
釈
尊
︶
の
一
生
を
俯
瞰

し
た
と
き
に
一
番
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
の
は
︑
苦
行
を
捨
て
て
︑
後

に
﹁
菩
提
樹
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
樹
の
下
に
坐
る
前
と

後
で
︑
一
つ
︑
大
き
な
区
切
り
︑
節
目
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
家

族
を
捨
て
て
お
城
を
出
た
の
も
確
か
に
大
き
な
節
目
で
す
が
︑
重

要
度
は
ち
ょ
っ
と
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
シ
ッ
ダ

ー
ル
タ
の
人
生
で
最
大
の
節
目
を
一
つ
選
べ
と
言
わ
れ
た
ら
︑
僕

は
﹁
樹
下
の
打
坐
﹂
を
選
び
ま
す
︒
そ
こ
か
ら
仏
教
が
始
ま
っ
た

わ
け
で
す
か
ら
︒

僕
は
こ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
﹁
樹
下
の
打
坐
﹂
と
呼
ん
で
︑
あ
え
て

坐
禅
と
呼
ば
な
い
の
で
す
が
︑
樹
下
の
打
坐
の
前
と
後
で
い
っ
た

い
何
が
シ
フ
ト
し
て
い
る
の
か
︒
そ
れ
は
︑
お
そ
ら
く
修
行
の
態

度
そ
の
も
の
が
転
換
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
こ
こ
は
も
う
ま
っ
た
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く
僕
の
独
断
と
偏
見
の
話
で
す
︒
そ
れ
を
ど
う
言
葉
で
捉
え
る
か

と
い
う
の
が
︑
い
ま
僕
の
一
つ
の
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

今
回
は
︑
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
拘
束
な
ど
強
制
モ
ー
ド
の
修
行
態

度
か
ら
︑
受
容
や
自
由
︑
自
発
と
い
う
よ
う
な
ク
オ
リ
テ
ィ
ー
の

修
行
モ
ー
ド
へ
シ
フ
ト
し
た
の
で
は
な
い
か
と
︑
作
業
仮
説
的
に

話
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

こ
の
問
題
は
︑
仏
教
だ
け
で
は
な
く
︑
宗
教
の
在
り
方
も
︑
こ

の
二
つ
の
モ
ー
ド
の
観
点
か
ら
検
討
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
思

い
ま
す
︒
仏
教
だ
け
に
限
ら
ず
︑
こ
の
二
つ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通

し
て
見
た
ら
︑
何
が
言
え
る
で
し
ょ
う
か
︒

3-

2
　
二
元
論
か
ら
出
発
す
る
修
行
の
危
険
性

キ
リ
ス
ト
教
や
イ
ス
ラ
ム
教
も
含
め
て
︑
こ
れ
ま
で
の
二
千
五

百
年
︑
三
千
年
ぐ
ら
い
の
間
︑
人
類
の
中
で
ず
っ
と
引
き
継
が
れ

て
―
ア
メ
リ
カ
で
はworld religions

と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を

よ
く
聞
き
ま
し
た
け
ど
―
世
界
宗
教
と
言
わ
れ
る
も
の
の
共
通

の
構
造
の
一
つ
は
︑
聖
／
俗
︑
あ
る
い
は
霊
／
肉
︑
浄
／
穢
な
ど

の
二
元
論
的
な
構
造
で
教
義
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
で
す
︒

し
か
も
︑
こ
れ
は
実
在
的
二
元
論
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
︑
聖
な

る
世
界
と
俗
な
る
世
界
と
い
う
二
つ
の
世
界
が
二
元
的
に
実
在
し

て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

浄
土
／
穢
土
と
い
う
よ
う
な
仏
教
の
言
い
方
が
あ
り
ま
す
が
︑
だ

い
た
い
浄
土
や
聖
な
る
世
界
は
︑﹁
こ
こ
で
は
な
い
と
こ
ろ
﹂
に
想

定
さ
れ
ま
す
︒﹁
い
ま
こ
こ
﹂
の
現
世
で
は
な
く
て
︑﹁
い
つ
か
ど

こ
か
﹂
の
来
世
︒
僕
は
こ
う
い
う
教
義
の
構
造
を
﹁
二
世
界
モ
デ

ル
﹂
と
言
っ
て
い
ま
す
け
ど
︑
世
界
を
二
つ
想
定
し
て
︑
現
世
の

ほ
う
は
︑
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
︑
い
わ
ば
×
の
も
の

が
そ
こ
に
集
め
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
来
世
︑
仏
教

的
に
は
彼
岸
で
も
い
い
の
で
す
が
︑
そ
ち
ら
の
ほ
う
は
︑﹁
こ
う
だ

っ
た
ら
い
い
の
に
な
﹂
と
い
う
︑
い
わ
ば
○
の
も
の
が
集
め
ら
れ

て
い
る
︒
そ
う
い
う
想
定
で
二
つ
の
世
界
が
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

こ
う
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
行
わ
れ
る
修
行
は
︑
ど
う
し
て

も
︑
つ
も
り
︑
理
想
主
義
的
に
な
り
ま
す
よ
ね
︒﹁
こ
ち
ら
か
ら
︑

あ
ち
ら
へ
引
っ
越
し
を
す
る
モ
デ
ル
﹂
と
僕
は
呼
ん
で
い
ま
す
が
︑

そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
に
初
め
か
ら
暴
力
的
な
も
の
が
胚
胎
し
て

い
な
い
だ
ろ
う
か
と
言
っ
て
み
た
い
の
で
す
︒

こ
こ
で
は
い
ま
自
分
が
い
る
と
こ
ろ
が
初
め
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

に
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
現
世
︑
現
在
地
点
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
見

る
︒
罪
と
か
穢
れ
と
か
︑
苦
と
か
︑
そ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
さ
を
表
現

す
る
方
法
を
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
が
与
え
て
く
れ
て
︑
そ
れ
を
受
け

入
れ
た
人
た
ち
は
﹁
あ
あ
︑
や
っ
ぱ
り
こ
こ
は
嫌
な
と
こ
ろ
な
ん

だ
︑
早
く
逃
げ
出
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
こ
ろ
な
ん
だ
﹂
と
納

得
さ
せ
ら
れ
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
修
行
な
り
宗
教
的
な
コ
ミ

ッ
ト
メ
ン
ト
の
動
機
付
け
に
す
る
と
い
う
戦
略
を
伝
統
的
な
宗
教

は
と
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
自
体
が
す
で
に

暴
力
的
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
は

暴
力
的
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
︑
暴
力
的
な
か
た
ち
が
生
ま
れ
て
く

る
素
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒
僕
は
︑

ア
メ
リ
カ
に
行
っ
てm

atch and pum
p

と
い
う
面
白
い
表
現
を
知

り
ま
し
た
︒
こ
の
二
世
界
モ
デ
ル
は
ま
さ
に
そ
のm

atch and pum
p

と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
が
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
︒

先
に
マ
ッ
チ
で
火
を
つ
け
て
お
い
て
︑﹁
ほ
ら
︑
熱
い
だ
ろ
う
︒

早
く
火
を
消
さ
な
き
ゃ
や
け
ど
す
る
よ
︒
俺
は
ポ
ン
プ
を
持
っ
て

い
る
か
ら
︑
早
く
こ
れ
を
買
え
︑
そ
う
す
れ
ば
こ
の
ポ
ン
プ
で
火

が
消
せ
て
助
か
る
ぞ
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
す
︒
い
ろ
い
ろ
な

仕
方
で
︑
わ
れ
わ
れ
が
罪
深
い
人
間
だ
と
思
い
込
ま
せ
て
お
い
て
︑

そ
こ
か
ら
救
わ
れ
る
方
法
は
こ
れ
し
か
な
い
と
︑
宗
教
を
売
り
込

む
︒
よ
く
よ
く
見
る
と
︑
宗
教
に
は
マ
ッ
チ
&
ポ
ン
プ
式
の
レ
ト

リ
ッ
ク
や
説
き
方
が
け
っ
こ
う
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

僕
ら
は
︑
最
初
か
ら
︑
神
の
啓
示
だ
と
か
覚
者
の
教
え
だ
と
い

っ
た
形
で
︑
宗
教
は
完
璧
で
完
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
︑
そ
れ
を

受
け
入
れ
る
か
︑
受
け
入
れ
な
い
か
だ
と
い
う
宗
教
観
を
持
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
人
は
信
者

に
な
り
︑
受
け
入
れ
な
い
人
は
︑
も
う
近
づ
か
な
い
と
な
る
わ
け

で
す
︒
で
も
︑
そ
こ
に
強
制
力
み
た
い
な
も
の
が
働
く
場
合
が
あ

り
ま
す
︒
そ
の
宗
教
が
優
勢
な
文
化
に
生
ま
れ
た
ら
︑
い
や
が
お

う
で
も
受
け
入
れ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
受
け
入
れ
な
い
と
不
利

益
と
か
迫
害
と
か
を
こ
う
む
っ
て
︑
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
な
い

と
困
っ
た
こ
と
に
な
る
よ
う
に
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
が
か
か
っ
て
く
る
︒

そ
う
い
う
こ
と
が
︑
地
域
で
も
あ
る
し
︑
家
庭
の
中
で
も
あ
る
し
︑

国
の
中
で
も
あ
る
わ
け
で
す
︒

ア
メ
リ
カ
な
ん
か
は
フ
リ
ー
な
国
だ
と
僕
は
思
っ
て
い
た
ら
︑
住

ん
で
み
る
と
日
本
と
は
違
っ
た
か
た
ち
の
き
つ
い
縛
り
が
け
っ
こ

う
あ
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
︒
そ
の
く
び
き
と
格
闘
し
て
い
る

人
た
ち
が
︑
僕
の
周
り
に
も
ず
い
ぶ
ん
い
ま
し
た
︒
仏
教
の
尼
僧

に
な
る
た
め
に
親
か
ら
ひ
ど
い
や
り
方
で
妨
害
さ
れ
た
り
︑
勘
当

さ
れ
た
り
し
た
女
性
た
ち
を
知
っ
て
い
ま
す
︒
外
的
な
く
び
き
も

あ
れ
ば
︑
内
的
な
く
び
き
も
あ
り
ま
す
︒
宗
教
の
フ
レ
ー
ム
そ
れ

自
体
に
初
め
か
ら
暴
力
的
な
も
の
が
胚
胎
し
て
い
な
い
か
︒
そ
ん

な
露
骨
な
形
で
は
な
く
て
も
︑
簡
単
に
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
種
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

現
在
に
対
し
て
最
初
か
ら
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
と
い
う
ふ
う
に

決
め
て
か
か
る
︒
た
と
え
ば
生
き
て
い
る
身
体
に
対
し
て
﹁
不
浄

の
体
﹂︑﹁
煩
悩
﹂
の
源
︑﹁
肉
の
思
い
﹂︑
本
能
や
野
性
的
な
も
の
︑

内
か
ら
自
然
に
生
理
的
に
催
し
て
く
る
も
の
は
︑
み
ん
な
宗
教
的

に
ま
ず
い
も
の
で
あ
る
と
︑
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
で
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
も
の
に
し
て
お
い
て
︑
そ
れ
を
排
除
し
た
り
︑
な
く
し
た
り
す

る
の
が
修
行
で
あ
る
と
︑
思
わ
さ
れ
て
い
る
︒
そ
こ
に
そ
も
そ
も

暴
力
性
は
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
す
︒

い
っ
た
ん
︑
こ
う
い
う
フ
レ
ー
ム
や
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
に
入
っ

て
し
ま
う
と
︑
そ
こ
で
何
が
起
き
る
か
と
い
う
と
︑
そ
の
枠
内
で

暴
走
し
て
し
ま
う
わ
け
で
す
ね
︒
僕
は
﹁
自
己
満
足
追
求
の
自
我

の
暴
走
﹂
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
ほ
か
に
も
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
で
あ
る

と
か
︑
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
︒

人
が
守
れ
な
い
よ
う
な
戒
律
を
自
分
は
厳
密
に
守
っ
て
い
る
と

か
︑
人
が
で
き
な
い
よ
う
な
苦
し
い
修
行
に
耐
え
て
い
る
ん
だ
と

い
う
の
は
︑
う
っ
か
り
す
る
と
そ
う
い
う
意
識
が
ど
う
し
て
も
出

て
き
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
独
善
で
す
︒
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
と
は
結
局
︑
独

善
的
な
も
の
で
す
︒
あ
る
い
は
自
己
陶
酔
と
い
う
側
面
も
あ
る
で

し
ょ
う
︒
条
件
が
そ
ろ
う
と
ど
ん
ど
ん
醸
成
さ
れ
て
い
く
わ
け
で

す
︒僕

ら
は
︑
だ
い
た
い
理
想
主
義
的
な
育
て
ら
れ
方
を
し
て
い
ま

す
︒
ゴ
ー
ル
を
設
定
し
て
︑
そ
れ
を
達
成
す
る
こ
と
に
喜
び
を
感

じ
る
︑
生
き
が
い
を
感
じ
る
︒
達
成
し
た
ら
︑
物
質
的
︑
精
神
的

ご
褒
美
が
も
ら
え
る
と
い
う
か
た
ち
で
励
ま
さ
れ
て
い
る
︒

で
も
︑
本
当
に
自
分
が
や
り
た
い
の
か
ど
う
か
は
︑
あ
ま
り
確

か
め
た
こ
と
が
な
い
︑
あ
る
い
は
確
か
め
る
間
も
な
く
与
え
ら
れ

る
ご
褒
美
に
目
が
く
ら
ん
で
︑
次
に
ま
た
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
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続
け
る
︒
仏
教
の
修
行
も
同
じ
構
造
で
で
き
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が

あ
る
の
で
す
ね
︒

だ
か
ら
︑
理
想
主
義
や
︑
熱
狂
主
義
︵
フ
ァ
ナ
テ
ィ
シ
ズ
ム
︶
と

い
う
の
で
し
ょ
う
か
︒
政
治
思
想
家
の
藤
田
省
三
さ
ん
が
﹁﹃
安

楽
﹄
へ
の
全
体
主
義
﹂
と
い
う
こ
と
で
話
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
安

楽
に
関
す
る
全
体
主
義
的
な
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
の
は
︑
い

ま
は
そ
う
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
い
つ
か
自
分
の
安
楽
を
妨
げ
る

も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
も
の
ま
で
事
前
に
排
除
し
よ

う
と
す
る
︑
と
︒
実
際
に
安
楽
を
妨
げ
る
も
の
が
現
れ
た
と
き
に
︑

安
楽
を
妨
げ
る
も
の
か
ら
学
ん
で
成
長
し
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
︑

辛
抱
強
く
︑
そ
れ
と
付
き
合
い
な
が
ら
安
楽
を
探
求
し
て
い
く
の

で
は
な
く
︑
安
楽
を
脅
か
す
も
の
は
最
初
か
ら
芽
の
段
階
で
摘
ん

で
し
ま
う
︒
あ
る
い
は
︑
は
る
か
そ
れ
以
前
の
も
の
に
も
︑
い
つ

か
安
楽
を
脅
か
す
も
の
に
な
る
は
ず
だ
と
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
︑
そ

の
名
の
下
に
排
除
︑
殲
滅
し
よ
う
と
す
る
︒
安
楽
を
狂
お
し
く
求

め
る
せ
い
で
︑
安
楽
ど
こ
ろ
か
逆
にneurotic

な
状
態
に
陥
っ
て
し

ま
う
︒

﹁
あ
い
つ
は
︑
も
し
か
し
た
ら
俺
の
安
楽
を
脅
か
す
の
で
は
な
い

か
﹂
と
︑
安
楽
に
な
る
た
め
の
努
力
が
︑
結
果
と
し
て
安
楽
と
ま

っ
た
く
逆
の
不
安
に
落
と
し
込
ん
で
し
ま
う
よ
う
な
︑
皮
肉
な
メ

カ
ニ
ズ
ム
が
働
い
て
し
ま
う
︒
そ
れ
に
目
が
い
か
ず
︑﹁
こ
ん
な
に

俺
の
安
楽
を
脅
か
し
て
い
る
の
は
︑
や
っ
ぱ
り
あ
い
つ
だ
﹂
と
拍

車
が
か
か
っ
て
︑
ま
す
ま
す
全
体
主
義
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
に
な

っ
て
悪
循
環
が
起
き
て
し
ま
う
︒

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
︑
他
人
に
対
し
て
評
論
的
に
言
う
の
で
は

な
く
︑
自
分
の
中
に
︑
そ
う
い
う
悪
循
環
が
起
き
て
い
な
い
か
ど

う
か
振
り
返
る
た
め
のinvestigation

と
し
て
や
る
べ
き
こ
と
で
す
︒

人
に
対
し
て
﹁
お
ま
え
は
そ
う
な
っ
て
い
る
﹂
と
言
っ
て
非
難
す

る
た
め
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

あ
ら
か
じ
め
課
題
を
設
定
し
て
お
い
て
︑
そ
れ
に
向
か
っ
て
い

く
と
い
う
意
味
でtask-centered

と
か
︑task-oriented

と
い
う
言

い
方
も
で
き
ま
す
︒
僕
ら
は
︑
と
も
す
る
と
課
題
志
向
型
の
努
力

を
し
が
ち
で
す
が
︑
宗
教
的
に
言
う
と
そ
こ
に
大
き
な
落
と
し
穴

が
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
う
い
う
努
力
そ
の
も
の
に
霊
的

暴
力
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
問
題
性
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
︒

仏
教
の
代
表
的
実
践
法
で
あ
る
八
正
道
は
︑
正
し
い
生
活
の
八

つ
の
側
面
で
す
︒
身
心
変
容
の
道
を
仏
教
的
に
具
体
化
し
た
の
が
︑

い
わ
ゆ
る
八
正
道
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
︒
こ
れ
も
︑
や
は

り
よ
く
見
る
と
︑
最
初
の
二
つ
が
正
見
と
正
思
と
い
う
よ
う
に
︑
ま

ず
実
際
に
体
や
口
や
頭
を
使
う
以
前
の
修
行
の
枠
組
み
の
と
こ
ろ

か
ら
正
し
く
な
か
っ
た
ら
︑
そ
の
後
の
実
際
の
修
行
の
正
し
さ
は

保
証
で
き
な
い
よ
と
い
う
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
と
思

い
ま
す
︒
正
見
と
正
思
と
い
う
の
は
正
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
と
正
し
い

決
意
と
い
う
意
味
で
す
か
ら
︑
修
行
そ
の
も
の
の
正
し
い
方
向
性

︵orientation

︶
と
い
う
の
が
ま
ず
あ
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
初
め
て
﹁
正

し
い
言
葉
使
い
﹂
や
﹁
正
し
い
行
い
﹂﹁
正
し
い
職
業
﹂﹁
正
し
い

努
力
﹂﹁
正
し
い
瞑
想
﹂
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
︒

僕
ら
が
問
題
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
︑
自
分
た
ち
が
常

識
で
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
前
提
が
︑
す
で
に
間
違
え
て
い
る
と

い
う
の
が
仏
教
の
主
張
で
す
︒﹁
根
本
無
明
﹂
と
言
わ
れ
る
問
題
で

す
︒﹁
僕
は
間
違
っ
て
い
る
か
ら
反
省
し
な
け
れ
ば
﹂
と
い
う
意
識

の
レ
ベ
ル
の
反
省
の
中
に
︑
す
で
に
大
き
な
間
違
い
が
潜
ん
で
い

る
と
言
わ
れ
ま
す
︒
で
す
の
で
︑
最
初
の
志
―
仏
教
用
語
で
は

﹁
発
心
﹂
―
が
正
し
く
な
け
れ
ば
︑
そ
の
後
に
︑
本
人
が
い
く
ら

正
し
い
と
思
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
や
っ
て
も
︑
そ
れ
は
虚
し

い
︒
虚
し
い
ぐ
ら
い
な
ら
い
い
け
ど
︑
非
常
に
危
な
い
︒
自
分
も

他
人
も
傷
つ
け
る
こ
と
に
な
る
︒﹁
発
心
正
し
か
ら
ざ
れ
ば
︑
万
行

空
し
く
通
ず
﹂
と
い
う
の
は
︑
そ
の
ぐ
ら
い
最
初
の
発
心
の
立
て

方
を
用
心
し
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
︒

だ
か
ら
︑
最
初
に
ま
ず
智
慧
︑
浅
い
も
の
で
も
い
い
か
ら
そ
の

後
の
修
行
を
導
く
正
し
い
智
慧
︑
修
行
のorientation

が
必
要
で

す
︒
智
慧
が
な
け
れ
ば
︑﹁
戒
﹂
も
自
分
を
縛
る
﹁
べ
し
・
べ
か
ら

ず
集
﹂
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
し
︑﹁
定
﹂
に
も
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
が

忍
び
込
ん
で
く
る
︒
そ
れ
ら
を
し
っ
か
り
見
守
り
︑
見
極
め
る
こ

と
が
で
き
る
視
点
と
い
う
か
標
準
を
ま
ず
確
立
し
な
い
と
い
け
な

い
と
い
う
の
が
﹁
慧
﹂
で
す
ね
︒
そ
れ
に
導
か
れ
て
仏
教
的
に
正

し
い
意
味
の
戒
と
定
を
育
て
る
こ
と
で
︑
さ
ら
に
智
慧
が
深
ま
っ

て
い
く
︒

い
ま
ま
で
は
先
生
に
言
わ
れ
た
り
本
で
読
ん
だ
り
︑
た
ぶ
ん
こ

う
か
な
と
推
測
で
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
︑
戒
と
定
で
し
っ
か
り
具

体
的
に
そ
れ
をem

body

し
て
い
け
ば
︑
慧
が
他
人
か
ら
の
ま
た
聞

き
で
は
な
く
︑
本
当
に
自
分
の
眼
で
見
た
も
の
に
な
っ
て
い
く
︒
そ

こ
か
ら
ま
た
も
っ
と
深
い
レ
ベ
ル
で
戒
や
定
を
修
行
し
て
い
く
︒
こ

の
よ
う
な
循
環
的
プ
ロ
セ
ス
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
と
い
う
の
が

仏
教
の
修
行
だ
と
思
い
ま
す
︒

3-

3
　
自
他
の
区
別

そ
こ
で
︑
肝
心
の
正
し
い
ビ
ジ
ョ
ン
と
は
何
か
で
す
が
︑
仏
教

的
に
言
う
と
︑
常
識
的
な
自
他
の
区
別
は
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
洞

察
す
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
︒
自
と
他
の
区
切
り
は
初
め
か

ら
あ
る
の
で
は
な
く
後
で
思
考
を
通
し
て
引
い
た
便
宜
的
な
線
で

し
か
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
の
線
が
あ
る
こ
と
を
前
提
に
︑

自
分
の
体
や
口
や
頭
を
使
う
の
が
︑
根
本
的
間
違
い
だ
と
い
う
の

が
仏
教
の
主
張
で
す
︒
こ
の
間
違
い
を
正
す
と
い
う
の
が
正
見
だ

と
思
う
の
で
す
︒﹁
吾
我
﹂
と
い
う
の
は
﹁
エ
ゴ
﹂
の
こ
と
で
す
け

ど
︑﹁
吾
我
の
虚
構
に
基
づ
く
身
・
口
・
意
の
三
業
の
発
動
メ
カ
ニ

ズ
ム
﹂
に
基
づ
い
て
︑
僕
ら
は
体
で
行
い
を
し
︑
口
で
し
ゃ
べ
り
︑

ア
タ
マ
で
思
考
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
が
ず
っ
と
続
い
て
い
く
わ
け

で
す
︒

さ
っ
き
の
慧
︑
戒
︑
定
と
い
う
三
学
の
と
こ
ろ
で
言
え
ば
︑
慧

の
と
こ
ろ
が
︑
正
見
で
あ
る
べ
き
な
の
に
そ
の
反
対
で
邪
見
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
︑
邪
見
に
基
づ
い
て
︑
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
﹁
べ

し
・
べ
か
ら
ず
﹂
を
つ
く
っ
て
︑
自
分
勝
手
な
基
準
で
い
い
・
悪

い
を
判
断
し
て
行
動
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑
こ
れ
を
い
っ
た
ん

止
め
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
ね
︒
放
っ
て
お
く
と
︑
そ
の
発
動

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
習
慣
性
の
も
の
な
の
で
︑
気
が
つ
い
た
ら
も
う
遅

す
ぎ
で
︑
す
で
に
発
動
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
発
動
を
自
覚

し
て
止
め
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
で
す
︒
な
に
は
と
も
あ
れ
︑
習

慣
的
な
行
動
パ
タ
ー
ン
に
い
っ
た
ん
ポ
ー
ズ
︵
休
止
︶
を
入
れ
る

の
で
す
︒

あ
る
い
は
ス
ロ
ー
ダ
ウ
ン
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
起
き
て
い
る

こ
と
を
よ
り
深
く
よ
り
明
確
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
い
っ
た

い
何
が
起
き
て
い
る
の
か
︑
発
動
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
ど
の
よ
う
に
作

動
し
て
︑
ど
の
よ
う
な
結
果
を
招
い
て
い
る
の
か
を
︑
科
学
的
な

目
で
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
︑
な
る
べ
く
客
観
的
に
洞
察
す
る
と

い
う
こ
と
で
す
ね
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
修
行
の
大
事
な
ポ
イ
ン

ト
に
な
る
の
で
す
︒
で
も
︑
そ
れ
は
ま
だ
半
分
で
す
︒

も
う
半
分
は
︑
今
度
は
︑
本
来
の
つ
な
が
り
に
基
づ
い
て
身
・
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口
・
意
の
三
業
を
生
か
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
︒
旧
来
の
モ

ー
ド
に
ポ
ー
ズ
を
入
れ
る
と
い
う
ほ
う
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
用
語

で
言
え
ば
﹁
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
﹂
に
当
た
り
ま
す
︒
そ
し
て
い

ま
言
っ
た
こ
と
は
︑
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
か
ら
次
に
新
し
い
︑

仏
教
的
に
正
し
い
O
S
を
再
イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
て
︑
そ
れ
を
デ
フ

ォ
ル
ト
に
し
て
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
を
使
っ
て
い
く
と
い
う
言
い
方

で
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
︒
そ
う
い
う
二
つ
の
面
が
あ
る
︒
旧

来
の
モ
ー
ド
を
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
の
と
新
し
い
モ
ー
ド
を

再
イ
ン
ス
ト
ー
ル
す
る
と
い
う
二
つ
の
こ
と
が
必
要
で
す
︒

た
ぶ
ん
仏
教
の
い
ろ
い
ろ
な
修
行
法
は
︑
こ
の
二
つ
の
側
面
の

ど
ち
ら
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
か
で
分
類
で
き
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
︒
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
の
ほ
う
に
重
点
を
当
て
た
修
行

法
も
あ
る
し
︑
O
S
を
入
れ
替
え
て
︑
新
し
い
O
S
で
発
動
さ
せ

て
い
く
系
の
修
行
法
も
あ
る
︒
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
面
に
ば
か
り

注
目
す
る
と
仏
教
が
非
常
に
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
暗
い
も
の
に

見
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
苦
︑
無
常
と
か
無
我
と
か
否
定
的
表

現
が
ず
ら
っ
と
出
て
き
ま
す
か
ら
ね
︒
一
方
︑
再
イ
ン
ス
ト
ー
ル

面
に
注
目
す
る
と
︑
慈
悲
と
か
菩
薩
行
と
か
︑
ど
ち
ら
か
と
い
え

ば
明
る
く
肯
定
的
な
︑socially-engaged Buddhism

と
か
︑
幸
福

学
的
な
仏
教
の
よ
う
な
感
じ
に
な
る
︒
人
に
よ
っ
て
︑
前
者
的
な

仏
教
が
好
き
な
人
も
い
れ
ば
︑
後
者
の
よ
う
な
仏
教
に
惹
か
れ
る

人
も
い
ま
す
よ
ね
︒
そ
れ
は
好
み
だ
か
ら
︑
い
い
悪
い
は
な
い
の

で
す
が
︑
仏
教
は
︑
や
は
り
一
方
だ
け
で
は
な
く
て
︑
両
方
と
も

要
る
ん
で
す
ね
︒
前
者
な
し
で
は
︑
後
者
も
な
い
︒
一
方
だ
け
と

い
う
の
は
危
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
偏
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
︒

両
方
が
相
補
的
に
働
い
て
初
め
て
健
全
な
仏
教
と
言
え
る
︒

4
修
行
の
二
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム

4-

1
　
テ
ク
ネ
ー
と
ポ
イ
エ
シ
ス

修
行
に
関
し
て
︑
二
つ
の
モ
ー
ド
が
考
え
ら
れ
る
︒
テ
ク
ネ
ー

的
と
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
︒
こ
れ
は
ギ
リ
シ

ャ
語
で
す
︒
テ
ク
ネ
ー
と
い
う
の
は
︑
自
然
が
内
に
秘
め
て
い
る

も
の
を
人
間
が
狡
知
や
挑
発
を
用
い
て
無
理
や
り
に
外
に
取
り
出

し
︑
そ
れ
を
自
分
の
都
合
の
い
い
よ
う
に
利
用
し
て
い
く
︑
そ
の

よ
う
な
営
み
を
テ
ク
ネ
ー
と
言
い
ま
す
︒
こ
れ
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

や
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
い
う
言
葉
の
語
源
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
一
方
︑
ポ

イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
の
は
︑
自
然
が
内
に
秘
め
た
も
の
を
外
に
顕

現
さ
せ
︑
人
に
一
方
的
に
与
え
て
く
れ
て
︑
人
間
は
そ
れ
を
あ
り

が
た
く
享
受
し
て
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
よ
う
な
営
み
の
こ
と

で
︑
こ
う
い
う
こ
と
も
人
間
の
営
み
と
し
て
確
か
に
あ
る
︒
そ
う

い
う
も
の
を
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
と
い
う
ん
で
す
ね
︒

こ
れ
は
仏
教
の
文
脈
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹃
技

術
論
﹄
と
い
う
本
の
中
で
︑
こ
の
二
つ
が
対
照
さ
れ
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
の
を
読
ん
だ
と
き
に
︑
こ
れ
は
修
行
の
仕
方
を
論
じ
る
と

き
に
も
使
え
る
な
と
思
っ
た
の
で
︑
こ
こ
に
引
き
ま
し
た
︒
テ
ク

ネ
ー
的
な
修
行
と
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
的
な
修
行
︒

坐
禅
で
は
よ
く
﹁
背
中
を
真
っ
す
ぐ
に
﹂
と
言
う
の
で
す
が
︑

﹁
背
中
を
真
っ
す
ぐ
に
す
る
﹂
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
と
︑﹁
背
中
が

真
っ
す
ぐ
に
な
る
﹂
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
っ
て
︑
両
者
の
違

い
の
特
徴
を
誰
に
で
も
分
か
る
よ
う
に
表
現
し
た
い
な
と
思
っ
て
︑

い
ろ
い
ろ
読
ん
で
い
る
と
き
に
︑
偶
然
︑
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
批
判
の
本
を
ふ
と
手
に
取
っ
た
の
で
す
︒
当
時
︑
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
的
に
瞑
想
や
坐
禅
を
捉
え
る
こ
と
の
問
題
性
の
よ
う
な
こ

と
を
思
っ
て
い
た
の
で
︑
深
く
共
鳴
し
た
の
で
す
︒

実
は
道
元
も
﹃
正
法
眼
蔵
﹄
と
い
う
彼
の
主
著
の
中
で
︑
強ご

う

為い

と
云う
ん

為い

と
い
う
言
い
方
で
︑
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
考
え
方
を
し
て

い
ま
す
︒
強
為
と
は
︑
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お
い
た
ら
起
こ
ら
な
い

よ
う
な
こ
と
を
強
制
的
に
起
こ
す
た
め
に
人
間
が
一
生
懸
命
︑
が

ん
ば
っ
て
何
か
を
や
る
行
為
で
す
︒
云
為
と
は
︑
思
わ
ず
や
っ
て

し
ま
う
︒
こ
う
す
れ
ば
︑
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
考
え
ず
に
自
然
に

や
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
で
す
ね
︒
あ
る
い
は
︑
雨
が
降
る
と

か
季
節
が
変
わ
る
と
い
っ
た
自
然
の
働
き
も
云
為
で
す
︒
実
際
は

そ
う
い
う
云
為
の
上
に
強
為
と
い
う
在
り
方
が
乗
っ
か
っ
て
い
る

わ
け
で
す
が
︑
も
し
自
分
の
行
為
を
強
為
と
い
う
観
点
で
し
か
捉

え
ら
れ
な
い
と
︑
云
為
の
側
面
は
ま
っ
た
く
隠
れ
た
も
の
に
な
っ

て
し
ま
い
ま
す
︒

僕
は
坐
禅
と
い
う
の
は
云
為
に
親
し
ん
で
い
く
よ
う
な
営
み
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
坐
禅
修
行
を
︑
強
為

を
訓
練
に
よ
っ
て
洗
練
し
て
い
く
も
の
と
捉
え
る
と
︑
そ
う
い
う

姿
を
見
損
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
道
元
さ
ん

は
︑
強
為
で
や
る
よ
う
な
瞑
想
を
﹁
習
禅
﹂
と
よ
ん
で
︑
坐
禅
と

は
区
別
し
て
い
ま
す
︒
人
間
が
編
み
出
し
た
瞑
想
テ
ク
ニ
ッ
ク
を

マ
ス
タ
ー
し
て
い
く
︑
人
間
技
に
習
熟
し
て
い
く
の
が
習
禅
で
す

が
︑
道
元
さ
ん
は
は
っ
き
り
と
﹁
坐
禅
は
習
禅
で
は
な
い
﹂
と
言

っ
て
い
ま
す
︒
こ
こ
は
僕
が
長
い
こ
と
非
常
に
引
っ
掛
か
っ
て
き

た
と
こ
ろ
で
す
︒
坐
禅
は
な
ぜ
習
禅
と
違
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

の
か
と
い
う
問
題
意
識
で
す
ね
︒

僕
は
正
直
に
言
う
と
︑
坐
禅
を
ず
っ
と
習
禅
的
に
や
っ
て
い
ま

し
た
︒
強
為
で
︑
思
い
通
り
に
動
か
な
い
自
分
の
体
や
心
を
無
理

や
り
に
操
縦
し
よ
う
と
し
て
き
た
︒
硬
い
関
節
を
無
理
や
り
へ
し

曲
げ
て
痛
み
を
我
慢
し
︑
無
理
に
深
く
て
長
い
呼
吸
を
し
よ
う
と

し
た
り
︑
雑
念
ば
か
り
浮
か
ん
で
く
る
心
を
集
中
さ
せ
よ
う
と
し

た
︒
僕
に
と
っ
て
坐
禅
と
い
う
の
は
︑
そ
う
い
う
自
分
の
体
や
心

に
む
ち
打
っ
て
︑
理
想
の
坐
禅
を
し
て
い
る
理
想
の
自
分
に
一
刻

も
早
く
な
り
た
い
と
い
う
︑
身
心
変
容
の
イ
メ
ー
ジ
で
や
っ
て
い

た
わ
け
で
す
︒
そ
こ
に
道
元
さ
ん
か
ら
︑﹁
君
は
一
生
懸
命
や
っ
て

い
る
つ
も
り
ら
し
い
け
ど
︑
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
坐
禅
で
は
な
い

よ
﹂
と
い
う
言
い
方
で
ガ
ツ
ー
ン
と
や
ら
れ
た
わ
け
で
す
︒﹁
え
︑

こ
れ
は
違
う
ん
で
す
か
!?
﹂
と
愕
然
と
し
ま
し
た
︒
そ
こ
か
ら
僕

の
や
り
直
し
の
作
業
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
ね
︒

理
想
の
姿
勢
や
息
の
仕
方
︑
心
の
状
態
を
命
令
と
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
に
よ
っ
て
他
律
的
に
達
成
さ
せ
る
︒
さ
っ
き
お
話
し
し
た
﹁
つ

も
り
﹂
の
と
こ
ろ
に
﹁
理
想
の
坐
禅
﹂
を
入
れ
れ
ば
い
い
の
で
す
︒

こ
の
よ
う
な
態
度
や
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
︑
体
や
息
︑
心
は
意
識
的

操
作
の
対
象
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
僕
が
主
体
に
な
っ
て
︑
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
︑
命
令
し
︑
操
作
す
る
対
象
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て

そ
の
結
果
と
し
て
︑
ど
の
く
ら
い
目
標
に
接
近
し
た
か
と
い
う
こ

と
を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
と
し
て
受
け
な
が
ら
︑﹁
ま
だ
ま
だ
ダ
メ

だ
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
だ
ん
だ
ん
目
的
地
に
近
づ
け
て
い
く
努
力

の
仕
方
で
す
︒
世
界
や
自
分
の
身
体
か
ら
分
離
し
た
私
︑
つ
ま
り

﹁
吾
我
﹂
と
い
う
意
識
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
マ
ジ
ン
ガ
ー
Z
を
操

る
み
た
い
に
︑
体
や
心
を
操
作
す
る
と
い
う
構
図
で
す
︒
僕
は
頭

の
中
の
ど
こ
か
に
あ
る
操
縦
室
に
入
っ
て
い
て
︑
そ
こ
で
何
か
を

意
図
し
て
ボ
タ
ン
や
ハ
ン
ド
ル
を
操
作
す
る
と
︑
そ
の
と
お
り
に

手
足
が
動
く
︒
こ
れ
は
一
方
的
な
操
作
で
す
︒

こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
体
に
と
っ
て
は
初
め
か
ら
暴
力
的
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と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
脚
や
腰
が
痛
く
て
体
は
動

き
た
い
の
に
︑
ま
だ
坐
禅
が
終
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
じ
っ
と
我
慢

し
な
く
て
は
駄
目
だ
と
︑
我
慢
し
て
い
る
︒
動
い
た
ら
坐
禅
じ
ゃ

な
く
な
る
か
ら
と
か
︑
み
ん
な
我
慢
し
て
い
る
の
だ
か
ら
お
前
も

耐
え
ろ
と
か
︑
そ
う
い
う
の
が
坐
禅
の
修
行
な
ん
だ
と
か
︑
そ
ん

な
正
当
化
が
内
か
ら
も
外
か
ら
も
な
さ
れ
る
︒
そ
れ
に
耐
え
て
い

る
自
分
に
陶
酔
す
る
の
は
︑
や
っ
て
い
る
本
人
は
な
る
ほ
ど
一
生

懸
命
か
も
し
れ
な
い
し
︑
根
性
が
つ
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
そ

れ
自
体
が
暴
力
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
︒﹁
暴
力
的
﹂
と

ま
で
強
く
言
わ
な
く
と
も
︑
坐
禅
は
そ
れ
し
か
や
り
方
が
な
い
の

か
と
い
う
疑
問
や
問
題
意
識
は
持
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い

と
思
い
ま
す
︒
釈
尊
が
苦
行
を
乗
り
越
え
た
と
い
う
の
は
︑
こ
れ

ら
と
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
修
行
が
苦
行
と
い

う
行
き
詰
ま
り
に
陥
ら
な
い
﹁
中
道
﹂
を
見
出
し
た
と
こ
ろ
か
ら

仏
教
が
出
発
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
︒

4-

2
　「
正
義
」の
押
し
つ
け

正
義
を
背
景
に
し
た
し
つ
け
に
従
わ
な
い
も
の
は
悪
に
さ
れ
る
︒

正
義
は
初
め
か
ら
こ
ち
ら
側
に
あ
る
︒
そ
れ
に
従
わ
な
い
の
は
悪

で
︑
悪
は
悪
い
こ
と
で
す
か
ら
こ
っ
ち
は
手
段
を
選
ば
ず
何
を
し

て
も
い
い
と
い
う
大
義
名
分
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
悪
﹂
を
表
現
す
る

言
い
方
が
﹁
煩
悩
﹂
で
あ
っ
た
り
︑﹁
罪
﹂︑﹁
本
能
﹂︑﹁
わ
が
ま

ま
﹂
や
﹁
欲
望
﹂
と
か
︑
い
ろ
い
ろ
な
名
前
を
付
け
る
︒
さ
っ
き

m
atch and pum

p

の
話
を
し
ま
し
た
が
︑
あ
る
べ
き
状
態
︑
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
状
態
が
︑
初
め
か
ら
権
威
主
義
的
に
設
定
さ
れ
て

い
て
︑
否
定
さ
れ
る
側
︑
操
作
さ
れ
る
側
の
言
い
分
を
聞
く
耳
は

持
た
な
い
︒
な
ぜ
か
と
言
う
と
︑
坐
禅
の
場
合
で
言
い
ま
す
と
︑
こ

う
い
う
の
が
坐
禅
の
正
し
い
姿
勢
な
ん
だ
と
伝
統
が
言
っ
て
い
る

し
︑
先
生
も
言
っ
て
い
る
し
︑
本
に
も
そ
う
書
い
て
あ
る
︒
自
分

で
も
そ
れ
が
正
し
い
と
思
う
か
ら
︑
そ
う
い
う
姿
勢
で
坐
れ
な
い

い
ま
の
自
分
の
体
は
硬
く
て
︑
訓
練
が
足
り
な
い
︑
早
く
あ
の
よ

う
に
坐
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
い
い
こ
と
で
あ
る
︒
呼
吸
に
関
し

て
も
こ
う
い
う
の
が
理
想
の
息
で
あ
る
か
ら
︑
そ
う
い
う
息
に
な

る
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
ろ
︒
心
に
関
し
て
も
同
じ
で
す
︒
こ

れ
は
生
き
物
で
は
な
く
︑
物
を
扱
う
態
度
と
言
え
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒

で
も
︑
自
然
と
し
て
の
生
き
て
い
る
体
や
息
や
心
は
︑
そ
れ
自

身
の
言
い
分
が
あ
る
わ
け
で
す
︒
意
識
の
力
で
は
な
く
︑
そ
れ
自

身
の
力
で
生
き
て
い
る
も
の
だ
か
ら
で
す
︒
実
際
は
意
識
の
ほ
う

が
︑
そ
う
い
う
働
き
に
依
拠
し
て
成
立
し
て
い
る
︒
近
代
の
身
体

観
で
は
︑
体
は
物
︑
単
な
る
物
質
で
︑
そ
れ
よ
り
も
っ
と
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
に
レ
ベ
ル
の
高
い
心
の
命
令
を
受
け
て
動
く
ロ
ボ
ッ
ト

か
︑
霊
が
乗
っ
て
い
る
家
畜
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
︒
当
然
︑
心
が
上
で
身
体
は
下
と
い
う
よ
う
に
︑
価
値
的
に

上
下
を
つ
け
て
い
る
わ
け
で
す
︒

で
す
か
ら
︑﹁
体
さ
ま
﹂
と
か
︑﹁
呼
吸
さ
ま
﹂
と
か
︑﹁
心
さ

ま
﹂
と
い
う
よ
う
な
尊
敬
や
畏
敬
の
念
は
ま
っ
た
く
な
く
︑
意
識

が
一
方
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
操
作
す
る
対
象
と
見
な
さ
れ
て
い

ま
す
︒
こ
こ
に
す
で
に
暴
力
性
の
根
っ
こ
が
生
ま
れ
て
い
な
い
で

し
ょ
う
か
︒
僕
は
そ
う
い
う
感
じ
が
し
て
い
る
の
で
︑
そ
う
で
は

な
い
別
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
対
置
さ
せ
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
︒

4-

3
　
聞
く
耳
を
持
つ
こ
と
か
ら
始
ま
る
調
和

僕
ら
は
︑
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
強
為
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
人
生

を
乗
り
切
ろ
う
と
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
︒
生
き
る
と
い
う
の

は
そ
れ
し
か
方
法
が
な
い
︑
幸
せ
に
な
れ
る
条
件
だ
み
た
い
な
思

い
込
み
で
生
き
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
そ
れ
は
自
分
の
い

の
ち
や
他
の
い
の
ち
へ
の
暴
力
性
の
温
床
に
な
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
︒

僕
は
あ
る
時
期
か
ら
︑
こ
う
い
う
強
為
的
︑
テ
ク
ネ
ー
的
ア
プ

ロ
ー
チ
︑
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

始
め
ま
し
た
︒
生
き
方
を
変
え
よ
う
と
し
て
仏
門
に
入
っ
た
の
に
︑

前
か
ら
や
っ
て
き
た
モ
ー
ド
を
変
え
る
こ
と
な
く
同
じ
路
線
上
を

突
っ
走
っ
て
き
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
か
︒
お
寺
に
住
ん
で
︑
僧

侶
と
し
て
坐
禅
し
た
り
︑
作
務
と
か
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
け
ど
︑

そ
れ
に
取
り
組
ん
で
い
る
態
度
自
体
は
前
と
何
も
変
わ
っ
て
い
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
自
問
が
起
き
て
き
た
の
で
す
︒
そ

こ
か
ら
先
述
の
ア
ン
イ
ン
ス
ト
ー
ル
と
︑
再
イ
ン
ス
ト
ー
ル
み
た

い
な
作
業
が
始
ま
り
ま
し
た
︒
い
ま
も
そ
の
最
中
で
す
︒

権
威
に
乗
っ
か
り
聞
く
耳
を
持
た
な
い
傲
慢
な
態
度
で
は
な
く

て
︑
向
こ
う
の
言
い
分
は
何
な
の
か
︑
体
や
息
や
心
が
本
当
は
何

を
し
た
い
の
か
︑
ど
う
あ
り
た
い
の
か
︑
い
ま
ど
う
な
っ
て
い
る

の
か
を
ち
ゃ
ん
と
細
や
か
に
感
じ
取
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
よ
う

な
修
行
の
モ
ー
ド
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
い
ま

起
き
て
い
る
こ
と
を
あ
る
が
ま
ま
に
感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ

て
く
る
よ
う
な
修
行
の
在
り
方
︒

あ
り
の
ま
ま
を
き
ち
ん
と
聞
く
こ
と
で
向
こ
う
が
変
化
す
る
と

い
う
の
は
︑
僕
は
実
は
お
坊
さ
ん
に
な
る
前
︑
臨
床
心
理
学
を
や

っ
て
い
た
こ
ろ
に
学
び
ま
し
た
︒
そ
の
こ
ろ
は
ま
だ
い
ま
よ
く
耳

に
す
る
よ
う
な
﹁
傾
聴
﹂
と
い
う
言
葉
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す

が
︑
相
手
の
語
る
こ
と
を
深
く
聴
く
こ
と
を
通
し
て
︑
相
手
が
お

の
ず
と
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
前
提
に
た
っ
た
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ

を
習
っ
て
い
た
わ
け
で
す
︒
そ
う
い
う
こ
と
も
思
い
出
し
ま
す
︒
臨

床
場
面
で
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
さ
ん
の
変
化
と
い
う
の
は
︑
な
ぜ
だ

か
わ
か
ら
な
い
け
ど
お
の
ず
と
起
き
て
く
る
変
化
の
ほ
う
が
深
く

て
︑
長
続
き
す
る
︒
外
か
ら
他
律
的
に
無
理
や
り
起
こ
し
た
変
化

は
︑
そ
う
い
う
働
き
か
け
を
や
め
た
ら
︑
ま
た
戻
っ
て
し
ま
う
と

い
う
の
は
︑
よ
く
経
験
し
ま
し
た
︒
修
行
に
お
け
る
身
心
変
容
で

も
近
い
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

で
す
か
ら
︑
こ
こ
で
大
事
な
の
は
︑
意
識
的
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

力
と
か
強
制
力
を
身
に
つ
け
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
手
放
し
て
︑

感
じ
て
︑
お
の
ず
と
起
き
て
く
る
こ
と
を
邪
魔
し
な
い
︑
そ
れ
を

﹁
許
す
﹂
と
僕
は
呼
ん
で
い
ま
す
が
︑﹁
感
じ
て
︑︵
そ
こ
か
ら
お
の

ず
と
起
き
て
く
る
変
化
を
︶
許
す
﹂
こ
と
な
の
で
す
︒
そ
の
こ
と
を

ま
さ
に
見
事
に
書
い
て
い
る
の
が
︑
道
元
さ
ん
の
次
の
よ
う
な
一

節
で
す
︒

身
も
心
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
︑
仏
の
家
に
投
げ
入
れ
て
︑
仏

の
方
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
︑
そ
れ
に
し
た
が
い
も
て
ゆ
く
と
き
︑

力
を
も
入
れ
ず
︑
心
を
も
費
や
さ
ず
し
て
︹
︙
︙
︺

僕
は
︑
い
ま
ま
で
は
力
は
が
ん
が
ん
入
れ
る
は
︑
心
も
あ
れ
や

こ
れ
や
と
費
や
し
て
︑
一
生
懸
命
が
ん
ば
る
の
が
修
行
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
︑
こ
れ
は
そ
の
真
逆
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
︒
力

も
入
れ
ず
︑
心
も
費
や
さ
ず
と
︒
な
ぜ
か
と
い
う
と
︑
仏
の
ほ
う

か
ら
行
わ
れ
る
か
ら
だ
と
︒
僕
が
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
は
︑

身
も
心
も
手
放
し
て
︑
そ
の
仏
か
ら
行
わ
れ
る
こ
と
に
従
い
な
さ

い
と
い
う
の
で
す
︒
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こ
の
﹁
仏
﹂
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
︑
仏
教
の

場
合
は
﹁
縁
起
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂
と
言
っ
て
も
い
い
し
︑﹁
自

然
﹂
と
理
解
し
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
︒
し
か
も
︑
自
然
と
い
う
︑

向
こ
う
に
見
え
る
対
象
的
な
自
然 “nature ”

で
は
な
く
て
︑
自じ

然ね
ん

の

働
き
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
︒

4-

4
　
吾
我
が
生
み
出
す
も
の

吾
我
と
い
う
の
は
︑
縁
起
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
人
工
的
な
仕
切

り
︑
境
界
線
を
入
れ
て
し
ま
い
ま
す
︒
自
と
他
と
い
う
壁
み
た
い

な
も
の
で
す
︒
そ
ん
な
も
の
は
本
当
は
な
い
の
で
す
が
︑
あ
る
か

の
よ
う
に
錯
覚
し
て
生
き
て
い
る
︒
閉
じ
た
硬
い
殻
の
中
に
住
ん

で
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
か
︒
だ
か
ら
︑
そ
の
外
で
起

き
て
い
る
こ
と
か
ら
遮
断
さ
れ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

﹁
身
も
心
も
は
な
ち
わ
す
れ
て
︑
仏
の
方
よ
り
お
こ
な
わ
れ
て
︑
そ

れ
に
し
た
が
い
も
て
ゆ
く
﹂
と
い
う
の
は
︑
自
分
を
開
い
て
︑
内

外
で
起
き
て
い
る
こ
と
︑
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
耳
を
澄

ま
し
て
︑
そ
の
表
現
と
し
て
自
分
の
身
・
口
・
意
を
使
う
と
い
う

こ
と
で
す
︒
ア
タ
マ
で
考
え
た
こ
と
か
ら
出
発
す
る
よ
り
は
︑
自

分
が
い
ま
お
か
れ
た
状
況
か
ら
出
発
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
︒
吾
我
が
自
分
に
都
合
の
い
い
こ
と
は
何
か
と
考
え
て
︑
身
・

口
・
意
を
動
か
す
と
い
う
自
我
意
識
主
導
の
モ
ー
ド
と
は
違
う
他

力
的
モ
ー
ド
の
在
り
方
に
も
親
し
ん
で
い
く
こ
と
を
日
常
の
中
で

少
し
ず
つ
や
っ
て
い
く
︒
そ
れ
を
典
型
的
に
純
粋
に
や
っ
て
い
る

の
が
坐
禅
だ
っ
た
の
で
す
︒
で
も
僕
は
誤
解
し
て
︑
自
我
意
識
主

導
で
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
す
︒

こ
こ
で
は
自
己
に
つ
い
て
の
ビ
ジ
ョ
ン
が
全
然
違
っ
て
き
て
い

ま
す
︒
孤
立
し
た
︑
ク
ル
ミ
の
殻
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
自

分
の
ビ
ジ
ョ
ン
か
ら
︑﹁
縁
起
的
自
己
﹂
―
こ
こ
は
仏
教
の
言
葉

を
借
り
ま
す
が
―
と
い
う
︑
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
自
己
︒
私

が
孤
立
的
に
が
ん
ば
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
て
︑
尽
一
切

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
自
己
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
で
す
︒

吾
我
の
ビ
ジ
ョ
ン
と
い
う
の
は
︑
暴
力
そ
の
も
の
で
は
な
い
け

れ
ど
︑
暴
力
を
生
み
出
す
素
地
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

暴
力
の
根
っ
こ
を
ず
っ
と
た
ど
っ
て
い
っ
た
ら
︑
そ
れ
は
吾
我
︑
私

が
な
ん
で
も
思
い
ど
お
り
に
し
た
い
と
い
う
︑
仏
教
が
一
番
問
題

に
し
て
い
る
微
細
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
︑
自
分

で
も
反
省
で
き
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
は
ま
だ
い
い
で

す
が
︑
そ
う
い
う
反
省
す
ら
微
細
な
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
現
れ
︑
表
現

と
し
て
︑
や
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
大
い
に
あ
り
得
る
︒
リ

ア
リ
テ
ィ
の
中
に
は
本
当
に
は
存
在
し
な
い
切
れ
目
を
入
れ
る
︑
自

に
対
す
る
他
と
い
う
よ
う
に
カ
ッ
ト
す
る
と
こ
ろ
に
す
で
に
暴
力

の
種
が
孕
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
に
な
る
で
し
ょ
う
か
︒

霊
的
伝
統
に
は
そ
う
い
う
こ
と
に
対
す
る
深
い
反
省
と
い
う
か

自
覚
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
仏
教
で
は
無
明
と
言
わ
れ
た
り
︑
キ
リ

ス
ト
教
で
は
原
罪
で
す
ね
︒
こ
の
﹁
原
﹂
に
は
深
い
意
味
が
あ
る

と
思
い
ま
す
︒
無
明
も
︑
こ
れ
は
根
本
無
明
と
い
っ
て
︑
も
う
本

当
に
深
い
と
こ
ろ
の
︑
心
が
動
く
と
き
に
す
で
に
︑
そ
こ
に
忍
び

込
ん
で
い
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
も
の
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
︑
こ
れ

は
簡
単
に
︑﹁
は
い
︑
分
か
り
ま
し
た
︒
な
く
し
ま
す
﹂
み
た
い
な

簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
ね
︒
そ
れ
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
表

現
し
た
も
の
が
︑﹁
サ
タ
ン
﹂
や
﹁
悪
魔
﹂
と
い
っ
て
キ
リ
ス
ト
教

に
も
あ
る
し
︑
仏
教
に
も
﹁
マ
ー
ラ
﹂
と
い
う
神
話
的
表
現
が
あ

り
ま
す
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
霊
的
修
行
に
も
知
ら
な
い
う

ち
に
暴
力
的
な
要
素
が
混
入
し
て
き
て
し
ま
う
の
を
見
れ
ば
わ
か

る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
非
常
に
厄
介
な
問
題
で
す
︒

4-
5
　
仏
陀
の
降
魔
成
道

仏
陀
は
樹
の
下
で
降
魔
成
道
を
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
︒
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
す
︒
仏

陀
に
な
っ
た
ら
︑
も
う
悪
魔
に
は
用
が
な
い
の
か
と
思
っ
た
ら
︑
そ

ん
な
こ
と
は
な
く
て
︑
仏
陀
に
な
っ
た
あ
と
の
ほ
う
が
︑
悪
魔
が

頻
繁
に
現
れ
て
い
る
の
で
す
︒
仏
典
に
よ
る
と
︑
仏
陀
が
お
城
を

出
た
あ
と
か
ら
悪
魔
は
ず
っ
と
つ
け
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
︑
お

城
を
出
て
か
ら
瞑
想
や
苦
行
を
し
て
い
る
と
き
に
は
︑
悪
魔
は
全

然
出
て
き
ま
せ
ん
︒
で
も
︑
そ
れ
を
放
棄
し
て
樹
の
下
に
坐
っ
た

と
き
に
︑﹁
こ
れ
は
ま
ず
い
こ
と
に
な
っ
た
﹂
と
い
う
わ
け
で
︑
と

う
と
う
悪
魔
が
出
て
き
た
の
で
す
︒
仏
典
に
は
直
接
書
い
て
い
ま

せ
ん
が
︑
そ
の
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
︒
仏
陀
が
︑
瞑
想
や
苦
行

と
い
っ
た
既
成
の
宗
教
的
︑
霊
的
行
法
を
や
っ
て
い
る
と
き
に
は

悪
魔
は
安
心
し
て
見
て
い
ら
れ
た
︒
そ
れ
だ
と
い
か
に
一
生
懸
命

や
っ
て
も
ま
だ
自
分
の
手
の
内
に
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
︒
で
も
︑
シ

ッ
ダ
ー
ル
タ
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
限
界
や
問
題
性
に
気
が
つ
い
て
︑
パ

ラ
ダ
イ
ム
・
シ
フ
ト
が
起
こ
り
そ
う
に
な
っ
た
と
き
︑
悪
魔
が
ま

ず
い
と
思
っ
た
の
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒

シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
が
樹
の
下
に
坐
る
前
に
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
出
来

事
が
起
き
て
い
ま
す
︒
た
と
え
ば
︑
ス
ジ
ャ
ー
タ
と
い
う
村
娘
か

ら
乳
粥
を
も
ら
っ
た
と
い
う
こ
と
も
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
意
味
が
あ

る
と
思
い
ま
す
︒
い
ま
ま
で
の
苦
行
で
し
た
ら
︑
そ
ん
な
若
い
娘

さ
ん
が
お
い
し
い
も
の
を
持
っ
て
近
づ
い
て
き
た
ら
︑﹁
悪
魔
よ
去

れ
﹂
っ
て
追
い
返
し
ま
す
よ
ね
︒
苦
行
の
邪
魔
で
す
か
ら
︑
そ
れ

こ
そ
悪
魔
の
使
い
で
す
︒﹁
あ
っ
ち
へ
行
け
﹂
で
す
︒
で
も
︑
こ
の

と
き
は
﹁
あ
り
が
と
う
﹂
と
供
養
を
感
謝
し
て
受
け
取
る
と
い
う

態
度
が
出
て
き
て
い
ま
す
︒
暴
力
的
な
独
善
性
が
手
放
さ
れ
て
い

る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
︒

そ
れ
か
ら
︑
沐
浴
と
い
っ
て
川
の
水
で
身
を
清
め
て
い
ま
す
︒
そ

れ
ま
で
だ
っ
た
ら
︑
体
を
清
め
る
な
ん
て
体
を
甘
や
か
す
こ
と
だ

か
ら
︑
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
︒
む
し
ろ
︑
裸
で
地
面
を
の
た

う
ち
ま
わ
っ
て
傷
つ
け
た
り
︑
汚
す
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
は

ず
で
す
が
︑
ま
っ
た
く
反
対
に
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
︒
こ
こ
に
も
︑

身
体
に
対
し
て
︑
暴
力
で
は
な
く
ケ
ア
と
い
う
態
度
が
現
れ
て
い

ま
す
︒

ま
た
︑
村
人
か
ら
敷
き
わ
ら
を
も
ら
っ
て
︑
直
射
日
光
や
雨
風

か
ら
自
分
を
守
っ
て
く
れ
る
大
き
な
樹
の
下
に
そ
れ
を
敷
い
て
快

適
な
座
を
つ
く
っ
て
か
ら
坐
り
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
の
苦
行
だ
っ

た
ら
︑
固
い
石
の
上
や
刺
の
あ
る
植
物
の
上
︑
炎
天
下
︑
雨
ざ
ら

し
の
場
所
な
ど
︑
あ
え
て
坐
り
に
く
い
と
こ
ろ
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん

で
坐
っ
て
い
た
は
ず
で
す
︒
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
見
れ
ば
︑

樹
下
の
打
坐
の
前
と
は
世
界
に
対
す
る
態
度
が
ガ
ラ
リ
と
転
換
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒
そ
れ
ま
で
の
苦
行
が
あ
っ
て
初
め

て
樹
下
の
打
坐
が
成
立
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
と
き
に
大
き
な
修
行

態
度
の
シ
フ
ト
が
起
き
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
を
修
行
に
お
け

る
暴
力
性
の
乗
り
越
え
と
言
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
︑
と
思

う
の
で
す
が
ど
う
で
し
ょ
う
か
︒

そ
の
よ
う
な
シ
フ
ト
が
起
こ
り
そ
う
な
の
を
感
じ
た
悪
魔
は
︑
こ

の
ま
ま
だ
と
ま
ず
い
と
︑
邪
魔
し
よ
う
と
し
て
い
ろ
い
ろ
試
み
ま

す
︒
仏
陀
は
︑
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
降
参
さ
せ
た
か
と
い
う
こ
と

で
す
が
︑
こ
れ
も
ま
た
面
白
く
て
︑﹁
悪
魔
よ
︑
去
れ
﹂
と
︑
法
力

か
な
ん
か
を
使
っ
て
戦
う
と
い
う
か
︑
屈
服
さ
せ
た
の
で
は
な
く
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て
︑
樹
下
に
打
坐
し
て
い
た
仏
陀
は
︑
悪
魔
を
敵
と
し
て
戦
う
の

で
も
な
く
︑
か
と
い
っ
て
屈
服
す
る
の
で
も
な
く
︑
た
だ
穏
や
か

に
坐
り
続
け
る
の
で
す
︒
悪
魔
が
﹁
覚
り
な
ん
て
言
っ
た
っ
て
︑
ど

う
せ
お
ま
え
の
独
り
よ
が
り
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言

う
と
︑
覚
り
の
証
人
に
と
右
手
の
指
先
で
大
地
に
触
れ
る
と
︑
大

地
が
揺
れ
て
証
人
に
な
っ
て
く
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
こ

り
ま
す
︒
大
地
が
覚
り
を
証
明
し
て
く
れ
る
よ
う
な
在
り
方
︒
あ

の
と
き
仏
陀
は
す
べ
て
と
つ
な
が
っ
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
の
シ

ン
ボ
リ
ッ
ク
な
表
現
で
し
ょ
う
︒
こ
こ
が
一
番
大
事
な
と
こ
ろ
で
︑

世
界
か
ら
届
い
て
く
る
応
援
︑
あ
る
い
は
世
界
が
与
え
て
く
れ
る

サ
ポ
ー
ト
を
遮
断
し
な
い
で
︑
自
分
を
オ
ー
プ
ン
に
し
て
し
っ
か

り
受
け
入
れ
る
と
こ
ろ
で
︑
樹
下
の
打
坐
が
成
り
立
っ
て
い
る
の

で
す
︒
仕
切
り
や
区
切
り
を
脱
落
さ
せ
て
尽
一
切
に
開
か
れ
て
坐

っ
て
い
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
ま
で
は
怖
く
て
近
寄
ら
な
か
っ
た
動

物
た
ち
で
す
ら
そ
ば
に
寄
っ
て
き
て
︑
彼
を
見
守
っ
て
い
る
わ
け

で
す
ね
︒
暴
力
性
の
匂
い
が
し
な
い
か
ら
で
す
︒

大
乗
仏
教
の
伝
統
だ
と
︑
明
け
の
明
星
を
見
て
悟
ら
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
明
け
の
明
星
で
す
ら
打
坐
と
一
緒
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
だ
か
ら
︑
あ
の
と
き
の
仏
陀
は
︑
い
わ

ゆ
る
個
人
で
は
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
す
︒
個
人
的
吾
我
か
ら
尽

一
切
的
無
我
へ
と
い
う
根
本
的
な
変
化
が
起
き
て
い
た
︒

僕
は
そ
こ
に
︑
暴
力
的
な
も
の
に
対
す
る
乗
り
越
え
の
道
を
考

え
る
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
勝
手
に
考
え
て
い
ま
す
︒
仏

陀
は
悪
魔
を
降
魔
成
道
し
た
わ
け
で
す
か
ら
︑
降
参
︑
退
散
さ
せ

た
の
で
す
が
︑
殺
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
魔
を
消
滅
さ
せ

た
の
で
は
な
く
て
︑
魔
と
の
適
切
な
付
き
合
い
方
が
わ
か
っ
た
の

で
す
︒
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
さ
ん
は
悪
魔
が
ブ
ッ
ダ
の
と
こ

ろ
に
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
を
受
け
に
来
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
お
話

を
つ
く
ら
れ
て
も
い
ま
す
︒
悪
魔
を
暴
力
的
に
や
っ
つ
け
る
の
で

は
な
く
て
︑
悪
魔
と
友
達
に
な
る
︒
仏
陀
に
と
っ
て
は
︑
悪
魔
と

悪
魔
で
な
い
者
と
い
う
区
別
も
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
︒
自
分

の
修
行
を
邪
魔
す
る
も
の
は
悪
魔
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
︑
そ
う

い
う
分
離
・
分
断
的
な
ス
タ
ン
ス
︑
態
度
が
な
く
な
れ
ば
︑
悪
魔

も
弟
子
も
法
の
上
で
の
平
等
な
友
達
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
ね
︒

仏
陀
が
樹
下
に
打
坐
し
た
と
き
の
在
り
方
の
な
か
に
︑
暴
力
や

悪
魔
的
な
も
の
︑
悪
魔
と
い
う
の
は
︑
た
ぶ
ん
暴
力
を
シ
ン
ボ
ラ

イ
ズ
し
た
も
の
だ
と
考
え
て
も
い
い
と
思
う
の
で
す
が
︑
そ
れ
を

乗
り
越
え
る
一
つ
の
可
能
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
な
と
い
う

こ
と
で
す
︒

＊ 

本
稿
は
二
〇
一
六
年
四
月
一
五
日
︑
第
四
七
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会
の

発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
︒
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は
じ
め
に

個
々
人
が
自
ら
の
自
律
的
な
意
志
に
よ
っ
て
自
由
に
身
に
つ
け

る
身
体
技
法
と
︑
集
団
の
規
律
訓
練
を
通
し
て
身
に
つ
い
て
い
く

身
体
技
法
と
は
︑
と
り
あ
え
ず
異
な
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
事
柄
と
し

て
受
け
止
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
両
者
の
境
目
は
そ

れ
ほ
ど
明
瞭
で
は
な
い
︒
会
社
員
が
﹁
朝
活
﹂
と
し
て
行
う
座
禅

の
行
と
︑
会
社
が
社
員
研
修
と
し
て
行
う
座
禅
と
は
と
り
あ
え
ず

は
別
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
︑
共
通
す
る
要
素
は
多
く
︑
そ
の

中
間
的
な
形
態
の
よ
う
な
例
も
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

オ
ウ
ム
真
理
教
の
よ
う
な
宗
教
教
団
が
駆
使
し
た
身
体
技
法
と
︑

武
道
団
体
や
体
育
会
系
サ
ー
ク
ル
や
軍
隊
で
行
わ
れ
る
︑
規
律
訓

練
と
結
び
つ
い
た
身
体
技
法
と
の
間
の
隔
た
り
は
さ
ほ
ど
大
き
く

は
な
い
︒
日
本
社
会
は
世
界
的
に
見
て
も
︑
身
体
技
法
を
通
し
て

規
律
訓
練
を
行
う
こ
と
に
際
立
っ
て
習
熟
し
た
社
会
と
言
え
る
だ

ろ
う
︒
そ
れ
は
過
去
の
こ
と
で
は
な
い
︒
今
も
身
体
的
な
規
律
訓

練
を
通
し
て
社
会
統
制
を
行
お
う
と
す
る
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ

る
例
が
あ
る
︒
こ
の
稿
で
は
︑
日
の
丸
・
君
が
代
に
関
わ
る
学
校

で
の
身
体
的
規
律
訓
練
に
つ
い
て
︑
現
代
的
な
問
題
状
況
を
捉
え

る
と
と
も
に
︑
そ
の
歴
史
を
振
り
返
り
な
が
ら
︑
問
題
点
を
述
べ

て
い
く
こ
と
に
し
た
い
︒

二
〇
一
五
年
六
月
一
六
日
︑
下
村
博
文
文
部
科
学
大
臣
は
︑
全

八
六
の
国
立
大
学
長
ら
に
卒
業
式
や
入
学
式
で
国
旗
掲
揚
と
国
歌

斉
唱
を
行
う
よ
う
に
要
請
し
た
︒
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
か
つ
て

な
か
っ
た
こ
と
だ
︒﹁
朝
日
新
聞
﹂
六
月
一
七
日
号
は
︑
教
育
社
会

学
者
の
広
田
照
幸
︵
日
大
教
授
︶
の
︑﹁
大
学
に
と
っ
て
入
学
式
や

卒
業
式
は
重
要
な
教
育
の
場
だ
︒
そ
の
内
容
に
つ
い
て
時
の
政
府

が
特
定
の
あ
り
方
を
求
め
る
こ
と
は
︑
学
問
の
自
由
を
う
た
う
憲

法
二
三
条
や
︑
大
学
の
自
主
性
の
尊
重
を
う
た
う
教
育
基
本
法
七

条
に
照
ら
し
て
問
題
だ
﹂
と
の
コ
メ
ン
ト
を
引
い
て
い
る
︒

こ
の
文
科
相
に
よ
る
﹁
要
請
﹂
は
す
で
に
四
月
一
〇
日
の
記
者

会
見
の
席
で
語
ら
れ
て
い
た
︒
四
月
九
日
の
参
院
予
算
委
員
会
で

安
倍
晋
三
首
相
が
︑
国
立
大
学
の
入
学
式
な
ど
で
の
国
旗
・
国
歌

の
扱
い
に
つ
い
て
︑﹁
税
金
に
よ
っ
て
賄
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み

れ
ば
︑
教
育
基
本
法
の
方
針
に
の
っ
と
っ
て
正
し
く
実
施
さ
れ
る

べ
き
で
は
な
い
か
﹂
と
発
言
し
た
︒
こ
れ
を
受
け
て
︑
国
立
大
学

の
学
長
が
参
加
す
る
会
議
で
﹁
要
請
﹂
を
行
う
こ
と
を
検
討
し
て

い
る
と
述
べ
た
の
だ
︒
こ
れ
に
つ
い
て
︑﹁
日
本
経
済
新
聞
﹂
は
四

月
一
四
日
付
の
社
説
で
こ
う
論
じ
て
い
た
︒

掲
揚
・
斉
唱
は
小
中
学
校
で
は
当
た
り
前
だ
か
ら
︑
大
学
で

も
当
然
だ
と
い
う
声
は
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
︒

し
か
し
学
習
指
導
要
領
に
定
め
が
あ
る
初
等
中
等
教
育
と
︑

大
学
と
は
根
本
的
に
違
う
︒
大
学
は
そ
の
運
営
も
教
育
・
研
究

の
中
身
も
自
主
性
︑
自
律
性
が
尊
重
さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
︒
世

界
中
か
ら
人
を
受
け
入
れ
る
空
間
で
も
あ
る
︒
大
学
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
急
務
と
な
る
な
か
で
︑
国
公
立
︑
私
立
に
か
か
わ
ら

ず
画
一
的
な
統
制
は
な
じ
ま
な
い
︒

二
〇
〇
六
年
の
教
育
基
本
法
改
正
で
は
︑
大
学
の
自
主
・
自

律
の
尊
重
に
つ
い
て
新
た
に
条
文
が
追
加
さ
れ
た
︒
首
相
が﹁
基

本
法
に
の
っ
と
っ
て
﹂
と
述
べ
た
の
は
︑
同
法
の
﹁
わ
が
国
と

郷
土
を
愛
す
る
﹂
の
く
だ
り
を
指
し
て
い
る
よ
う
だ
が
︑
大
学

に
つ
い
て
の
条
文
に
も
目
配
り
が
ほ
し
い
も
の
だ
︒

下
山
文
科
相
は
︑
各
大
学
へ
の
要
請
は
﹁
強
制
で
は
な
く
︑
お

願
い
﹂
だ
と
い
う
︒
し
か
し
ま
さ
に
首
相
が
﹁
税
金
に
よ
っ
て

賄
わ
れ
て
い
る
﹂
と
述
べ
た
よ
う
に
︑
国
立
大
へ
の
交
付
金
の

さ
じ
加
減
は
文
科
省
が
握
っ
て
い
る
︒
そ
こ
か
ら
き
た
﹁
お
願

い
﹂
は
大
学
を
萎
縮
さ
せ
る
効
果
が
十
分
に
あ
ろ
う
︒

こ
れ
は
国
立
大
学
の
問
題
だ
が
︑
初
等
・
中
等
教
育
に
お
い
て

は
︑
長
期
に
わ
た
っ
て
深
刻
な
葛
藤
が
続
い
て
お
り
︑
多
く
の
訴

訟
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
二
〇
一
一
年
六
月
一
三

日
付
で
﹁
大
阪
府
の
施
設
に
お
け
る
国
旗
の
掲
揚
及
び
教
職
員
に

よ
る
国
歌
の
斉
唱
に
関
す
る
条
例
﹂
が
公
布
さ
れ
て
い
る
︒
翌
年
︑

大
阪
市
も
同
じ
内
容
の
条
例
を
定
め
て
い
る
︒
ど
う
し
て
日
の

丸
・
君
が
代
に
よ
る
身
体
的
規
律
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
︑
こ
の
よ
う

な
政
治
的
対
応
が
な
さ
れ
教
職
員
の
処
分
事
件
が
あ
い
つ
ぐ
の
だ

ろ
う
か
︒
こ
の
稿
で
は
主
に
東
京
都
の
公
立
学
校
で
二
〇
〇
三
年

32

第一部　霊的暴力と魔

日
の
丸・君
が
代
が
規
律
づ
け
る
身
体
と
精
神
の
自
由

―
卒
業
式
等
で
処
分
事
件
が
続
く
の
は
な
ぜ
か
？

第
一
部
❖
霊
的
暴
力
と
魔

島
薗　

進

上
智
大
学
グ
リ
ー
フ
ケ
ア
研
究
所
所
長
・
東
京
大
学
名
誉
教
授
／
宗
教
学



以
来
︑
続
い
て
い
る
問
題
を
取
り
上
げ
︑
問
題
の
所
在
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
︒

1
東
京
都
の「
一
〇・二
三
通
達
」「
実
施
指

針
」を
め
ぐ
っ
て

東
京
都
教
育
委
員
会
は
︑
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
三
日
に
説
明

会
を
開
き
︑
都
立
学
校
長
宛
の
﹁
通
達
﹂︑﹁
入
学
式
︑
卒
業
式
等

に
お
け
る
国
旗
掲
揚
及
び
国
歌
斉
唱
の
実
施
に
つ
い
て
﹂
と
︑
こ

れ
に
関
す
る
﹁
実
施
指
針
﹂
を
配
布
し
た
︒
こ
の
説
明
会
で
は
東

京
都
の
人
事
部
長
が
﹁
通
達
﹂﹁
実
施
指
針
﹂
を
細
か
く
説
明
し
た
︒

日
の
丸
掲
揚
と
君
が
代
斉
唱
を
教
育
指
導
上
の
問
題
で
は
な
く
︑

﹁
教
職
員
の
服
務
問
題
﹂
と
し
て
取
り
扱
う
都
教
委
の
姿
勢
を
示
し

た
も
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
日
の
丸
・
君
が
代
を
め
ぐ
っ
て
︑
東
京
都
が
都
立
学
校

の
教
員
を
厳
し
く
統
制
す
る
行
政
措
置
の
開
始
だ
っ
た
︒
高
校
教

員
と
し
て
こ
の
問
題
の
当
事
者
と
な
っ
た
岡
山
輝
明
は
﹁﹃
日
の

丸
・
君
が
代
﹄
の
強
制
と
都
立
高
校
改
革
﹂︵
日
本
社
会
臨
床
学
会

編
﹃﹁
教
育
改
革
﹂
と
労
働
の
い
ま ︵
シ
リ
ー
ズ
﹁
社
会
臨
床
の
視
界
﹂

第
一
巻
︶﹄
現
代
書
館
︑
二
〇
〇
八
年
︑
所
収
︶
と
い
う
論
考
で
︑

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
七
六
︲
七
七
頁
︶︒

説
明
の
内
容
は
︑
入
学
式
や
卒
業
式
な
ど
の
式
典
に
際
し
て
︑

校
長
と
し
て
教
職
員
に
職
務
命
令
を
出
し
︑
一
人
ず
つ
指
定
さ

れ
た
席
で
起
立
し
︑﹁
舞
台
壇
上
正
面
に
掲
揚
﹂
さ
れ
た
﹁
日
の

丸
﹂
に
正
対
し
て
︑
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
﹁
君
が
代
﹂
を
歌
う
よ
う

命
じ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
通
達
に
は
︑
こ
れ
に
基
づ
く

校
長
の
職
務
命
令
に
従
わ
な
け
れ
ば
︑﹁
職
務
上
の
責
任
を
問
わ

れ
る
こ
と
﹂
を
教
職
員
に
周
知
せ
よ
と
ま
で
明
記
さ
れ
て
い
た
︒

生
徒
や
保
護
者
︑
教
職
員
が
向
か
い
合
う
フ
ロ
ア
形
式
な
ど
も

事
実
上
禁
じ
ら
れ
︑
全
員
が
ス
テ
ー
ジ
を
正
面
と
し
て
位
置
す

る
よ
う
に
︑
会
場
設
営
に
つ
い
て
も
規
定
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う

な
式
典
に
あ
た
っ
て
各
学
校
が
積
み
重
ね
て
き
た
工
夫
・
裁
量

の
余
地
を
奪
い
︑
都
教
委
の
指
示
し
た
と
お
り
の
や
り
方
で
一

律
に
実
施
し
︑
教
職
員
が
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
処
分
す
る
ぞ

と
脅
し
た
の
で
あ
る
︒

卒
業
式
や
入
学
式
の
季
節
で
は
な
か
っ
た
が
︑
各
学
校
の
創
立

記
念
式
典
で
は
翌
月
か
ら
さ
っ
そ
く
校
長
が
教
職
員
一
人
ひ
と
り

を
名
宛
人
と
し
て
職
務
命
令
書
を
渡
し
始
め
た
︒
そ
こ
に
は
教
頭

が
立
ち
会
い
時
間
と
場
所
を
記
録
す
る
と
い
う
も
の
も
の
し
さ
だ
︒

ま
た
式
場
で
の
教
頭
の
席
は
教
職
員
席
の
末
尾
に
置
か
れ
︑

そ
の
背
後
に
は
都
教
委
か
ら
派
遣
さ
れ
た
指
導
主
事
等
の
席
が

用
意
さ
れ
た
︒
教
職
員
の
行
動
を
教
頭
が
監
視
し
︑
そ
の
教
頭

を
都
教
委
が
監
視
す
る
態
勢
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒
こ
れ

ま
で
の
よ
う
に
校
長
と
の
話
し
合
い
を
重
ね
︑
職
場
ご
と
に
さ

ま
ざ
ま
な
工
夫
を
編
み
出
す
余
地
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
︒
気
持

ち
よ
く
生
徒
を
送
迎
す
べ
き
卒
業
式
や
入
学
式
が
︑
ま
る
で
戒

厳
令
が
敷
か
れ
た
よ
う
な
状
態
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
︒︵
同
前
︑

七
七
頁
︶

こ
の
都
教
委
︑﹁
一
〇
・
二
三
通
達
﹂
と
﹁
実
施
指
針
﹂
は
︑
一

九
八
九
年
に
改
訂
さ
れ
た
学
習
指
導
要
領
に
︑﹁
入
学
式
や
卒
業
式

な
ど
に
お
い
て
は
︑
そ
の
意
義
を
踏
ま
え
︑
国
旗
を
掲
揚
す
る
と

と
も
に
︑
国
歌
を
斉
唱
す
る
よ
う
指
導
す
る
も
の
と
す
る
﹂
と
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
学
習
指
導
要
領
に
は
一
九
五
八
年
の

改
訂
以
来
︑
国
民
の
祝
日
等
の
学
校
行
事
に
お
い
て
儀
式
な
ど
を

行
う
場
合
に
は
︑﹁
国
旗
を
掲
揚
し
︑
君
が
代
︵
七
七
年
の
改
訂
か

ら
は
﹁
国
歌
﹂︶
を
斉
唱
さ
せ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
﹂
と
あ
っ
た
の

だ
が
︑
八
九
年
の
改
訂
は
祝
日
の
儀
式
を
卒
業
式
等
に
置
き
換
え
︑

画
一
的
な
強
制
へ
と
歩
み
を
進
め
た
も
の
で
あ
る
︒
実
際
に
は
︑
そ

れ
ま
で
の
学
習
指
導
要
領
の
規
定
を
根
拠
に
︑
卒
業
式
等
で
の
国

旗
掲
揚
国
歌
斉
唱
が
広
め
ら
れ
て
き
て
い
た
の
だ
が
︑
そ
れ
を
明

文
化
し
て
義
務
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
だ
︒

こ
れ
以
後
︑
日
の
丸
・
君
が
代
を
め
ぐ
っ
て
学
校
現
場
で
さ
ら

に
処
分
事
件
が
相
次
ぐ
︒

一
九
八
九
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
前
に
も
処
分
事
件
は
少

な
く
な
か
っ
た
︒
文
部
省
は
一
九
八
五
年
に
前
年
度
の
国
旗
国
歌

実
施
状
況
の
全
国
調
査
を
行
っ
た
︒
平
均
す
る
と
﹁
日
の
丸
﹂
は

小
学
校
九
二
・
五
％
︑
中
学
校
九
一
・
二
％
︑
高
校
八
一
・
六
％
︑

﹁
君
が
代
﹂
は
小
学
校
七
二
・
八
％
︑
中
学
校
六
八
・
〇
％
︑
高
校

五
三
・
三
％
の
実
施
率
だ
っ
た
︒
都
道
府
県
・
政
令
指
定
都
市
別

で
は
い
ず
れ
も
〇
～
一
〇
〇
％
ま
で
幅
が
あ
っ
た
︒
こ
の
結
果
を

踏
ま
え
て
八
五
年
九
月
五
日
に
国
旗
国
歌
徹
底
通
知
が
文
部
省
か

ら
出
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
契
機
に
強
制
圧
力
が
高
ま
り
︑
教
職
員
の

処
分
が
全
国
で
相
次
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
︒
処
分
者
数
は
︑
一
九
八

五
年
度
五
一
人
︑
八
六
年
度
一
四
六
人
︑
八
七
年
度
四
六
人
︑
八

八
年
度
三
一
人
︑
八
九
年
度
一
二
人
︑
九
〇
年
度
一
一
八
人
︑
九

一
年
度
二
二
〇
人
︑
九
二
年
度
一
三
七
人
︑
九
三
年
度
一
〇
九
人
︑

九
四
年
度
二
一
人
︒︵
岡
村
達
雄
﹃
処
分
論

―
﹁
日
の
丸
﹂﹁
君
が

代
﹂
と
公
教
育
﹄
イ
ン
パ
ク
ト
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
︑
一
二
︲
二
一

頁
︶︒
九
八
年
度
以
降
︑
さ
ら
に
処
分
事
件
は
続
い
て
い
く
︒

九
九
年
二
月
に
は
広
島
県
立
世
羅
高
校
の
石
川
校
長
の
自
殺
事

件
も
あ
り
︑
同
年
八
月
に
﹁
国
旗
・
国
歌
法
﹂
が
成
立
し
て
い
る
︒

だ
が
︑
こ
の
法
律
は
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
︑
罰
則
規
定
な
ど
は
な

い
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
二
〇
〇
三
年
の
東
京
都
の
職
務
命
令
が
﹁
ま

る
で
戒
厳
令
が
敷
か
れ
た
よ
う
な
状
態
﹂
と
さ
れ
る
の
は
︑
監
視

体
制
や
職
務
命
令
と
い
う
形
に
も
よ
る
が
︑
文
書
が
指
示
す
る
内

容
に
も
よ
っ
て
い
る
︒﹁
入
学
式
︑
卒
業
式
等
に
お
け
る
国
旗
掲
揚

及
び
国
歌
斉
唱
に
関
す
る
実
施
指
針
﹂
で
は
︑﹁
国
旗
と
都
旗
を
正

面
に
掲
揚
す
る
︒
国
歌
斉
唱
は
ピ
ア
ノ
伴
奏
等
で
行
う
﹂︑﹁
教
職

員
は
国
旗
に
向
か
っ
て
起
立
し
︑
国
歌
を
斉
唱
す
る
﹂︑﹁
児
童
・

生
徒
が
正
面
を
向
い
て
着
席
す
る
よ
う
に
設
営
す
る
﹂
な
ど
と
こ

と
細
か
に
身
体
的
統
制
を
求
め
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
一
〇
・
二
三

通
達
﹂
で
は
︑﹁
国
旗
掲
揚
及
び
国
歌
斉
唱
の
実
施
に
当
た
り
︑
教

職
員
が
本
通
達
に
基
づ
く
校
長
の
職
務
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
︑

服
務
上
の
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
︑
教
職
員
に
周
知
す
る
こ
と
﹂

と
﹁
処
分
す
る
ぞ
﹂
と
の
規
律
的
警
告
ま
で
書
き
込
ま
れ
て
い
る
︒

東
京
都
の
﹁
一
〇
・
二
三
通
達
﹂
と
﹁
実
施
指
針
﹂
に
対
し
て

は
直
ち
に
﹁
国
歌
斉
唱
義
務
不
存
在
確
認
等
請
求
訴
訟
﹂︵
平
成
一

六
年
︵
行
ウ
︶
第
五
〇
号
他
︶
が
起
こ
さ
れ
た
︒
実
際
に
懲
戒
処
分

を
受
け
て
か
ら
こ
れ
を
不
当
と
し
て
争
う
の
で
は
な
く
︑
事
前
に
︑

処
分
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
︑
そ
も
そ
も
起
立
斉
唱
や
ピ
ア
ノ
伴

奏
の
義
務
が
な
い
こ
と
の
確
認
を
裁
判
所
に
求
め
た
の
で
あ
る
︵
こ

れ
を
略
し
て
﹁
予
防
訴
訟
﹂
と
い
う
︶︒
第
四
次
ま
で
で
原
告
四
〇
一

人
︑
弁
護
団
五
六
人
を
数
え
て
い
る
︒
二
〇
〇
六
年
に
は
東
京
地

裁
で
は
難
波
孝
一
裁
判
長
に
よ
っ
て
︑
教
職
員
は
﹁
一
〇
・
二
三
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通
達
﹂
等
に
従
う
義
務
は
な
い
と
い
う
原
告
勝
訴
の
判
決
が
下
さ

れ
た
︒
し
か
し
︑
二
〇
一
一
年
︑
東
京
高
裁
は
訴
訟
要
件
を
欠
く

こ
と
を
主
な
理
由
と
し
て
こ
の
判
決
を
取
り
消
し
︑
原
告
敗
訴
と

な
っ
た
︒

他
方
︑
実
際
に
懲
戒
処
分
を
受
け
た
都
立
の
高
校
や
養
護
学
校

︵
現
特
別
支
援
学
校
︶︑
ほ
ぼ
同
様
に
国
旗
国
歌
が
強
制
さ
れ
て
い
る

区
市
町
村
立
小
中
学
校
の
教
職
員
は
︑
合
わ
せ
る
と
二
○
一
五
年

度
の
卒
業
式
ま
で
の
一
三
年
間
で
延
べ
四
七
八
人
を
数
え
る
︒
処

分
取
り
消
し
を
求
め
る
裁
判
は
︑
現
在
四
次
訴
訟
が
係
争
中
で
あ

る
︒
三
次
訴
訟
ま
で
の
判
決
で
は
︑
戒
告
は
是
認
さ
れ
た
も
の
の
︑

減
給
や
停
職
等
重
す
ぎ
る
処
分
に
つ
い
て
は
慎
重
な
考
慮
が
必
要

と
し
て
取
り
消
し
が
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
て
い
る
︒
一
〇
・
二
三
通
達

と
職
務
命
令
自
体
は
︑
判
決
で
違
憲
違
法
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
た

め
︑
職
務
命
令
は
今
日
も
そ
の
ま
ま
出
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
公

務
員
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
処
分
取
消
に
つ
い
て
は
︑
裁
判
以
前
に

ま
ず
人
事
委
員
会
へ
の
不
服
審
査
の
請
求
が
あ
る
︒
現
在
審
査
請

求
し
て
い
る
の
は
二
五
名
で
あ
る
︒
他
に
も
︑
職
務
命
令
違
反
を

理
由
に
定
年
退
職
後
の
再
雇
用
等
が
拒
否
さ
れ
て
お
り
︑
こ
の
撤

回
や
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
が
続
い
て
い
る
︵
被
処
分
者
の
会
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジhttp://w

w
w7a.biglobe.ne.jp/~hishobunshanokai/

︶︒

か
け
が
え
の
な
い
人
生
の
あ
る
時
期
を
そ
こ
で
過
ご
す
生
徒
た

ち
で
あ
る
︒
そ
の
生
徒
た
ち
を
送
り
迎
え
る
大
切
な
集
い
の
場
に

お
い
て
︑
徹
底
的
な
監
視
の
下
で
上
位
者
に
服
従
し
画
一
的
な
集

団
的
身
体
規
律
に
従
う
こ
と
を
強
い
る
の
は
異
様
な
こ
と
で
あ
る
︒

あ
た
か
も
軍
隊
の
よ
う
で
あ
る
︑
ま
た
︑
教
員
に
踏
み
絵
を
課
す

か
の
よ
う
で
あ
る
と
も
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
︒
一
八
九
一
年
に

﹁
御
名
御
璽
﹂
の
あ
る
教
育
勅
語
に
対
す
る
礼
拝
を
躊
躇
し
た
内
村

鑑
三
が
第
一
高
等
中
学
校
を
辞
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
﹁
内
村

鑑
三
不
敬
事
件
﹂
も
思
い
起
こ
さ
せ
る
︒

有
無
を
言
わ
せ
ぬ
職
務
命
令
に
よ
る
強
制
が
な
さ
れ
る
こ
と
自

体
︑
教
育
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
で
は
︑
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
さ
れ
︑
正
当
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
だ

ろ
う
か
︒
ま
た
︑
正
当
で
は
な
い
と
す
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
理
由

に
よ
っ
て
﹁
正
当
で
は
な
い
﹂
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
に
は
︑︵
1
︶
教
育
の
場
に
お

い
て
︑
日
の
丸
・
君
が
代
を
め
ぐ
っ
て
全
員
参
加
の
規
律
あ
る
集

団
行
動
を
と
る
こ
と
に
高
い
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
︑︵
2
︶

そ
の
価
値
に
同
意
し
な
い
教
員
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
︑︵
3
︶
そ

こ
で
生
じ
る
葛
藤
に
お
い
て
︑
有
無
を
い
わ
せ
ぬ
強
制
と
い
う
手

段
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
こ
の
よ
う
な
事
態
が
な
ぜ
生
じ
て
い

る
の
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒

2
「
儀
式
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼
的
所
作
」

の
性
格

今
あ
げ
た
三
つ
の
問
い
の
う
ち
︑
最
初
の
二
つ
は
密
接
に
関
係

し
あ
っ
て
い
る
︒﹁
全
員
参
加
の
規
律
あ
る
集
団
行
動
を
と
る
こ
と

に
高
い
価
値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
﹂︑
そ
の
こ
と
に
対
し
て
納
得
で

き
な
い
と
思
う
教
員
た
ち
が
多
い
︒
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

﹁
納
得
で
き
な
い
﹂
と
い
う
思
い
の
な
か
に
は
︑
集
団
規
律
に
服

さ
せ
る
や
り
方
が
監
視
と
強
制
に
よ
る
身
体
の
統
制
と
い
う
形
を

と
っ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
疑
問
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
教
育
現
場
で

か
ん
た
ん
に
秩
序
あ
る
集
団
行
動
が
と
れ
な
い
こ
と
は
少
な
く
な

い
は
ず
だ
︒
多
様
な
構
成
員
が
い
て
︑
多
様
な
価
値
観
を
も
ち
︑
多

様
な
判
断
を
行
う
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
か
ら
だ
︒
そ
れ
に
対
し

て
︑
細
部
に
至
る
ま
で
集
団
秩
序
に
従
わ
せ
る
︒
さ
も
な
く
ば
処

分
す
る
と
い
う
態
度
は
︑
そ
れ
自
体
︑
構
成
員
の
人
格
権
を
侵
す

可
能
性
が
あ
る
︒

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
し
た
手
段
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
︑
ま

さ
に
︑﹁
全
員
参
加
の
規
律
あ
る
集
団
行
動
を
と
る
こ
と
に
高
い
価

値
が
付
与
さ
れ
て
い
る
﹂
こ
と
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ

れ
に
対
し
︑
従
わ
な
い
人
が
あ
る
場
合
に
︑
有
無
を
言
わ
さ
ぬ
措

置
で
命
令
に
服
さ
せ
る
に
足
る
価
値
が
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
︒
一
方
︑
従
い
た
く
な
い
人
は
︑
良
心
に
基
づ
き
そ

う
は
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

な
お
︑
学
習
指
導
要
領
に
は
︑
す
で
に
一
九
五
八
年
の
改
訂
で

﹁
集
団
行
動
に
お
け
る
規
律
的
な
態
度
を
育
て
る
﹂
こ
と
が
小
中
高

の
学
校
行
事
等
の
項
目
で
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
八
九
年
改
訂
の
高

校
版
で
は
︑
学
校
行
事
に
つ
い
て
︑
七
八
年
改
訂
と
同
趣
旨
の
︑

﹁
全
校
又
は
学
年
を
単
位
と
し
て
︑
学
校
生
活
に
秩
序
と
変
化
を
与

え
︑
集
団
へ
の
帰
属
感
を
深
め
︑
学
校
生
活
の
充
実
と
発
展
に
資

す
る
体
験
的
な
活
動
を
行
う
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
つ

い
て
佐
藤
秀
夫
は
︑﹁
特
に
﹁
集
団
へ
の
所
属
感
を
深
め
﹂
の
文
言

の
挿
入
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒
後
述
す
る
儀
式
的
行
事
の
文

言
改
変
︵
国
旗
国
歌
条
項
︶
と
関
連
付
け
て
考
え
る
と
︑
学
校
集
団

へ
の
帰
属
を
通
じ
て
︑
よ
り
大
き
な
集
団
︑
す
な
わ
ち
国
家
へ
の

帰
属
に
結
果
さ
せ
よ
う
と
す
る
︑
明
治
以
来
の
学
校
行
事
観
に
通

底
す
る
意
向
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
﹂
と
述
べ
て
い

る
︵
佐
藤
秀
夫
編
﹃
日
本
の
教
育
課
題
五　

学
校
行
事
を
見
直
す
﹄
東

京
法
令
出
版
︑
二
〇
〇
二
年
︑
一
八
頁
︶︒
こ
う
し
た
集
団
規
律
の
強

調
と
日
の
丸
・
君
が
代
の
強
制
が
組
み
合
わ
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

特
定
の
神
聖
な
実
在
へ
の
忠
誠
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
対
立
は
日
の
丸
・
君
が
代
が
何
を
表
す
も
の
か
に
つ
い
て

の
認
識
と
関
わ
っ
て
い
る
︒
二
〇
一
一
年
五
月
三
〇
日
の
﹁
再
雇

用
拒
否
処
分
取
消
等
請
求
訴
訟
﹂︵
平
成
二
二
年
︵
行
ツ
︶
第
五
四

号
︶
の
最
高
裁
判
決
で
は
︑
原
告
側
の
主
張
が
次
の
よ
う
に
要
約

さ
れ
て
い
る
︒

上
告
人
は
︑
卒
業
式
に
お
け
る
国
歌
斉
唱
の
際
の
起
立
斉
唱

行
為
を
拒
否
す
る
理
由
に
つ
い
て
︑
日
本
の
侵
略
戦
争
の
歴
史

を
学
ぶ
在
日
朝
鮮
人
︑
在
日
中
国
人
の
生
徒
に
対
し
︑﹁
日
の

丸
﹂
や
﹁
君
が
代
﹂
を
卒
業
式
に
組
み
入
れ
て
強
制
す
る
こ
と

は
︑
教
師
と
し
て
の
良
心
が
許
さ
な
い
と
い
う
考
え
を
有
し
て

い
る
旨
主
張
す
る
︒
こ
の
よ
う
な
考
え
は
︑﹁
日
の
丸
﹂
や
﹁
君

が
代
﹂
が
戦
前
の
軍
国
主
義
等
と
の
関
係
で
一
定
の
役
割
を
果

た
し
た
と
す
る
上
告
人
自
身
の
歴
史
観
な
い
し
世
界
観
か
ら
生

ず
る
社
会
生
活
上
な
い
し
教
育
上
の
信
念
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
被
告
の
東
京
都
教
育
委
員
会
の
主
張
を
是
と

す
る
判
事
側
は
︑﹁
国
旗
と
し
て
の
日
の
丸
の
掲
揚
及
び
国
歌
と
し

て
の
﹁
君
が
代
﹂
の
斉
唱
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の

事
実
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
︑
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
︒︹

︙
︙
︺
学
校
の
儀
式
的
行
事
で
あ
る
卒
業
式
等
の
式
典
に
お
け

る
国
歌
斉
唱
の
際
の
起
立
斉
唱
行
為
は
︑
一
般
的
︑
客
観
的
に

見
て
︑
こ
れ
ら
の
式
典
に
お
け
る
慣
例
上
の
儀
礼
的
な
所
作
と
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し
て
の
性
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
︑
か
つ
︑
そ
の
よ
う
な
所

作
と
し
て
外
部
か
ら
も
認
識
さ
れ
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒

よ
っ
て
︑
起
立
斉
唱
を
行
わ
せ
る
こ
と
は
︑﹁
上
告
人
の
有
す
る

歴
史
観
な
い
し
世
界
観
を
否
定
す
る
こ
と
と
不
可
分
に
結
び
つ
く

も
の
と
は
い
え
﹂
な
い
︒
日
の
丸
・
君
が
代
が
世
界
観
や
信
念
に

関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
︑
世
俗
的
で
中
立
的
な
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
示
す
際
︑
裁
判
所
が
し
ば
し
ば
用
い
て
き
た
の
は
﹁
儀

式
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼
的
所
作
﹂
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒

加
え
て
︑
同
判
決
の
竹
内
行
夫
裁
判
官
補
足
意
見
は
︑
国
旗
や

国
歌
に
対
す
る
敬
意
に
つ
い
て
特
記
し
て
い
る
︒
ス
ポ
ー
ツ
競
技

の
開
会
式
な
ど
の
種
々
の
行
事
や
式
典
で
国
旗
掲
揚
や
国
歌
演
奏

が
な
さ
れ
て
お
り
︑
国
際
社
会
に
お
い
て
は
他
国
の
国
旗
︑
国
歌

に
対
す
る
敬
意
の
表
明
は
国
際
常
識
︑
国
際
マ
ナ
ー
と
も
さ
れ
て

い
る
︒
こ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
行
動
は
国
際
的
な
批
判
を
浴
び
る
︒

他
の
国
の
国
旗
︑
国
歌
に
対
す
る
敬
意
を
養
う
に
は
︑
ま
ず
自
国

の
国
旗
︑
国
歌
に
対
す
る
敬
意
が
必
要
で
あ
り
︑
学
校
教
育
に
お

い
て
も
こ
の
点
へ
の
配
慮
が
な
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
述
べ
て
い

る
︒こ

の
点
に
つ
い
て
︑
二
〇
〇
六
年
の
東
京
地
裁
︵
難
波
孝
一
裁
判

長
︶
の
判
決
は
︑
か
な
り
異
な
る
判
断
を
下
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
我
が
国
に
お
い
て
︑
日
の
丸
︑
君
が
代
は
︑
明

治
時
代
以
降
︑
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
の
間
︑
皇
国
思
想

や
軍
国
主
義
思
想
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
こ

と
が
あ
る
こ
と
は
否
定
し
難
い
歴
史
的
事
実
で
あ
り
︑
国
旗
・

国
歌
法
に
よ
り
︑
日
の
丸
︑
君
が
代
が
国
旗
︑
国
歌
と
規
定
さ

れ
た
現
在
に
お
い
て
も
︑
な
お
国
民
の
間
で
宗
教
的
︑
政
治
的

に
み
て
日
の
丸
︑
君
が
代
が
価
値
中
立
的
な
も
の
と
認
め
ら
れ

る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

︵
弁
論
の
全
趣
旨
︶︒
こ
の
た
め
︑
国
民
の
間
に
は
︑
公
立
学
校
の

入
学
式
︑
卒
業
式
等
の
式
典
に
お
い
て
︑
国
旗
掲
揚
︑
国
歌
斉

唱
を
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
者
も
少
な
か
ら
ず
お
り
︑
こ
の
よ

う
な
世
界
観
︑
主
義
︑
主
張
を
持
つ
者
の
思
想
・
良
心
の
自
由

も
︑
他
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
な
ど
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い

限
り
︑
憲
法
上
︑
保
護
に
値
す
る
権
利
と
い
う
べ
き
で
あ
る
︒

こ
の
判
決
文
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
世
界
観
︑
主
義
︑
主
張
﹂

に
つ
い
て
︑﹁
宗
教
上
の
信
仰
に
準
ず
る
﹂
も
の
と
も
見
て
い
る
︒

そ
れ
は
ま
た
︑﹁
特
定
の
宗
教
や
そ
れ
に
準
ず
る
信
条
に
従
う
の
を

強
制
さ
れ
な
い
自
由
﹂
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
憲
法
一

九
条
に
は
︑﹁
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
︑
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら

な
い
﹂
と
あ
る
が
︑
そ
の
な
か
に
は
﹁
宗
教
信
仰
に
準
ず
る
﹂
よ

う
な
﹁
世
界
観
︑
主
義
︑
主
張
﹂
に
従
っ
て
強
制
を
拒
む
こ
と
も

含
ま
れ
る
と
見
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
東
京
地
裁
判
決
で
は
﹁
日
の
丸
︑
君
が
代
が
価
値
中
立
的

な
も
の
﹂
と
し
て
︑
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
国
民
が
少
な
く
な
い
と

見
て
い
る
︒
二
〇
一
一
年
最
高
裁
判
決
の
竹
内
裁
判
官
補
足
意
見

で
︑﹁
自
国
の
国
旗
︑
国
歌
に
対
す
る
敬
意
﹂
は
学
校
で
当
然
︑
養

う
べ
き
も
の
だ
と
さ
れ
︑
も
っ
ぱ
ら
共
有
さ
れ
る
価
値
を
担
う
も

の
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑
価
値
評
価
が
分
か
れ
が
ち
だ
と
見

な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
は
﹁
日
の
丸
︑
君
が

代
は
︑
明
治
時
代
以
降
︑
第
二
次
世
界
大
戦
終
了
ま
で
の
間
︑
皇

国
思
想
や
軍
国
主
義
思
想
の
精
神
的
支
柱
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き

た
﹂
こ
と
に
よ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒

で
は
︑
実
際
は
ど
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
日
の
丸
掲
揚
・
君

が
代
斉
唱
の
画
一
的
な
実
行
に
よ
っ
て
︑
思
想
・
良
心
の
自
由
が

脅
か
さ
れ
る
と
い
う
考
え
に
は
ど
れ
ほ
ど
の
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ

う
か
︒
そ
れ
は
単
な
る
主
観
的
な
恐
れ
で
あ
り
︑
現
代
の
国
際
社

会
の
な
か
の
一
国
の
国
民
と
し
て
は
﹁
自
然
で
あ
る
は
ず
﹂
の
国

旗
掲
揚
・
国
歌
斉
唱
と
は
︑
だ
い
ぶ
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
世
界

観
︑
主
義
︑
主
張
﹂
と
し
て
十
分
考
慮
す
べ
き
も
の
︑
あ
る
い
は

﹁
宗
教
上
の
信
仰
に
準
ず
る
﹂
よ
う
な
信
念
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
︒
こ
こ
が
判
断
の
一
つ
の
分
か
れ
目
と
な
る
だ
ろ
う
︒

以
下
で
は
︑
ま
ず
︑
一
九
四
五
年
八
月
の
敗
戦
ま
で
の
時
期
の

日
の
丸
︑
君
が
代
が
担
っ
て
き
た
も
の
に
つ
い
て
検
討
す
る
︒

3
国
家
神
道
体
制
下
の
日
の
丸・君
が
代

戦
前
の
日
本
は
︑
国
民
生
活
が
国
体
論
と
一
体
の
天
皇
崇
敬
に

従
う
度
合
い
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
︒
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
末
期

に
な
る
と
︑
神
権
的
国
体
論
︵
佐
藤
幸
治
︑
二
〇
一
五
︶
の
支
配
が

強
ま
り
︑
軍
隊
を
は
じ
め
と
し
て
生
活
の
広
範
な
領
域
で
天
皇
の

神
聖
性
が
強
調
さ
れ
︑
天
皇
と
お
国
の
た
め
に
い
の
ち
を
捧
げ
る

と
い
う
観
念
が
浸
透
し
て
い
っ
た
︒
国
家
神
道
で
国
が
一
丸
と
な

っ
た
と
言
え
る
︒
学
校
行
事
は
そ
の
国
家
神
道
の
柱
の
一
つ
だ
っ

た
︵
島
薗
進
︑
二
〇
一
〇
︶︒
そ
こ
で
は
﹁
儀
式
的
行
事
に
お
け
る

儀
礼
的
所
作
﹂
に
よ
っ
て
︑
神
的
な
起
源
を
も
つ
天
皇
へ
の
崇
敬

が
鼓
吹
さ
れ
て
き
た
の
だ
っ
た
︒

こ
れ
は
明
治
維
新
直
後
か
ら
一
貫
し
て
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
︒
学
校
が
国
体
論
や
天
皇
崇
敬
の
鼓
吹
の
場
と
な
っ

て
い
く
の
は
︑
一
八
九
〇
年
の
教
育
勅
語
の
煥
発
以
後
の
こ
と
で

あ
る
︒
学
校
に
お
い
て
︑
教
育
勅
語
は
天
皇
が
降
し
た
神
聖
な
言

葉
と
し
て
尊
ば
れ
︑
暗
唱
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
一

旦
緩
急
ア
レ
バ
義
勇
公
ニ
奉
ジ
以
テ
天
壌
無
窮
ノ
皇
運
ヲ
扶
翼
ス

ベ
シ
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒﹁
天
壌
無
窮
﹂
は
天
照
大
神
が
瓊に

瓊に

杵ぎ
の

命み
こ
とに
与
え
た
と
さ
れ
る
﹁
天
壌
無
窮
の
神
勅
﹂
を
示
唆
す
る
も
の

だ
︒﹃
日
本
書
紀
﹄
に
あ
る
﹁
天
壌
無
窮
の
神
勅
﹂
の
読
み
下
し
文

と
現
代
語
訳
は
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

︹
読
み
下
し
文
︺
豊と

よ

葦あ
し

原は
ら

の
千ち

五い

百ほ

秋あ
き

の
瑞み
ず

穂ほ

の
国
は
︑
是こ

れ
吾あ

が
子う
み
の
こ孫

の
王き
み

た
る
べ
き
地く
に

也
︒
宜
し
く
爾
い
ま
し

皇す
め

孫み
ま

︑
就ゆ

き
て
治し
ら

せ
︒

行さ
き
く
ま
せ

矣
︑
寶
あ
ま
つ

祚ひ
つ
ぎの

隆さ
か

え
ま
さ
む
こ
と
︑
当ま
さ

に
天あ
め

壤つ
ち

と
窮き
わ
まり

無
か
る

べ
し
︒

︹
現
代
語
訳
︺
日
本
国
は
︑
我
が
子
孫
が
王
た
る
べ
き
国
で
あ
る
︒

さ
あ
瓊
瓊
杵
尊
よ
︑
行
っ
て
︑
し
っ
か
り
と
治
め
な
さ
い
︒
恙

つ
つ
が

な
く
お
行
き
な
さ
い
︒
天あ
ま

津つ

日ひ

嗣つ
ぎ

︵
寶
祚
＝
皇
位
︶
は
︑
天
地
と

共
に
永
遠
に
栄
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
︒

教
育
勅
語
が
発
せ
ら
れ
て
学
校
行
事
に
な
る
と
︑
や
が
て
﹁
勅

語
奉
答
﹂︵
中
村
秋
香
作
詞
︶
と
い
う
唱
歌
も
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な

る
︒あ

な
︑
と
う
と
し
な
︑
／
大お
お
み
こ
と

勅
語
／
み
こ
と
の
趣む

ね旨
を　

心
に

刻え

り
て
︑
／
露
も　

そ
む
か
じ　

朝
夕
に
︒
／
あ
な
︑
と
う
と

し
な
︑
／
大
勅
語
︒
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日の丸・君が代が規律づける身体と精神の自由―卒業式等で処分事件が続くのはなぜか？



一
八
九
一
年
に
は
﹁
小
学
校
に
於
け
る
祝
日
大
祭
日
の
儀
式
に

関
す
る
規
程
﹂
が
発
布
さ
れ
て
画
一
的
な
天
皇
崇
敬
儀
式
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
る
︒
そ
こ
で
︑
教
育
勅
語
と
と
も
に
大
き
な
役
割

を
果
た
し
た
の
は
御
真
影
で
あ
る
︒
御
真
影
と
は
明
治
時
代
に
な

っ
て
天
皇
・
皇
后
の
肖
像
写
真
を
神
聖
な
も
の
と
し
て
︑
そ
う
よ

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
だ
︒
学
校
に
下
賜
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
一
八
八
七
年
か
ら
で
あ
る
︒
明
治
末
に
は
半
ば
ほ
ど
の
学
校

が
奉
置
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

山
本
信
良
・
今
野
敏
彦
の
﹃
大
正
・
昭
和
教
育
の
天
皇
制
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー[

Ⅰ]

学
校
行
事
の
宗
教
的
性
格
﹄︵
新
泉
社
︑
一
九
七
六

年
︶
は
︑
教
育
勅
語
や
御
真
影
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か
に

つ
い
て
豊
富
な
資
料
を
掲
載
し
て
い
る
が
︑
一
九
一
八
年
の
徳
島

県
撫
養
小
学
校
の
校
規
の
﹁
朝
拝
﹂
の
規
程
か
ら
冒
頭
部
分
を
引

く
︒

朝
拝
／
尊
皇
報
国
の
精
神
涵
養
と
実
行
の
た
め
に
行
う
︒
／

男
子
は
毎
週
月
曜
日
︵
土
居
校
長
時
代
よ
り
火
曜
日
︶
女
子
は
毎

週
木
曜
日
︑
御
影
奉
置
所
前
の
廊
下
に
整
列
し
︑
御
影
に
対
し

て
最
敬
礼
を
し
て
皇
室
の
御
盛
運
を
祈
り
︑
各
自
携
帯
の
﹃
身

の
ま
も
り
﹄
に
よ
っ
て
勅
語
又
は
詔
書
を
奉
読
し
そ
の
御
趣
旨

に
副
う
よ
う
自
覚
さ
せ
る
︒︵
三
四
七
頁
︶

こ
の
よ
う
な
学
校
行
事
の
国
家
神
道
的
側
面
は
昭
和
に
な
る
と

さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
く
︒
山
本
信
良
・
今
野
敏
彦
は
こ
れ
を
﹁
天

皇
制
の
マ
ツ
リ
﹂
と
よ
ん
で
︑
こ
う
述
べ
て
い
る
︒

昭
和
一
〇
年
代
に
至
っ
て
︑
児
童
生
徒
が
帝
国
の
強
き
﹁
御

民
﹂
に
な
る
決
意
を
強
固
に
抱
く
べ
く
動
機
づ
け
を
与
え
た
の

は
︑
教
育
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
︑
教
育
の
な
か
で
︑
こ

の
動
機
づ
け
に
も
っ
と
も
力
あ
っ
た
も
の
が
学
校
行
事
で
あ
り
︑

そ
れ
は
皇
室
尊
崇
観
念
の
養
成
と
い
う
目
標
を
擁
立
し
て
い
た
︒

こ
う
し
た
行
事
の
目
標
は
︑
天
皇
・
皇
后
・
皇
族
の
歓
送
迎
︑
と

き
に
は
御
親
閲
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
実
現
の
運
び
と
な
り
︑
天

皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
︑
ま
さ
に
た
た
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な

る
︒
さ
ら
に
ま
た
︑
修
身
・
国
語
・
歴
史
な
ど
の
教
科
書
を
通

し
て
︑
天
皇
の
絶
対
性
と
神
格
性
が
固
く
植
え
つ
け
ら
れ
て
い

た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
教
育
︑
と
り
わ
け
学
校
行
事
を
中
心
と
す
る
教

育
の
徹
底
化
の
み
で
︑
自
ら
陸
・
海
軍
志
願
兵
と
な
り
︑﹁
一
死

奉
公
国
に
尽
す
﹂
意
識
が
培
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒︹
︙
︙
︺

そ
の
受
容
の
速
度
は
驚
く
ほ
ど
に
早
く
︑
か
つ
余
り
に
も
庶
民

の
共
鳴
の
も
と
に
沈
着
し
て
い
る
︒
は
た
し
て
こ
れ
は
︑
権
力

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
側
の
︑
操
作
の
絶
妙
さ
に
あ
る
と
の
み
解
釈

し
て
よ
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
に
一
つ
の
疑
問
が
残

る
の
で
あ
る
︒︵
二
三
︲
二
四
頁
︶

で
は
︑
学
校
儀
式
の
な
か
で
日
の
丸
・
君
が
代
は
ど
の
よ
う
な

位
置
を
占
め
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
日
の
丸
﹂
の
掲
揚
は
一
八
八

〇
年
代
後
半
か
ら
始
め
ら
れ
て
お
り
︑
君
が
代
の
斉
唱
の
明
文
規

定
は
早
く
も
一
九
〇
〇
年
の
第
三
次
小
学
校
令
施
行
規
則
で
な
さ

れ
て
い
る
︒
な
お
︑
入
学
式
・
卒
業
式
が
学
校
儀
式
に
導
入
さ
れ

る
の
は
一
八
九
二
年
の
第
二
次
小
学
校
令
の
施
行
以
後
の
こ
と
で

あ
る
︵
佐
藤
秀
夫
﹁
学
校
観
の
成
立

―
小
学
校
に
お
け
る
課
程
編
制

の
形
成
過
程
を
中
心
と
し
て
﹂﹃
教
育
の
文
化
史
一　

学
校
の
構
造
﹄
阿

吽
社
︑
二
〇
〇
四
年
︶︒
こ
の
時
の
式
次
第
は
︿﹁
君
が
代
﹂
合
唱　

御
真
影
に
最
敬
礼　

教
育
勅
語
奉
読　

校
長
訓
話　

唱
歌
合
唱
﹀

と
な
っ
て
い
た
︒

国
家
神
道
に
お
い
て
神
聖
天
皇
を
讃
え
る
用
語
に
﹁
大
御
代
の

弥
栄
﹂
が
あ
る
が
︑
君
が
代
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
内
容
を
も
っ

た
歌
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
︒
神
聖
天
皇
へ
の
崇
敬
と
い

う
点
で
︑
君
が
代
は
学
校
儀
式
の
な
か
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し

た
︒
だ
が
︑
日
の
丸
は
さ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
︒
そ
の
日
の
丸
が
︑

次
第
に
神
聖
性
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
︒
こ
れ
は
一
九
三

〇
年
代
か
ら
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
︒

4
詳
細
で
画
一
的
な
学
校
儀
礼
と

日
の
丸・君
が
代

入
学
式
・
卒
業
式
等
の
式
典
に
︑
日
の
丸
︵
国
旗
︶・
君
が
代

︵
国
歌
︶
が
位
置
付
く
の
は
一
九
三
〇
年
代
︑
と
く
に
そ
の
後
半
で

あ
り
︑
国
民
総
動
員
体
制
が
確
立
し
て
い
く
時
期
で
あ
る
︵
森
川

輝
紀
﹁
天
皇
制
教
育
と
儀
式
の
位
相

―
日
の
丸
と
学
校
儀
式
を
め
ぐ

っ
て
﹂﹃
歴
史
学
研
究
﹄
六
二
〇
号
︑
一
九
九
一
年
六
月
︑
籠
谷
次
郎

﹁
い
わ
ゆ
る
国
旗
﹁
日
の
丸
﹂
と
国
民
教
育
﹂︵﹃
近
代
日
本
に
お
け
る
教

育
と
国
家
の
思
想
﹄
阿
吽
社
︑
一
九
九
四
︶︒
日
の
丸
は
こ
の
時
期
︑

初
め
て
入
学
式
や
卒
業
式
の
式
場
正
面
に
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
︒

そ
れ
ま
で
は
国
旗
は
祝
祭
日
な
ど
に
校
門
等
で
の
掲
揚
が
求
め

ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
︒
正
面
に
掲
げ
ら
れ
︑
最
敬
礼
・
敬
礼
が
求

め
ら
れ
た
の
は
﹁
御
真
影
﹂
と
﹁
教
育
勅
語
﹂
で
あ
っ
た
︒
天
皇

神
聖
化
と
関
わ
る
象
徴
と
し
て
﹁
御
真
影
﹂﹁
教
育
勅
語
﹂
が
あ
っ

た
が
︑
日
の
丸
は
国
家
の
象
徴
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
︑
国
体
論

的
な
神
聖
性
に
は
関
わ
る
度
合
い
が
低
か
っ
た
︒
他
方
︑
軍
隊
で

は
軍
旗
︵
連
隊
旗
︶
崇
拝
が
国
体
論
的
な
神
聖
性
と
深
く
関
わ
っ

て
い
た
︒
連
隊
旗
は
天
皇
か
ら
授
与
さ
れ
る
も
の
と
し
て
神
聖
化

さ
れ
た
の
だ
︒
日
の
丸
に
そ
の
よ
う
な
神
聖
性
が
付
与
さ
れ
た
の

は
新
し
い
事
態
だ
っ
た
︒
で
は
︑
入
学
式
・
卒
業
式
等
で
会
場
正

面
の
壁
に
日
の
丸
を
据
え
る
よ
う
に
な
り
︑
日
の
丸
の
神
聖
化
が

進
展
し
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
︒

そ
れ
は
御
真
影
の
礼
拝
を
国
民
生
活
に
広
め
て
い
く
の
は
限
界

が
あ
る
か
ら
だ
と
推
察
さ
れ
て
い
る
︒
学
校
儀
式
で
の
御
真
影
礼

拝
を
︑
そ
の
ま
ま
村
民
︵
国
民
︶
に
及
ぼ
し
て
教
化
を
進
め
る
こ

と
は
︑
御
真
影
は
大
量
生
産
し
て
普
及
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
は
な

か
っ
た
か
ら
だ
︒
よ
り
日
常
的
︑
国
民
的
規
模
で
の
国
家
観
念
形

成
の
シ
ン
ボ
ル
が
求
め
ら
れ
る
に
至
る
︒
そ
こ
で
︑
学
校
儀
式
に

お
け
る
御
真
影
奉
拝
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
︑
国
体
精
神
の
シ
ン

ボ
ル
と
意
味
付
け
ら
れ
た
﹁
国
旗
﹂
掲
揚
が
広
が
っ
た
と
さ
れ
る

︵
森
川
﹁
天
皇
制
教
育
と
儀
式
の
位
相
﹂︑
五
二
頁
︶︒

文
部
省
の
﹃
礼
法
要
項
﹄︵
一
九
四
一
年
︶
の
祝
祭
日
の
学
校
儀

式
の
規
定
を
見
て
み
よ
う
︒﹁
皇
室
・
国
家
に
関
す
る
礼
法
﹂
第
六

章
﹁
祝
祭
日
﹂
で
は
︑﹁
二
︑
紀
元
節
・
天
長
節
・
明
治
節
及
び
一

月
一
日
に
於
け
る
学
校
の
儀
式
は
次
の
順
序
・
方
式
に
よ
る
︒
／

天
皇
陛
下
・
皇
后
陛
下
の
御
写
真
の
覆
い
を
徹
す
る
︒
／
こ
の
際
︑

一
同
状
態
を
前
に
傾
け
て
敬
粛
の
意
を
表
す
る
︒
／
次
に
天
皇
陛

下
・
皇
后
陛
下
の
御
写
真
に
對
し
奉
り
て
最
敬
礼
を
行
ふ
︒
／
次

に
国
歌
を
う
た
ふ
︒
／
次
に
学
校
長
教
育
に
関
す
る
勅
語
を
奉
読

す
る
︒
／
参
列
者
は
奉
読
の
始
ま
る
と
同
時
に
︑
上
体
を
前
に
傾

け
て
拝
聴
し
︑
奉
読
の
終
つ
た
と
き
︑
敬
礼
を
し
て
徐
に
元
の
姿
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勢
に
復
す
る
﹂と
画
一
的
な
動
作
を
事
細
か
に
指
示
し
て
い
る
︒
そ

し
て
︑﹁
皇
室
・
国
家
に
関
す
る
礼
法
﹂
こ
そ
﹁
我
が
国
礼
法
の
根

幹
で
あ
つ
て
敬
神
尊
皇
の
誠
を
致
し
︑
国
民
精
神
を
涵
養
す
る
上

に
特
に
重
要
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

で
は
︑
そ
こ
で
日
の
丸
・
君
が
代
︵
国
旗
・
国
歌
︶
は
ど
の
よ
う

な
位
置
を
占
め
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒﹁
皇
室
・
国
家
に
関
す
る
礼

法
﹂
第
六
章
﹁
祝
祭
日
﹂
に
﹁
一
︑
祝
祭
日
に
は
︑
国
旗
を
掲
げ
︑

祝
賀
・
敬
粛
の
誠
を
表
す
る
﹂
と
あ
り
︑
第
七
章
﹁
軍
旗
・
軍
艦

旗
・
国
旗
・
国
歌
・
万
歳
﹂
に
は
﹁
一
︑
軍
旗
・
軍
艦
旗
に
対
し

て
は
敬
礼
を
行
ふ
﹂﹁
二
︑
国
旗
は
常
に
尊
重
し
︑
そ
の
取
扱
を
鄭

重
に
す
る
︒
汚
損
し
た
り
︑
地
に
落
と
し
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
﹂

︵
以
下
略
︶
等
と
あ
る
︒
こ
の
規
定
で
は
︑
国
旗
は
軍
旗
よ
り
一
段

神
聖
性
が
低
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
国
旗

の
位
置
付
け
を
反
映
し
て
い
る
も
の
だ
︒
だ
が
︑
そ
こ
で
も
室
内

の
正
面
の
壁
に
掲
げ
る
こ
と
を
一
つ
の
や
り
方
と
し
て
認
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
︒

こ
れ
は
︑
次
第
に
入
学
式
・
卒
業
式
等
の
式
典
会
場
正
面
の
壁

に
国
旗
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
事
態
を
反
映
し
て

い
る
︒
埼
玉
県
所
沢
市
の
山
口
小
学
校
の
例
で
は
︑
君
が
代
斉
唱

の
登
場
が
一
九
二
九
年
度
︑
式
場
正
面
へ
の
国
旗
掲
揚
と
そ
れ
へ

の
敬
礼
は
一
九
三
九
年
度
か
ら
で
あ
る
︵
森
川
﹁
天
皇
制
教
育
と
儀

式
の
位
相
﹂︶︒
こ
の
時
期
︑
学
校
行
事
の
﹁
礼
法
﹂
が
神
聖
性
を

強
め
る
と
と
も
に
詳
細
を
き
わ
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
︒
川

島
次
郎
﹃
学
校
礼
法　

儀
式
編
﹄︵
目
黒
書
店
︑
一
九
四
二
年
︶
で
は
︑

学
式
・
卒
業
式
で
最
初
に
国
歌
を
歌
う
意
義
に
つ
い
て
﹁
今
日
の

喜
び
に
あ
ふ
に
つ
け
て
も
︑
先
づ
仰
ぐ
べ
き
は
天
皇
陛
下
の
大
御

恵
で
あ
り
︑
心
か
ら
寶
祚
の
無
窮
を
祈
り
奉
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
﹂︵
一
〇
三
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

川
島
次
郎
﹃
学
校
礼
法　

儀
式
編
﹄
に
は
︑
国
旗
の
意
義
が
高

め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
記
述
も
あ
る
︒﹁︵
入
隊
式
で
は
︶
天
皇

陛
下
の
軍
隊
た
る
の
意
識
が
明
か
に
な
つ
て
居
る
こ
と
で
あ
る
︒

入
学
式
も
天
皇
陛
下
の
赤
子
と
し
て
︑
新
た
に
入
学
し
た
児
童
を

教
育
す
る
と
い
う
精
神
が
闡
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
﹂︵
一
〇
〇

頁
︶︒
ま
た
︑﹁
軍
隊
が
軍
旗
を
中
心
と
す
る
精
神
は
︑
学
校
で
国

歌
か
ら
式
を
始
め
る
と
い
ふ
行
事
に
も
そ
の
国
旗
を
掲
揚
す
る
と

い
ふ
よ
う
な
こ
と
に
も
現
れ
て
ゐ
る
︒﹂︵
一
〇
四
頁
︶
学
校
儀
式
が

神
聖
な
天
皇
へ
の
崇
敬
を
強
調
す
る
こ
と
を
強
め
る
過
程
で
︑
軍

旗
と
同
様
︑
日
の
丸
が
拝
礼
の
対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
様
子
が
う

か
が
わ
れ
る
記
述
で
あ
る
︒

5
全
体
主
義
の
時
代
と
戦
後
国
際
社
会

の
国
旗・国
歌

こ
れ
は
第
一
次
近
衛
文
麿
内
閣
に
よ
る
国
民
精
神
総
動
員
運
動

︵
一
九
三
七
年
︶︑
新
体
制
運
動
︵
一
九
四
〇
年
︶
な
ど
に
よ
っ
て
全

体
主
義
化
︵
生
活
の
全
面
に
わ
た
っ
て
特
定
の
神
聖
な
︑
あ
る
い
は
カ

リ
ス
マ
的
な
秩
序
に
服
す
る
こ
と
の
進
展
︶
が
進
む
過
程
で
︑
国
旗

が
新
た
に
神
聖
な
天
皇
と
国
体
を
ま
と
っ
た
も
の
と
し
て
登
場
す

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
一
九
四
〇
年
の
﹁
新
体
制

の
声
明
﹂
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

今
や
わ
が
国
は
世
界
的
大
動
乱
の
渦
中
に
於
て
︑
東
亜
新
秩

序
の
建
設
と
い
ふ
未
曾
有
の
大
事
業
に
邁
進
し
つ
ゝ
あ
る

︹
︙
︙
︺
而
し
て
高
度
国
防
国
家
の
基
礎
は
強
力
な
る
国
内
体
制

に
あ
る
の
で
あ
つ
て
︑
こ
ゝ
に
政
治
︑
経
済
︑
教
育
︑
文
化
等

あ
ら
ゆ
る
国
家
国
民
生
活
の
領
域
に
於
け
る
新
体
制
確
立
の
要

請
が
あ
る
の
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺

か
ゝ
る
新
体
制
に
含
ま
る
ゝ
も
の
と
し
て
は
︑
先
づ
︑
統
帥

と
国
防
と
の
調
和
︑
政
府
部
内
の
統
合
及
び
能
率
の
強
化
︑
議

会
翼
賛
体
制
の
確
立
等
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
︒︹
︙
︙
︺
併

し
な
が
ら
︑
更
に
重
要
な
る
は
こ
れ
等
の
基
底
を
為
す
万
民
翼

賛
の
い
は
ゆ
る
国
民
組
織
の
確
立
で
あ
つ
て
︑
こ
ゝ
に
準
備
会

を
招
請
し
協
議
協
力
を
求
め
ん
と
す
る
の
も
︑
正
に
こ
の
問
題

に
つ
い
て
で
あ
る
︒

こ
の
国
民
組
織
の
目
標
は
︑
国
家
国
民
の
総
力
を
集
結
し
︑

一
億
同
胞
を
し
て
生
き
た
一
体
と
し
て
等
し
く
大
政
翼
賛
の
臣

道
を
完
う
せ
し
む
る
に
あ
る
︒
か
ゝ
る
目
標
を
達
成
す
る
に
は
︑

全
国
民
が
そ
の
日
常
生
活
の
職
場
職
場
に
於
い
て
翼
賛
の
実
を

挙
げ
得
る
や
う
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
︒

﹁
新
体
制
﹂
が
目
指
す
も
の
は
﹁
全
体
主
義
﹂
と
捉
え
ら
れ
て
い

た
︒
中
河
輿
一
﹃
日
本
と
全
体
主
義
﹄︵
文
芸
世
紀
社
︑
一
九
四
一

年
︶
で
は
︑
日
本
こ
そ
が
本
来
の
全
体
主
義
の
生
き
て
い
る
国
で

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒
全
体
主
義
と
は
﹁
自
由
主
義
︑
共
産
主
義

が
搾
取
と
冷
酷
と
を
特
徴
と
し
た
の
に
対
し
て
︑
愛
に
於
て
人
間

同
志
を
考
へ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
思
想
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
人

間
が
共
同
し
て
生
き
る
と
こ
ろ
の
姿
で
あ
つ
て
︑
自
由
な
る
争
奪

に
放
任
す
る
事
な
く
︑
全
体
が
責
任
を
頒
ち
あ
つ
て
生
き
る
と
こ

ろ
の
精
神
的
態
度
﹂
だ
と
い
う
︵
一
二
四
頁
︶︒
そ
し
て
︑﹁
わ
が
日

本
こ
そ
は
︑
こ
の
古
代
か
ら
の
生
き
方
を
ほ
と
ん
ど
近
世
の
商
業

主
義
に
破
壊
せ
ら
れ
る
事
な
く
最
近
ま
で
保
存
し
て
来
た
と
こ
ろ

の
唯
一
の
国
﹂
だ
と
も
い
う
︒

そ
の
最
も
適
切
な
例
は
日
本
が
建
国
以
来
︑
皇
室
を
中
心
と

し
て
そ
こ
に
帰
一
し
つ
ゝ
生
き
た
と
い
ふ
事
を
考
へ
れ
ば
何
よ

り
も
ハ
ッ
キ
リ
す
る
︒
そ
れ
は
明
ら
か
に
全
体
主
義
の
典
型
的

な
構
想
で
あ
つ
て
︑﹁
今
日
よ
り
は
顧
み
な
く
て
大
君
の
﹂
と
唱

つ
た
の
は
萬
葉
時
代
の
防
人
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
功
利
と

個
人
主
義
と
を
越
え
る
も
の
と
し
て
日
本
人
を
生
か
し
つ
ゞ
け

た
と
こ
ろ
の
発
想
法
で
あ
る
︵
一
二
五
頁
︶︒

一
九
三
〇
年
代
か
ら
四
五
年
に
至
る
戦
中
期
︑
日
の
丸
・
君
が

代
は
こ
の
よ
う
な
全
体
主
義
と
し
て
の
皇
室
中
心
主
義
を
具
現
す

る
儀
礼
シ
ス
テ
ム
の
一
環
と
な
っ
て
い
た
︒

一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
敗
戦
と
と
も
に
︑
こ
の
よ
う
な
全

体
主
義
に
の
っ
と
っ
た
﹁
儀
式
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼
的
所
作
﹂

は
除
去
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
戦
後
の
日
本
の
社
会
で
は
︑
教
育
勅

語
や
御
真
影
が
公
的
行
事
に
復
活
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
学
校

行
事
の
よ
う
に
全
員
で
参
加
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
﹁
儀
式
的

行
事
の
儀
礼
的
所
作
﹂
と
し
て
は
︑
も
っ
ぱ
ら
日
の
丸
・
君
が
代

が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
日
の
丸
・
君
が
代
が
政
治
的
社

会
的
問
題
に
な
る
の
は
一
九
五
〇
年
代
の
半
ば
か
ら
で
︑
主
た
る

問
題
の
場
は
学
校
だ
っ
た
︵
田
中
伸
尚
﹃
日
の
丸
・
君
が
代
の
戦
後

史
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
〇
年
︶︒
学
校
行
事
で
は
全
員
参
加
が
旨
と

さ
れ
︑
自
ず
か
ら
強
制
と
感
じ
る
構
成
員
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
︒

﹁
儀
式
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼
的
所
作
﹂
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
問
題

が
生
じ
る
の
で
あ
る
︒

佐
藤
秀
夫
は
︑﹃
日
本
の
教
育
課
題
五　

学
校
行
事
を
見
直
す
﹄
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で
︑
文
部
省
は
﹁
天
皇
制
と
公
教
育
学
校
と
の
形
式
上
の
分
離
に

は
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
も
の
の
︑
従
前
定
型
化
さ
れ
た
学

校
儀
式
そ
の
も
の
の
根
本
的
な
改
革
に
つ
い
て
は
︑
決
し
て
積
極

的
で
は
な
か
っ
た
み
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
敗
戦

一
カ
月
後
の
文
部
省
﹁
新
日
本
建
設
の
教
育
方
針
﹂
で
は
︑﹁
今
後

ノ
教
育
ハ
益
々
国
体
ノ
護
持
ニ
努
ム
ル
﹂
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
な

ど
︑
被
占
領
期
に
お
い
て
も
当
初
は
﹁
天
皇
制
の
危
機
状
況
の
も

と
に
お
い
て
︑
校
長
に
責
任
を
か
ぶ
せ
る
形
を
も
っ
て
﹂
学
校
儀

式
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
を
︑
様
々
な
資
料
か
ら
確
認
し
て
い
る
︵
一

一
三
頁
︶︒

文
部
省
が
学
校
儀
式
の
廃
止
に
消
極
的
で
あ
っ
た
ば
か
り
か
そ

の
存
続
に
執
着
し
て
き
た
︒
そ
れ
は
︑
学
習
指
導
要
領
に
﹁
国
民

の
祝
日
な
ど
に
お
い
て
儀
式
な
ど
を
行
う
場
合
に
は
﹂
と
︑
一
九

五
八
年
の
改
訂
か
ら
八
九
年
の
改
訂
に
至
る
ま
で
明
記
し
続
け
て

き
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
︒
佐
藤
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

文
部
省
は
一
九
五
〇
年
代
か
ら
約
四
〇
年
間
も
そ
れ
を
希
求

し
続
け
て
き
た
︒
ま
さ
に
﹁
驚
嘆
﹂
す
る
ほ
か
な
い
こ
の
﹁
執

念
﹂
の
ほ
ど
は
︑﹁
国
民
﹂
と
し
て
の
感
性
と
意
識
の
陶
冶
を

﹁
偏
重
﹂
す
る
文
部
省
の
明
治
中
期
か
ら
一
貫
し
続
け
る
公
教
育

観
と
︑
そ
の
最
も
有
力
な
手
段
と
し
て
学
校
行
事
︑
特
に
学
校

儀
式
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
を
明
示
し
て
く
れ
て
い

る
︒︵
同
前
︑
一
九
頁
︶

戦
後
の
日
の
丸
・
君
が
代
に
は
︑
全
体
主
義
時
代
の
学
校
行
事

の
性
格
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
感
じ
る
人
々
が
い
る
の
は
避
け

が
た
い
と
こ
ろ
だ
︒
戦
前
の
学
校
行
事
や
日
の
丸
・
君
が
代
の
歴

史
を
知
る
ほ
ど
︑
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
傾
向
が
強
い
だ
ろ
う
︒
だ

が
︑
他
方
で
︑
立
憲
民
主
主
義
が
広
く
共
有
さ
れ
る
規
範
と
な
っ

た
戦
後
の
国
際
社
会
で
の
国
旗
・
国
歌
の
あ
り
方
を
反
映
す
る
﹁
儀

式
的
行
事
の
儀
礼
的
所
作
﹂と
し
て
受
け
取
る
こ
と
も
で
き
る
︒
一

九
五
〇
年
代
に
始
ま
る
﹁
日
の
丸
・
君
が
代
問
題
﹂
の
背
後
に
は
︑

国
民
の
間
に
あ
る
こ
の
二
重
の
認
知
か
ら
生
じ
る
葛
藤
が
あ
る
︒

一
方
に
は
︑
学
校
儀
式
︵
卒
業
式
等
の
式
典
︶
で
日
の
丸
・
君
が

代
が
大
き
な
位
置
を
占
め
︑
画
一
的
な
強
制
の
性
格
を
帯
び
る
こ

と
へ
の
警
戒
心
が
あ
る
︒
一
八
九
〇
年
代
以
降
︑
天
皇
崇
敬
と
神

権
的
国
体
論
の
色
彩
の
色
濃
い
学
校
儀
式
が
広
め
ら
れ
︑
一
九
三

〇
年
代
以
降
は
儀
式
を
中
核
と
す
る
学
校
行
事
が
全
体
主
義
的
な

性
格
を
帯
び
て
い
っ
た
︒
日
の
丸
・
君
が
代
は
こ
の
時
代
︑
詳
細

に
及
び
画
一
性
と
権
威
＝
服
従
関
係
を
強
め
た
学
校
儀
式
・
学
校

行
事
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒
戦
後
︑
神

道
指
令
や
天
皇
の
人
間
宣
言
︑
そ
し
て
日
本
国
憲
法
に
よ
っ
て
天

皇
崇
敬
と
神
権
的
国
体
論
は
後
退
し
た
と
は
い
っ
て
も
︑
日
の
丸
・

君
が
代
に
そ
の
影
を
感
じ
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

他
方
︑
戦
後
の
国
際
社
会
で
の
国
旗
・
国
歌
の
あ
り
方
を
強
調

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
卒
業
式
等
に
お
け
る
日
の
丸
・
君
が
代
の
地

位
を
高
め
よ
う
と
す
る
立
場
が
次
第
に
力
を
増
し
て
き
て
い
る
︒

た
と
え
ば
︑
高
橋
史
朗
編
︵
石
井
公
一
郎
監
修
︶﹃
私
た
ち
の
美
し

い
日
の
丸
・
君
が
代
―
子
供
た
ち
に
伝
え
る
国
旗
・
国
歌
物
語
﹄

︵
明
成
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
と
い
う
書
物
を
見
て
み
よ
う
︒
冒
頭
に

﹁
読
者
の
皆
さ
ん
へ
﹂
と
し
て
﹁
歴
史
や
民
族
性
を
表
す
国
旗
・
国

歌
﹂
と
い
う
文
章
が
置
か
れ
て
い
る
︒﹁
そ
も
そ
も
︑
国
旗
や
国
歌

は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
書
き
始

め
ら
れ
て
お
り
︑﹁
日
本
以
外
の
外
国
で
は
国
旗
を
と
て
も
大
切
に

し
て
い
ま
す
し
︑
ま
た
大
切
に
す
る
だ
け
の
十
分
な
理
由
が
あ
る

の
で
す
﹂
と
続
け
ら
れ
て
い
る
︒

日
本
に
あ
る
各
国
の
大
使
館
は
︑
自
国
の
国
旗
を
掲
揚
し
て

い
ま
す
ね
︒
ま
た
︑
こ
れ
ら
の
国
々
は
紛
争
や
暴
動
が
外
国
で

勃
発
し
た
時
に
は
︑
大
使
館
︑
領
事
館
以
外
の
施
設
に
も
自
国

の
国
旗
を
掲
揚
し
︑
外
国
に
い
る
自
国
民
を
保
護
し
ま
す
︒
国

旗
は
︑
そ
の
国
の
主
権
と
共
に
あ
り
︑
そ
の
主
権
に
よ
っ
て
国

民
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
す
︒︵
六
︲
七
頁
︶
し
か
も
︑
国
旗
や

国
歌
は
︑
国
を
識
別
す
る
単
な
る
標
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ

れ
ぞ
れ
の
国
の
歴
史
や
風
土
︑
宗
教
や
民
族
性
等
を
表
現
し
て

い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
外
国
で
は
日
本
以
上
に
国
旗
や
国
歌
が

大
事
に
さ
れ
︑
国
旗
の
掲
揚
︑
国
歌
の
演
奏
︵
斉
唱
︶
の
際
に

は
︑
誰
も
が
帽
子
を
取
り
︑
起
立
し
て
姿
勢
を
正
し
て
敬
意
を

表
す
る
の
で
す
︒︵
七
頁
︶

こ
の
よ
う
に
︑
学
校
行
事
に
お
け
る
﹁
日
の
丸
・
君
が
代
の
強

制
﹂
に
懸
念
を
も
つ
立
場
は
戦
前
の
日
の
丸
・
君
が
代
の
あ
り
方

に
精
神
的
な
自
由
の
侵
害
を
恐
れ
︑
卒
業
式
等
に
お
け
る
﹁
日
の

丸
・
君
が
代
の
強
制
﹂
を
強
め
よ
う
と
す
る
立
場
は
戦
後
国
際
社

会
の
共
通
基
準
を
強
調
す
る
と
い
う
対
立
構
造
が
あ
る
︒
こ
の
前

者
の
立
場
は
︑
歴
史
認
識
と
い
う
点
で
一
定
の
妥
当
性
を
も
っ
て

お
り
︑
そ
こ
か
ら
主
張
さ
れ
る
精
神
的
な
自
由
の
侵
害
に
は
憲
法

の
関
連
条
項
に
そ
っ
て
十
分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
︒

6
日
の
丸・君
が
代
と
国
家
神
道
的
な

考
え
方
と
の
つ
な
が
り

卒
業
式
等
の
学
校
儀
式
に
お
け
る
日
の
丸
・
君
が
代
の
画
一
的

強
制
が
戦
前
の
天
皇
崇
敬
や
神
権
的
国
体
論
の
復
活
に
通
じ
る
と

感
じ
︑
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
精
神
的
自
由
の
抑
圧
を
感
じ
る
こ
と

に
は
そ
れ
な
り
の
歴
史
的
事
情
が
あ
り
︑
根
拠
の
な
い
妄
想
や
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
主
張
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
︒
そ
の
歴
史
的
事

情
と
そ
の
宗
教
的
政
治
的
意
味
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
︑
そ
れ

を
ど
う
受
け
止
め
る
か
は
︑
そ
の
人
そ
の
人
の
良
心
と
思
想
信
条

に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
こ
こ
ま
で
の
論
述
で
︑
お
お
よ
そ
そ

の
こ
と
を
示
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
︒

実
際
︑
卒
業
式
等
の
学
校
儀
式
に
お
け
る
﹁
日
の
丸
・
君
が
代

の
強
制
﹂
を
強
め
よ
う
と
す
る
立
場
の
主
張
で
は
︑
戦
前
の
天
皇

崇
敬
や
神
権
的
国
体
論
に
あ
い
通
じ
る
よ
う
な
考
え
方
が
含
ま
れ

て
い
た
り
︑
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
歴
史
観
の
傾
い
た
叙
述
が

な
さ
れ
る
機
会
が
少
な
く
な
い
︒

前
節
で
引
用
し
た
高
橋
史
朗
編
﹃
私
た
ち
の
美
し
い
日
の
丸
・

君
が
代
﹄
を
見
て
み
よ
う
︒﹁
君
が
代
エ
ピ
ソ
ー
ド
③　

君
が
代
の

﹃
君
﹄
と
は
﹂
と
い
う
コ
ラ
ム
が
あ
り
︑﹁
日
本
の
国
歌
﹃
君
が
代
﹄

に
歌
わ
れ
て
い
る
﹃
君
﹄
と
は
︑
天
皇
陛
下
の
こ
と
で
す
︒
で
は
︑

天
皇
と
は
日
本
及
び
日
本
国
民
に
と
っ
て
︑
い
か
な
る
ご
存
在
な

の
で
し
ょ
う
か
﹂
と
書
き
始
め
ら
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑﹁
ま
ず
︑

日
本
の
国
の
成
り
立
ち
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
﹂
と
あ
っ

て
︑﹁
天
皇
陛
下
の
お
仕
事
と
日
本
の
国
の
成
り
立
ち
﹂
と
の
見
出

し
下
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
古
事
記
﹄﹃
日
本
書
紀
﹄
に
よ
れ
ば
︑
今
上
天
皇
︵
現
に
御

在
位
の
天
皇
陛
下
の
こ
と
を
こ
う
お
呼
び
し
ま
す
︶
の
ご
先
祖
で
あ
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る
天
孫
邇
邇
芸
命
は
﹁
豊
か
な
国
を
つ
く
る
た
め
に
天
照
大
御

神
か
ら
稲
を
授
け
ら
れ
︑
地
上
に
降
り
立
た
れ
た
﹂
と
さ
れ
て

い
ま
す
︒
そ
の
四
代
後
の
神
武
天
皇
︵
こ
の
頃
は
︑
神
倭
伊
波
礼

毘
古
命
と
呼
ば
れ
て
い
た
︶
は
︑
は
じ
め
九
州
の
一
部
を
治
め
て

お
ら
れ
ま
し
た
が
︑
日
本
列
島
の
東
の
方
で
は
︑
ま
だ
人
々
が

争
い
混
乱
し
て
い
る
の
を
知
っ
て
︑
天
照
大
御
神
の
理
想
を
東

方
の
国
々
に
ま
で
広
げ
て
い
く
決
意
を
さ
れ
ま
し
た
︒︵
一
四
〇

頁
︶こ

の
日
本
の
国
の
中
で
︑
天
皇
陛
下
の
果
た
さ
れ
る
一
番
の

お
仕
事
は
︑﹁
日
本
の
国
が
平
和
で
国
民
が
幸
せ
で
あ
る
よ
う

に
﹂
と
先
祖
の
神
々
に
お
祈
り
さ
れ
る
こ
と
︵
祭
祀
︶
で
す
︒
神

武
天
皇
も
激
し
い
戦
い
の
時
も
高
天
原
の
神
々
を
お
祀
り
す
る

こ
と
を
欠
か
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒

今
上
天
皇
も
皇
居
の
中
に
あ
る
宮
中
三
殿
︵
賢
所
︑
皇
霊
殿
︑

神
殿
︶
と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
今
も
お
祀
り
を
続
け
て
お
ら
れ
ま

す
︒︵
一
四
一
頁
︶

続
い
て
︑﹁
常
に
国
民
の
上
を
思
わ
れ
る
﹂
と
い
う
見
出
し
が
あ

り
︑﹁﹃
国
民
の
幸
せ
﹄
を
常
に
祈
ら
れ
る
天
皇
陛
下
は
︑
国
民
に

不
幸
が
あ
る
と
︑
そ
れ
は
ご
自
分
の
責
任
で
あ
る
と
お
感
じ
に
な

り
ま
す
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

次
に
﹁
日
の
丸
エ
ピ
ソ
ー
ド
⑥
﹂
を
見
よ
う
︒﹁
中
国
人
が
掲
げ

た
日
本
軍
へ
の
感
謝
の
﹃
日
の
丸
﹄﹂
と
い
う
も
の
だ
︒
こ
こ
で
は
︑

一
八
八
九
年
の
義
和
団
事
件
︵
北
清
事
変
︶
が
注
目
さ
れ
︑﹁
日
本

人
は
単
に
勇
敢
な
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
︒
国
際
法
を
守

り
︑
捕
虜
や
民
間
人
を
手
厚
く
保
護
し
ま
し
た
︒
義
和
団
を
追
い

払
っ
た
列
強
の
軍
隊
は
︑
今
度
は
中
国
人
に
対
し
て
略
奪
や
放
火

や
殺
人
を
繰
り
返
し
ま
し
た
が
︑
日
本
軍
の
み
は
こ
れ
が
皆
無
で

し
た
﹂
と
述
べ
る
︒

こ
の
と
き
︑
天
津
の
中
国
人
は
︑﹁
大
日
本
順
民
﹂
と
書
い
た

﹁
日
の
丸
﹂
を
掲
げ
て
日
本
軍
へ
の
感
謝
を
表
し
ま
し
た
︒
こ
の

よ
う
に
︑
国
旗
﹁
日
の
丸
﹂
は
︑
中
国
人
に
よ
っ
て
好
意
的
に

掲
揚
さ
れ
た
歴
史
も
あ
る
の
で
す
︒

こ
の
日
本
軍
の
規
律
の
正
し
さ
は
︑
義
和
団
事
件
だ
け
で
は

な
く
︑
日
清
戦
争
︑
日
露
戦
争
で
も
各
国
の
称
賛
を
浴
び
ま
し

た
︒
ま
た
︑
日
本
と
提
携
し
て
︑
中
国
の
将
来
を
切
り
拓
い
て

ゆ
こ
う
と
考
え
る
中
国
人
も
た
く
さ
ん
現
れ
ま
し
た
︒

し
か
し
︑
こ
の
後
も
中
国
の
政
治
は
安
定
せ
ず
︑
清
国
が
倒

れ
て
︑
中
華
民
国
が
成
立
し
て
か
ら
も
紛
争
や
内
戦
が
続
き
ま

し
た
︒
ま
た
︑
中
国
在
住
の
日
本
人
に
も
度
々
犠
牲
者
が
出
た

た
め
︑
日
本
と
中
国
の
関
係
は
悪
化
︑
終
に
は
抜
け
道
の
な
い

戦
争
へ
と
引
き
ず
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
し
た
︒︵
七
六
頁
︶

日
の
丸
・
君
が
代
を
肯
定
的
に
評
価
し
よ
う
と
す
る
議
論
で
は
︑

こ
の
よ
う
に
戦
前
の
日
本
の
対
外
関
係
の
肯
定
的
な
側
面
を
描
き

出
し
︑
天
皇
崇
敬
や
神
権
的
国
体
論
を
支
え
と
し
た
時
期
の
攻
撃

的
な
対
外
政
策
が
不
幸
な
結
果
を
招
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
沈
黙

し
が
ち
な
例
が
見
ら
れ
る
︒
も
ち
ろ
ん
日
の
丸
・
君
が
代
を
肯
定

的
に
評
価
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
立
場
だ
け
で
は
な
い
︒

だ
が
︑
こ
の
問
題
に
論
争
的
に
関
わ
る
人
び
と
の
間
で
は
︑
こ

の
よ
う
な
論
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
︒
神
道
政
治
連
盟

や
日
本
会
議
な
ど
に
関
わ
る
論
者
は
そ
の
例
で
あ
る
︵
島
薗
進
︑
二

〇
一
七
a
︑
二
〇
一
七
b
︶︒
こ
れ
は
︑
日
の
丸
・
君
が
代
の
強
制

が
精
神
的
な
自
由
を
脅
か
す
と
感
じ
る
人
々
の
信
条
を
考
え
る
と

き
考
慮
す
べ
き
こ
と
だ
ろ
う
︒

お
わ
り
に

こ
の
稿
で
は
︑
戦
前
︑
天
皇
崇
敬
と
神
権
的
国
体
論
の
鼓
吹
は

学
校
儀
式
を
重
要
な
チ
ャ
ネ
ル
と
し
て
広
め
ら
れ
た
と
い
う
点
に

注
意
を
促
し
て
き
て
い
る
︒
学
校
が
宗
教
的
崇
敬
や
全
体
主
義
的

態
度
の
宣
布
普
及
の
場
と
し
て
機
能
し
︑﹁
儀
式
的
行
事
に
お
け
る

儀
礼
的
行
為
﹂
が
そ
れ
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
︒

こ
れ
に
つ
い
て
︑
従
来
︑
日
本
国
憲
法
第
一
九
条
の
問
題
と
し

て
論
じ
ら
れ
て
き
た
︒
し
か
し
︑
日
の
丸
・
君
が
代
の
画
一
的
な

強
制
が
戦
前
の
学
校
行
事
に
お
け
る
天
皇
崇
敬
と
神
権
的
国
体
論

の
鼓
吹
と
連
想
さ
れ
て
警
戒
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
に
鑑
み
る
と
︑

む
し
ろ
日
本
国
憲
法
第
二
〇
条
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
る
べ
き

要
素
も
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
︒﹁
儀
式
的
行
事
に
お
け
る
儀
礼

的
所
作
﹂
が
宗
教
的
な
機
能
や
全
体
主
義
的
な
︑
思
想
及
び
良
心

の
自
由
や
信
教
の
自
由
を
脅
か
す
機
能
を
果
た
す
こ
と
が
あ
り
︑
そ

れ
を
強
制
す
る
こ
と
は
日
本
国
憲
法
の
第
一
九
条
︑
第
二
〇
条
の

規
定
に
反
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
儀
式
・
儀
礼
は
思
想
及
び
良
心
の
自
由

や
信
教
の
自
由
を
制
約
す
る
よ
う
な
機
能
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
︒
憲
法
第
二
〇
条
の
信
教
の
自
由
の
規
定
は
︑﹁
特
定
の

宗
教
や
そ
れ
に
準
ず
る
信
条
に
従
う
の
を
強
制
さ
れ
な
い
自
由
﹂

も
含
ま
れ
て
い
る
と
受
け
取
る
の
が
適
切
だ
ろ
う
︒
国
旗
・
国
歌

は
特
定
思
想
を
反
映
し
な
い
と
受
け
取
る
人
も
い
る
し
︑
大
い
に

反
映
し
て
い
る
と
受
け
取
る
人
も
い
る
︒
日
本
で
は
後
者
の
割
合

が
か
な
り
高
い
︒
そ
れ
に
は
歴
史
的
な
理
由
が
あ
る
︒
こ
の
た
め

に
︑
君
が
代
・
日
の
丸
の
強
制
を
き
ら
う
人
が
多
い
︒
強
制
を
き

ら
う
こ
と
に
は
︑
憲
法
第
一
九
条
︑
第
二
〇
条
に
照
ら
し
て
十
分
︑

合
理
的
な
理
由
が
あ
る
︒

儀
式
・
儀
礼
は
宗
教
の
根
本
的
な
要
素
で
も
あ
る
︒
ま
た
︑
儀

式
・
儀
礼
が
政
治
的
機
能
を
果
た
し
と
き
に
抑
圧
的
機
能
を
果
た

す
こ
と
は
︑
宗
教
学
・
政
治
学
・
社
会
学
で
共
有
さ
れ
て
い
る
認

識
で
あ
る
︒
特
定
宗
教
の
枠
を
超
え
た
世
俗
国
家
の
儀
式
・
儀
礼

も
同
様
で
あ
る
︒
日
本
の
場
合
︑
世
俗
国
家
の
儀
式
・
儀
礼
と
国

家
神
道
の
儀
式
・
儀
礼
と
の
境
目
が
微
妙
で
あ
り
︑
し
ば
し
ば
法

的
争
点
と
な
る
︒
儀
式
・
儀
礼
が
宗
教
的
︑
あ
る
い
は
全
体
主
義

的
な
過
去
を
背
負
っ
て
お
り
︑
そ
ち
ら
に
向
か
っ
て
い
く
懸
念
を

払
拭
で
き
な
い
た
め
︑
基
本
的
人
権
を
脅
か
す
可
能
性
が
あ
る
か

ら
だ
︒
現
に
日
本
国
憲
法
を
否
定
し
︑
天
皇
崇
敬
や
神
権
的
国
体

論
の
復
活
を
目
指
す
政
治
勢
力
も
存
在
し
て
お
り
︑
政
府
や
国
会

で
一
定
の
影
響
力
を
保
持
し
て
い
る
︒

国
家
が
儀
式
・
儀
礼
を
通
し
て
神
聖
化
さ
れ
︑
生
活
の
諸
方
面

に
及
ぶ
規
制
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
儒
教
や
神
道
の
影
響

が
濃
い
文
化
で
は
︑
こ
れ
は
起
こ
り
や
す
い
︒
世
俗
的
儀
式
・
儀

礼
と
宗
教
的
儀
式
・
儀
礼
が
連
続
的
で
あ
る
の
は
︑
儒
教
の
影
響

を
受
け
た
地
域
に
は
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
だ
︒
日
本
の
国
家
神
道
︑

と
く
に
そ
の
近
代
的
形
態
は
儒
教
的
な
思
想
の
影
響
を
大
き
く
受

け
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
文
化
的
環
境
と
歴
史
的
背
景
の
下
で
︑

細
か
な
規
定
に
よ
っ
て
身
体
の
画
一
的
統
御
が
課
さ
れ
る
と
き
︑
精
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神
の
自
由
が
著
し
く
脅
か
さ
れ
る
と
感
じ
る
こ
と
に
は
相
当
の
理

由
が
あ
る
と
考
え
る
︒
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第一部　霊的暴力と魔



1
は
じ
め
に

本
誌
前
号
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
拙
稿
で
︑
十
六
世
紀
ス

ペ
イ
ン
の
﹁
神
秘
家
﹂
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
︵Juan de la C

ruz

︶
の

﹁
魂
の
暗
夜
﹂
を
め
ぐ
る
所
説
を
検
討
し
た1
︒﹁
神
と
の
合
一
﹂
と

言
い
定
め
ら
れ
る
宗
教
的
理
想
を
追
求
す
る
修
道
者
が
陥
ら
ざ
る

を
得
な
い
深
い
抑
鬱
状
態
―
﹁
魂
の
暗
夜
﹂
―
か
ら
︑
ど
の

よ
う
に
し
て
脱
す
る
の
か
︑
そ
の
経
路
お
よ
び
理
路
を
︑
そ
れ
自

体
﹃
魂
の
暗
夜
﹄
と
通
称
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
に
即
し
て
検
討

し
た
︒
た
だ
し
彼
の
所
説
は
必
ず
し
も
︑﹁
暗
い
夜
が
明
け
て
﹂
明

る
い
朝
の
光
に
包
ま
れ
る
こ
と
と
し
て
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
︒
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
︑
修
道
生
活
の
中
で
︑
よ
り
広
く

は
人
間
が
﹁
宗
教
﹂
ゆ
え
に
陥
る
こ
と
の
あ
る
﹁
霊
的
苦
し
み
﹂

―
﹁
霊
的
暴
力
﹂
の
ひ
と
つ
の
相
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
―

の
克
服
の
方
途
を
︑
た
ん
な
る
闇
対
光
の
二
元
的
︑
二
項
対
立
的

枠
組
み
で
は
捉
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
む
し
ろ
こ
の
対
立
自

体
を
脱
け
出
る
次
元
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
に
見
え
る
︒

こ
れ
を
受
け
て
本
稿
で
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
修
道
生
活
に
お
け

る
﹁
魂
の
暗
夜
﹂
論
か
ら
︑
一
般
論
と
し
て
の
悪
の
問
題
︑
善
悪

二
元
論
の
問
題
へ
と
問
い
を
拡
げ
て
い
き
た
い
の
だ
が
︑
そ
の
た

め
に
︑
前
稿
の
所
論
を
再
説
し
つ
つ
︑
よ
り
広
い
問
題
領
域
に
拡

大
す
る
方
向
で
敷
衍
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
い
︒
た
だ
し
筆
者

の
準
備
の
都
合
で
︑
本
稿
で
は
問
い
の
入
り
口
に
立
つ
と
こ
ろ
ま

で
で
留
め
ざ
る
を
え
な
い
︒

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
れ
ば
︑﹁
神
と
の
合
一
﹂
を
実
現
し
よ
う

と
す
る
﹁
魂
﹂
―
人
間
の
謂
い
で
あ
る
―
は
︑
ほ
ぼ
避
け
が

た
く
︑﹁
暗
夜
﹂
と
呼
ば
れ
る
否
定
的
な
心
理
状
態
に
陥
る
︒
と
り

わ
け
︑﹁
感
覚
の
暗
夜
﹂
を
克
服
し
た
後
に
訪
れ
る
﹁
霊
の
暗
夜
﹂

と
呼
ば
れ
る
状
態
で
は
︑
そ
れ
ま
で
得
て
い
た
宗
教
的
悦
び
が
一

切
消
失
し
︑
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
全
生
涯
が
空
し
く
喪
わ
れ
て
し

ま
っ
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
自
分
の
修
道
の
生
の
根
本
目
的
だ
っ

た
神
へ
の
愛
の
成
就
自
体
が
ま
っ
た
く
不
可
能
と
な
り
︑
の
み
な

ら
ず
︑
そ
の
神
自
身
か
ら
自
ら
が
厭
わ
れ
︑
憎
ま
れ
て
い
る
と
い

う
︑
い
わ
ゆ
る
堕
地
獄
の
自
覚
に
陥
る
ま
で
に
至
る
︒
自
殺
の
思

い
に
取
り
憑
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
と
さ
れ
︑
苦
し
み
の
呻
き
声
さ

え
出
す
力
が
失
せ
て
し
ま
う
︒

そ
の
霊
的
苦
し
み
の
描
写
は
︑
あ
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
読
む
者
に

感
じ
さ
せ
る
︒
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
自
身
が
そ
う
し
た
状
態
に
陥
っ

た
こ
と
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
︑
一
人
称
で
自
身
の
経
験
を
語
る

こ
と
を
し
な
い
た
め
定
か
で
は
な
い
が
︑
そ
う
し
た
推
測
は
十
分

に
可
能
だ
ろ
う
︒
彼
の
著
述
の
随
所
で
言
及
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ

ま
な
霊
的
体
験
や
出
来
事
は
︑
彼
自
身
が
関
わ
っ
た
人
々
や
自
身

の
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
も
い
る2
︒
そ
の
最

大
の
参
照
者
は
︑
カ
ル
メ
ル
会
改
革
運
動
の
同
志
で
あ
り
︑
運
動

の
リ
ー
ダ
ー
だ
っ
た
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
︵Teresa de Á

vila=Teresa 

de Jésus

︶

―
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
と
っ
て
﹁
相
互
師
弟
﹂
と
も

い
う
べ
き
関
係
に
あ
っ
た3

―
だ
っ
た
と
見
て
よ
い
︒
十
字
架
の

ヨ
ハ
ネ
の
神
秘
思
想
は
︑
テ
レ
ジ
ア
︵
ら
︶
に
生
じ
た
出
来
事
を

な
ん
ら
か
一
般
化
し
︑
こ
れ
を
よ
り
堅
固
な
理
論
的
枠
組
み
の
中

で
語
り
直
そ
う
と
し
た
も
の
と
も
見
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
こ
ち
ら

は
一
貫
し
て
一
人
称
で
語
ら
れ
る
彼
女
の
﹁
霊
的
苦
し
み
﹂
の
記

述
を
一
瞥
し
て
み
よ
う4
︒

2
「
地
獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

生
来
﹁
明
る
い
﹂
性
格
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
テ
レ
ジ
ア
の
叙
述

は
︑
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
ほ
ど
の
深
刻
な
感
は
与
え
な
い
が
︑
そ
れ

で
も
彼
女
は
︑﹁
地
獄
を
見
た
﹂
人
で
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
﹁
文
字

通
り
の
﹂
意
味
で
あ
る
︒
最
初
の
ま
と
ま
っ
た
著
作
で
あ
る
﹃
自

叙
伝
﹄
の
後
半
︑
彼
女
に
生
じ
た
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
―

い
わ
ゆ
る
幻
視
―
を
列
挙
す
る
章
の
一
つ
に
そ
れ
は
記
さ
れ
て
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い
る
︒﹁
地
獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
と
し
て
研
究
者
た
ち
の
関
心
を
惹

い
て
き
た
箇
所
で
あ
り
︑
彼
女
自
身
︑﹁
そ
れ
か
ら
六
年
も
た
ち
ま

す
が
︑︹
︙
︙
︺
今
も
そ
の
恐
怖
は
か
わ
り
ま
せ
ん5
﹂
と
言
っ
て
い

る
も
の
で
あ
る
︒
一
五
六
◯
年
︑
テ
レ
ジ
ア
が
四
十
五
歳
の
と
き

の
こ
と
と
推
定
さ
れ
て
い
る
︒

あ
る
日
︑
お
祈
り
を
し
て
い
ま
す
と
︑
気
が
つ
く
と
一
瞬
に

し
て
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
か
わ
か
ら
な
い
で
す
が
︑
自
分
が
地

獄
に
お
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
し
た
︒
主
は
︑
悪
魔
ど
も

が
あ
ち
ら
で
私
に
準
備
し
て
い
た
場
所
︑
私
の
罪
に
価
す
る
場

所
を
見
せ
よ
う
と
さ
れ
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
ほ

ん
の
短
い
間
で
し
た
︒
が
︑
そ
れ
か
ら
何
年
も
た
っ
た
い
ま
で

も
忘
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
思
え
ま
す
︒

入
り
口
は
と
て
も
長
く
て
狭
い
路
地
の
よ
う
で
も
あ
り
︑
と

て
も
低
く
て
暗
く
て
狭
い
竈
の
よ
う
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
地
面

は
た
い
へ
ん
汚
く
︑
ひ
ど
い
匂
い
の
す
る
泥
の
よ
う
で
︑
毒
の

あ
る
爬
虫
類
が
う
じ
ゃ
う
じ
ゃ
い
ま
し
た
︒
奥
の
壁
に
棚
の
よ

う
な
窪
み
が
掘
っ
て
あ
っ
て
︑
私
は
と
て
も
窮
屈
に
そ
こ
に
押

し
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
し
た
︒
そ
こ
で
感
じ
た
こ
と
に
比
べ

れ
ば
︑
ど
ん
な
眺
め
も
心
地
よ
い
と
い
え
る
も
の
で
し
た
︒

︹
︙
︙
︺
私
は
魂
の
う
ち
に
︑
あ
る
火
を
感
じ
ま
し
た
︒
そ
れ

が
ど
ん
な
も
の
か
言
う
こ
と
が
で
き
る
と
は
と
て
も
思
え
ま
せ

ん
︒
体
の
苦
痛
は
耐
え
が
た
い
も
の
で
し
た
︒
私
は
こ
れ
ま
で
︑

こ
れ
以
上
は
な
い
ほ
ど
の
体
の
苦
痛
を
経
験
し
て
き
ま
し
た
が

︹
︙
︙
︺︑
こ
こ
で
感
じ
た
も
の
に
比
べ
れ
ば
全
然
な
ん
で
も
あ

り
ま
せ
ん
︒
そ
の
上
︑
そ
の
苦
し
み
は
終
わ
る
こ
と
が
な
く
︑
途

切
れ
る
こ
と
も
な
い
は
ず
だ
と
わ
か
る
の
で
す
︒
で
す
が
︑
こ

れ
も
︑
魂
が
こ
こ
で
苦
悶
す
る
こ
と
︵agonizar

︶
に
比
べ
れ
ば

な
ん
で
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
︑
な
に
か
締
め
つ
け
ら
れ
る

感
じ
︵apretam

iento

︶︑
息
が
詰
ま
る
感
じ
︵ahogam

iento

︶
で
︑

悲
痛
感
は
と
て
も
激
し
く
︑
望
み
を
奪
わ
れ
た
︵desesperado

︶

悲
痛
な
不
満
感
︵afligido descontento

︶
が
と
も
な
っ
て
い
ま
す
︒

こ
れ
を
ど
う
言
い
表
わ
せ
る
も
の
か
︑
と
て
も
わ
か
り
ま
せ
ん
︒

魂
が
た
え
ず
引
き
抜
か
れ
る
こ
と
︑
と
言
っ
て
み
て
も
足
り
ま

せ
ん
か
ら
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
場
合
な
ら
命
が
絶
た
れ
て
終
わ

り
で
し
ょ
う
が
︑
こ
こ
で
は
︑
魂
自
身
が
粉
々
に
砕
か
れ
る
の

で
す
︒

要
す
る
に
︑
こ
の
内
な
る
火
︵fuego interior

︶︑
あ
れ
ほ
ど
の

最
大
の
苦
痛
や
悲
嘆
に
も
ま
さ
る
あ
の
絶
望
︵desesperam

iento

︶︑

こ
れ
を
ど
う
言
い
表
せ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
︒
誰
が
こ

れ
を
与
え
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
ず
︑
そ
れ
で
も
自
分
が
焼
か

れ
︑
粉
々
に
切
り
刻
ま
れ
る
の
を
感
じ
て
い
ま
し
た
︑
そ
の
よ

う
に
思
え
ま
し
た
︒
で
す
の
で
︑
私
は
こ
う
言
い
ま
す
︒
あ
の

内
な
る
火
と
絶
望
︑
こ
れ
こ
そ
最
悪
で
す6
︒

こ
こ
に
は
︑
テ
レ
ジ
ア
流
の
語
り
口
で
︑﹁
地
獄
の
苦
し
み
﹂
の

内
実
が
︑
一
つ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
か
た
ち
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ

れ
は
ま
ず
︑
肉
体
が
被
る
最
大
の
苦
し
み
―
彼
女
は
と
く
に
修

道
生
活
の
初
期
に
︑
終
油
の
秘
蹟
を
受
け
る
ほ
ど
の
病
苦
を
経
て

い
る
―
を
は
る
か
に
超
え
て
い
る
︒
言
い
よ
う
の
な
い
深
甚
な

苦
し
み
は
︑
身
心
相
関
的
な
言
葉
―
﹁
締
め
つ
け
ら
れ
る
﹂︑﹁
息

が
詰
ま
る
﹂
―
で
記
述
さ
れ
︑
イ
メ
ー
ジ
言
語
と
し
て
は
あ
る

﹁
内
な
る
火
﹂
―
こ
れ
は
︑
明
言
は
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
な
ん
ら

か
御
し
が
た
い
忿
懣
の
情
念
を
示
唆
し
て
い
よ
う
―
と
し
て
捉

え
ら
れ
︑
肉
体
の
死
を
数
層
倍
し
た
︑
身
体
の
粉
砕
と
し
て
具
象

化
さ
れ
る
︒
そ
し
て
最
終
的
に
︑
そ
の
苦
し
み
の
内
実
が
﹁
絶
望
﹂

で
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
︒
全
知
全
能
︑
か
つ
全
善
で
あ
る

神
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
は
︑
キ
リ
ス
ト
の
救
い
の
業

を
無
み
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
﹁
絶
望
﹂
は
﹁
死
に
至
る
病
﹂

で
あ
る
大
罪
で
あ
る
︒

こ
の
叙
述
を
受
け
て
だ
ろ
う
か
︑﹁
精
神
の
暗
夜
﹂
の
状
況
を
十

字
架
の
ヨ
ハ
ネ
も
こ
う
記
し
て
い
る
︒

な
ぜ
な
ら
こ
の
浄
化
の
観
想
︵contem

plación purgativa

︶
に

ほ
ん
と
う
に
締
め
つ
け
ら
れ
る
と
︑
死
の
影
︵som

bra de m
uerte

︶

や
︑
死
の
呻
き
声
︵gem

idos de m
uerte

︶
や
︑
地
獄
の
苦
し
み

︵dolores de infienro

︶
を
魂
は
ま
ざ
ま
ざ
と
実
感
す
る
も
の
で
あ

る
︒
こ
れ
は
︑
自
分
は
神
な
し
に
い
る
の
だ
と
︑
罰
せ
ら
れ
︑
捨

て
ら
れ
て
︑
神
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
者
な
の
だ
と
︑
そ
し
て
神

は
怒
っ
て
お
ら
れ
る
の
だ
と
実
感
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
︒
そ

し
て
さ
ら
に
は
︑
こ
れ
が
永
遠
に
そ
う
な
の
だ
と
思
わ
れ
て
し

ま
う
︒
そ
し
て
同
様
に
︑
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
か
ら
見
捨
て
ら
れ

︵desam
paro

︶︑
そ
れ
ら
す
べ
て
か
ら
︑
と
く
に
友
人
た
ち
か
ら

蔑
ま
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る7
︒

こ
の
よ
う
に
し
て
神
は
魂
を
︑
後
に
た
い
へ
ん
高
く
上
げ
る

た
め
で
は
あ
る
が
︑
た
い
へ
ん
卑
く
貶
め
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ

の
こ
と
の
実
感
︵sentim

ientos

︶
が
魂
の
な
か
で
激
し
さ
を
増
す

と
き
に
は
︑
神
が
た
だ
ち
に
そ
れ
を
和
ら
げ
る
よ
う
配
慮
さ
れ

な
か
っ
た
な
ら
︑
ほ
ん
の
数
日
で
魂
は
死
ん
で
し
ま
う
こ
と
だ

ろ
う
︒
そ
う
し
た
内
的
な
激
発
が
感
じ
ら
れ
る
時
間
は
︑
間
歇

的
な
も
の
で
は
あ
る
が
︑
そ
う
し
た
激
発
は
時
と
し
て
き
わ
め

て
激
し
く
感
じ
ら
れ
︑
眼
前
に
地
獄
と
滅
び
が
開
か
れ
た
か
に

思
え
て
し
ま
う
︒
そ
う
し
た
人
々
は
︑
ほ
ん
と
う
に
﹁
生
き
な

が
ら
地
獄
に
墜
ち
る
﹂︹
詩
篇
五
十
五
︑
十
六
︺
人
々
の
仲
間
な

の
で
あ
る
︒
地
獄
の
や
り
方
で
︑
こ
の
世
で
浄
め
ら
れ
る
の
だ

か
ら8
︒

こ
う
も
言
わ
れ
る
︒

﹁
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
魂
は
こ
う
し
た
場
所
に
置
か
れ
て
ほ
と
ん

ど
何
も
で
き
ず
︑
手
足
を
縛
ら
れ
て
暗
い
地
下
牢
に
入
れ
ら
れ

て
い
る
囚
人
の
よ
う
に
︑
自
分
で
動
く
こ
と
も
見
る
こ
と
も
で

き
ず
︑
上
か
ら
も
下
か
ら
も
何
の
好
意
︵favor

︶
も
感
じ
ら
れ

な
い9
︒﹂
そ
し
て
こ
う
し
た
﹁
地
獄
の
浄
化
﹂
は
︑﹁
そ
れ
が
多

少
と
も
本
物
と
な
る
た
め
に
は
︑
ど
ん
な
厳
し
く
と
も
︑
数
年

間
は
止
む
こ
と
が
な
い10
︒﹂

こ
う
し
た
こ
と
が
﹁
生
き
地
獄
﹂
で
あ
り
︑
暗
夜
の
苦
し
み
の

実
相
だ
が
︑
そ
の
苦
し
み
の
内
実
は
︑︵
肉
体
的
苦
痛
は
措
く
と
し

て
︶︑
テ
レ
ジ
ア
の
言
う
﹁
絶
望
﹂
と
︑
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
﹁
孤

独
﹂
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
神
か
ら
も
︑
他
の

一
切
の
被
造
物
︑
つ
ま
り
こ
の
世
界
か
ら
も
︑
と
り
わ
け
親
し
か

っ
た
人
々
か
ら
棄
て
ら
れ
て
い
る
︵
と
感
じ
て
し
ま
う
︶
こ
と
︑
す

な
わ
ち
果
て
し
の
な
い
﹁
孤
独
﹂
と
︑
そ
し
て
そ
れ
が
永
遠
に
続

く
と
い
う
﹁
絶
望
﹂
で
あ
る
︒

﹁
絶
望
﹂
で
あ
る
所
以
は
︑
次
の
記
述
か
ら
︑
よ
り
実
質
的
に
伝

わ
っ
て
く
る
︒
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
苦
し
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み
の
激
発
に
は
︑
い
わ
ば
波
が
あ
る
︒﹁
こ
う
し
た
︹
浄
化
の
︺
手

立
て
の
間
に
は
︑︹
苦
し
み
が
︺
軽
く
な
る
中
断
期
︵interpolaciones 

de alivios

︶
が
あ
る
も
の
で
あ
る
︒﹂
苦
し
み
の
あ
ま
り
実
際
に
死

ん
で
し
ま
う
か
ら
︑
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
︒
安
ら
ぎ
の
時

期
に
は
︑
苦
し
み
と
は
逆
の
大
き
な
霊
的
悦
び
が
あ
り
︑
そ
し
て

﹁
あ
の
牢
獄
や
監
獄
か
ら
脱
出
し
て
広
々
と
し
た
く
つ
ろ
ぎ

︵recreación de anchura
︶
と
自
由
を
得
て
︑
神
と
の
愛
に
満
ち
た
交

友
や
平
安
の
深
い
甘
さ
を
味
わ
い
実
感
す
る
﹂
こ
と
も
あ
る
︒﹁
待

ち
望
ん
で
い
た
︹
天
国
の
悦
び
の
︺
満
ち
溢
れ
の
前
味
﹂
を
味
わ

う
か
に
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
で
︑
浄
化
の
苦
し
み
は
も
う
終
わ
っ
た

の
だ
と
信
じ
込
む
︒

し
か
し
︑
苦
し
み
が
再
び
襲
っ
て
く
る
︒

霊
の
浄
化
が
完
全
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
ま
で
は
︑
魂
は
︑
何

と
は
わ
か
ら
な
い
な
が
ら
自
分
に
欠
け
て
い
る
も
の
︵un no sé 

que que le falta

︶
が
あ
る
︑
あ
る
い
は
な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
と
︑

自
ら
の
奥
底
︵el interior

︶
で
ず
っ
と
感
じ
て
い
る
︒
そ
れ
で
︑

苦
し
み
の
軽
快
期
が
あ
っ
て
も
心
お
き
な
く
そ
れ
を
味
わ
う
こ

と
が
で
き
な
い
︒
魂
の
内
部
に
は
︑
自
身
の
敵
の
よ
う
な
何
か

が
い
て
︑
い
ま
は
静
か
に
し
て
眠
っ
て
い
る
よ
う
だ
け
れ
ど
も
︑

ま
た
生
き
返
っ
て
そ
の
︹
悪
し
き
︺
業
を
な
す
の
で
は
な
い
か

と
い
う
怖
じ
気
を
抱
き
続
け
る
︒
そ
し
て
実
際
に
そ
う
な
る
︒

ま
っ
た
く
安
心
し
て
い
る
と
き
に
︑
ま
っ
た
く
警
戒
し
て
い
な

い
と
き
に
︑︹
敵
は
︺
戻
っ
て
き
て
︑
次
の
い
っ
そ
う
悪
い
段
階

に
魂
を
呑
み
込
み
吸
い
込
ん
で
し
ま
う
︒
そ
こ
は
以
前
の
も
の

よ
り
も
っ
と
辛
く
︑
暗
く
︑
悲
惨
で
︑
そ
れ
は
お
そ
ら
く
は
前

の
︹
辛
い
︺
時
期
よ
り
も
さ
ら
に
長
く
続
く
︒
こ
う
し
て
魂
は

再
び
︑
あ
ら
ゆ
る
善
き
こ
と
は
も
う
永
遠
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ

た
︑
と
知
る
こ
と
と
な
る
︒︹
︙
︙
︺﹂11

苦
し
み
が
終
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
思
え
る
と
き
が
来
る
︒

が
︑
し
か
し
苦
し
み
は
ま
た
戻
っ
て
く
る
︒
そ
の
あ
げ
く
︑
こ
れ

は
永
遠
に
続
く
の
だ
と
思
い
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
︒
つ
ね
に

密
か
な
不
安
が
ぬ
ぐ
え
ず
︑
悪
に
終
わ
り
が
な
い
︑
あ
る
い
は
︑
悦

び
と
苦
し
み
の
転
変
に
終
わ
り
が
な
い
︒
こ
の
︑
感
情
の
浮
沈
か

ら
逃
れ
ら
れ
な
い
あ
り
方
自
体
が
﹁
魂
の
暗
夜
﹂
の
根
本
状
態
だ

と
す
れ
ば
︑
こ
の
苦
し
み
か
ら
脱
出
し
た
こ
と
を
保
証
す
る
も
の

は
あ
り
え
な
い
か
に
見
え
る
︒
こ
う
し
て
絶
望
は
深
ま
っ
て
い
く

の
だ
が
︑
こ
の
こ
と
は
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
快
苦
︑
悲
喜
が
生
ず

る
次
元
自
体
か
ら
の
離
脱
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

示
唆
し
て
も
い
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
絶
望
は
︑
ど
う
し
よ
う
も
な
い
﹁
孤
独
﹂
に
魂
を
押
し
込

め
て
い
く
︒
神
か
ら
も
︑
人
か
ら
も
棄
て
ら
れ
蔑
ま
れ
て
い
る
と

思
い
込
む
孤
独
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
ど
ん
な
言
葉
も
届
か
な
く

な
る
︒
人
の
言
葉
を
受
け
入
れ
ら
れ
ず
︑
自
分
だ
け
の
思
い
に
自

縛
さ
れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
︒

こ
れ
に
加
え
て
︑
こ
の
暗
夜
が
魂
に
引
き
起
こ
す
孤
独
と
寄

る
辺
無
さ
の
た
め
に
︑
魂
は
ど
ん
な
教
え
に
も
︑
ま
た
霊
的
指

導
者
︵m

aestro espiritual

︶
に
も
︑
慰
め
や
支
え
を
見
い
だ
せ
な

く
な
っ
て
し
ま
う
︒︹
指
導
者
が
︺
苦
し
み
の
な
か
に
あ
る
い
ろ

い
ろ
な
善
︵bienes

︶
を
挙
げ
て
︑
慰
め
の
理
由
と
な
り
う
る
こ

と
を
ど
ん
な
に
手
を
尽
く
し
て
証
拠
立
て
て
み
せ
て
も
︑
信
じ

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
う
し
た
魂

は
︑
い
ろ
い
ろ
な
悪
︵m

ales

︶
を
痛
感
す
る
あ
の
思
い
の
内
に

ま
っ
た
く
呑
み
込
ま
れ
沈
み
込
ん
で
い
て
︑
自
身
の
惨
め
さ
を

あ
り
あ
り
と
見
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
︑
指
導
者
た
ち
に
は
自

分
が
見
て
実
感
し
て
い
る
も
の
が
見
え
て
お
ら
ず
︑
そ
れ
で
自

分
の
こ
と
を
わ
か
ら
な
い
ま
ま
︑
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
だ
︑
と

思
え
て
し
ま
う
︒
そ
の
た
め
︑
慰
め
を
受
け
る
ど
こ
ろ
か
︑
か

え
っ
て
更
な
る
辛
さ
を
こ
う
む
る
こ
と
に
も
な
る
︒︹
彼
ら
の
言

葉
は
︺
自
分
の
悪
の
癒
し
に
は
な
ら
な
い
と
思
え
る
か
ら
で
あ

る
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑
実
際
に
そ
の
通
り
な
の
だ
︒
な
ぜ
な
ら
︑

主
が
望
ま
れ
る
ま
ま
の
や
り
方
で
魂
を
浄
め
お
え
る
ま
で
は
︑
こ

の
魂
の
辛
さ
に
対
し
て
は
︑
ど
ん
な
手
立
て
も
癒
し
も
役
立
た

な
い
し
無
益
な
の
だ
か
ら12
︒

周
囲
の
人
や
指
導
者
の
ど
ん
な
言
葉
も
︑
教
説
も
―
十
字
架

の
ヨ
ハ
ネ
の
こ
の
﹃
魂
の
暗
夜
﹄
自
体
も
含
む
だ
ろ
う
―
︑
こ

の
闇
に
沈
ん
で
い
る
者
に
は
響
か
な
い
︒
そ
れ
は
自
分
の
こ
と
で

は
な
い
︑
と
思
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る13
︒

こ
れ
は
︑
他
の
人
々
と
の
交
流
が
成
り
立
つ
地
平
︑﹁
人
が
一
般

に
﹂
そ
う
で
あ
る
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
教
え
の
地
平
に
自
分
も

帰
属
し
て
い
る
と
い
う
当
然
の
感
覚
が
失
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
神
は
す
べ
て
の
人
を
愛
し
て
い
る
﹂
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
最

も
根
本
の
原
則
が
当
て
は
ま
る
﹁
す
べ
て
の
人
﹂
の
地
平
か
ら
閉

め
出
さ
れ
て
し
ま
う
自
閉
状
況
で
あ
る
︒

こ
の
絶
対
的
な
孤
独
と
絶
望
︑
こ
れ
が
﹁
魂
の
暗
夜
﹂
の
正
体

だ
ろ
う
︒

3
「
魂
の
本
体
」と
い
う
次
元

前
稿
で
示
し
た
よ
う
に
︑
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
こ
の
暗
夜
の
苦

し
み
か
ら
の
離
脱
の
要
件
を
︑﹁
魂
の
本
体
﹂
の
次
元
が
現
れ
・
洗

わ
れ
出
て
く
る
こ
と
に
見
て
い
る
︒
魂
の
本
体
の
レ
ベ
ル
で
は
︑
魂

は
じ
つ
は
神
を
本
性
的
に
愛
し
て
お
り
︑
そ
の
愛
の
成
就
へ
の
絶

望
が
︑
一
切
の
苦
し
み
の
根
本
原
因
な
の
だ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑﹁
本

体
︵sustancia

︶﹂
と
い
う
哲
学
的
・
存
在
論
的
な
語
で
言
わ
れ
る
と

お
り
︑
人
間
が
そ
も
そ
も
人
間
と
し
て
創
造
さ
れ
存
立
し
え
て
い

る
︑﹁
存
在
﹂
そ
の
も
の
の
次
元
で
あ
る
︒
な
れ
ば
こ
そ
︑﹁
私
を

知
る
こ
と
が
神
を
知
る
こ
と
﹂︑
つ
ま
り
︑
至
高
善
︵
神
︶
が
そ
の

反
対
物
た
る
罪
人
で
あ
る
自
己
を
知
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
︑
と
い

う
﹁
反
対
の
一
致
﹂
が
可
能
な
の
で
も
あ
っ
た
︒
そ
し
て
そ
の
本

体
に
お
い
て
こ
そ
︑
魂
の
本
体
に
﹁
本
来
﹂
根
ざ
す
﹁
熱
﹂
が
︑
愛

の
情
念
︑
情
熱
と
し
て
︑
純
粋
に
顕
れ
出
て
く
る
︒
テ
レ
ジ
ア
の

﹁
地
獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
の
言
葉
で
言
え
ば
︑﹁
最
悪
の
も
の
﹂
た

る
﹁
内
な
る
火
﹂
が
浄
ら
か
な
火
に
変
容
す
る
︒
こ
こ
で
﹁
熱
﹂

と
は
︑
光
の
な
い
闇
の
中
で
も
︑
む
し
ろ
闇
の
な
か
で
こ
そ
伝
わ

る
何
か
で
あ
り
︑
そ
の
熱
が
昂
じ
て
︑
つ
い
に
発
火
し
発
光
す
る

も
の
と
捉
え
ら
れ
る
︒
熱
が
光
を
発
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
熱
の

実
質
は
愛
で
あ
る
︒
こ
の
︑
人
間
と
い
う
存
在
の
根
底
に
植
え
込

ま
れ
造
り
込
ま
れ
て
い
る
愛
が
な
け
れ
ば
︑
そ
も
そ
も
他
者
と
の

交
わ
り
の
不
能
と
し
て
の
﹁
孤
独
﹂
は
苦
し
く
は
な
く
︑
愛
の
成

就
の
希
望
が
絶
た
れ
る
﹁
絶
望
﹂
―
テ
レ
ジ
ア
の
言
葉
で
は
﹁
望

み
を
奪
わ
れ
た
悲
痛
な
不
満
感
﹂
―
も
生
じ
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
︒
苦
の
因
は
た
し
か
に
愛
で
あ
る
︒

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
基
本
的
人
間
理
解
で
あ
る
︒
人
は
神
を

43
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愛
す
る
よ
う
に
﹁
造
ら
れ
て
﹂
い
る
︒
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
﹃
告

白
﹄
冒
頭
の
有
名
な
祈
り
で
︑﹁
あ
な
た
は
私
た
ち
を
︑
ご
自
身
に

む
け
て
お
造
り
に
な
り
ま
し
た
︒
で
す
か
ら
私
た
ち
の
心
は
︑
あ

な
た
の
う
ち
に
憩
う
ま
で
︑
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
す14
﹂
と
明
記
し
て
い
る
︒
こ
れ
が
︑﹁
自
ら
の
魂
︵
私
︶
を
知
る

こ
と
﹂
と
﹁
神
︵
あ
な
た
︶
を
知
る
こ
と
﹂
が
相
即
す
る
と
す
る

西
欧
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
魂
論
の
意
義
で
あ
り
︑
そ
し
て
人
が

―
そ
の
﹁
罪
﹂
に
も
か
か
わ
ら
ず
―
神
に
至
り
着
く
こ
と
が

可
能
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
で
あ
る
︒

こ
の
魂
の
﹁
本
体
﹂
の
次
元
︑
こ
れ
は
︑
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア

の
晩
年
の
著
作
﹃
魂
の
城
﹄
で
の
魂
論
＝
神
秘
階
梯
論
に
対
応
さ

せ
る
な
ら
︑
七
重
の
水
晶
の
城
と
し
て
構
造
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ

る
﹁
魂
﹂
の
最
内
奥
で
あ
り
︑
そ
こ
に
キ
リ
ス
ト
が
い
ま
す
城
の

中
心
の
﹁
第
七
の
住
居
﹂
と
し
て
表
象
さ
れ
る
次
元
で
あ
る
︒
こ

の
魂
の
中
心
か
ら
彷
徨
い
出
て
苦
界
に
沈
淪
し
て
い
る
魂
が
︑
自

ら
に
立
ち
返
っ
て
そ
こ
ま
で
至
り
着
く
こ
と
が
﹁
合
一
﹂
の
成
就

で
あ
り
愛
の
完
成
な
の
だ
っ
た
︒
で
あ
れ
ば
そ
こ
は
︑
魂
が
魂
と

し
て
―
人
間
が
人
間
と
し
て
―
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
︑
つ

ね
に
自
ら
の
﹁
内
に
﹂
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
通
常
は
そ

れ
と
し
て
気
づ
か
れ
て
は
い
な
い
︒
通
常
の
意
志
や
知
性
と
い
っ

た
精
神
の
基
本
能
力
に
と
っ
て
は
︑
そ
れ
ら
の
さ
ら
に
﹁
奧
﹂
に

あ
る
と
し
か
言
え
な
い
異
次
元
だ
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
次
元
で
の

愛
の
働
き
︑
神
と
の
愛
の
交
流
は
︑
だ
か
ら
︑﹁
感
じ
ら
れ
な
い
感

じ
﹂
と
し
て
逆
説
的
に
言
わ
れ
る
し
か
な
い15
︒
そ
の
次
元
が
洗
い

出
さ
れ
て
く
る
た
め
に
こ
そ
︑
暗
夜
の
﹁
苦
し
み
﹂
が
必
要
だ
っ

た
︒
そ
こ
は
︑
ど
ん
な
教
説
も
︑
人
々
の
助
言
の
言
葉
も
届
か
な

い
︑
深
い
自
閉
の
果
て
に
潜
む
水
準
で
も
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
闇
を

潜
っ
て
こ
そ
本
体
に
至
る
︒
そ
の
次
元
で
神
と
人
の
愛
の
本
来
の

交
わ
り
が
成
る
︒
神
の
愛
の
言
葉
が
届
き
︑
そ
れ
に
応
じ
て
︑
他

者
の
言
葉
も
届
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
―
︒
こ
れ
が
︑
彼
ら
の

教
説
の
基
本
線
で
あ
る
︒

4
苦
し
み
に
つ
い
て「
語
る
」と
い
う
こ
と

だ
が
︑
そ
れ
で
も
︑
こ
の
﹁
本
体
﹂
の
次
元
は
ど
の
よ
う
に
露

わ
に
な
る
の
か
︒
こ
こ
に
は
ど
う
し
て
も
︑
あ
る
飛
躍
―
キ
リ

ス
ト
教
の
言
葉
で
い
え
ば
︵
神
か
ら
一
方
的
に
与
え
ら
れ
る
︶﹁
恩

寵
﹂
―
が
想
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︒
結
局
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ

は
︑﹁
主
が
望
ま
れ
る
ま
ま
の
や
り
方
で
魂
を
浄
め
お
え
る
ま
で
は
︑

こ
の
魂
の
辛
さ
に
対
し
て
は
︑
ど
ん
な
手
立
て
も
癒
し
も
役
立
た

な
い
し
無
益
﹂
だ
と
言
う
ば
か
り
で
あ
る16
︒
し
か
し
こ
れ
は
︑
彼

の
理
説
の
破
綻
で
あ
る
よ
り
も
︑
ま
さ
に
そ
れ
こ
そ
が
︑
恩
寵
が

恩
寵
と
な
る
所
以
で
あ
り
︑
ま
た
彼
ら
の
宗
教
的
生
の
リ
ア
リ
テ

ィ
で
も
あ
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
ま
た
︑
い
わ
ゆ
る
宗
教
体
験
と

し
て
語
ら
れ
う
る
飛
躍
で
あ
る
︒
体
験
の
名
に
値
す
る
体
験
と
は
︑

そ
れ
ま
で
あ
り
え
な
い
と
感
じ
ら
れ
て
い
た
︑
思
っ
て
も
み
な
か

っ
た
よ
う
な
あ
る
霊
的
次
元
―
た
と
え
ば
﹁
魂
の
本
体
﹂
の
次

元
―
が
︑
突
然
＝
飛
躍
的
に
啓
か
れ
︑
リ
ア
ル
と
な
る
出
来
事

だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
︒
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
依
拠
す
る
イ
メ
ー
ジ

で
は
︑
黒
く
炭
化
し
た
薪
が
︑﹁
突
然
﹂
美
し
く
発
火
す
る
事
態
で

あ
る17
︒

そ
し
て
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
の
保
証
は
︑
根
本
的

に
は
︑
彼
ら
の
書
き
残
し
た
テ
ク
ス
ト
自
体
と
し
て
な
さ
れ
て
い

る
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒
暗
夜
か
ら
の
脱
出
の
方
途
が
具
体
的
に
示

さ
れ
え
な
い
と
い
う
こ
と
︑
そ
れ
が
飛
躍
だ
と
い
う
こ
と
は
︑
脱

出
の
理
路
が
一
般
的
論
証
の
か
た
ち
で
は
示
し
え
な
い
と
い
う
こ

と
だ
が
︑
し
か
し
そ
れ
は
︑
脱
出
が
あ
り
え
な
い
こ
と
を
言
う
否

定
的
な
指
摘
な
の
で
は
な
く
︑
脱
出
が
な
さ
れ
る
べ
き
場
面
な
い

し
次
元
自
体
を
語
り
出
し
て
見
せ
る
肯
定
的
な
保
証
と
な
っ
て
い

る
と
読
む
べ
き
で
あ
る
︒
そ
の
保
証
は
︑
形
式
的
に
は
と
も
か
く

実
質
上
は
︑
彼
ら
自
身
の
一
人
称
の
﹁
証
言
﹂
と
し
て
な
さ
れ
て

い
る
︑
と
本
稿
で
は
捉
え
て
み
た
い
︒
こ
の
︑﹁
証
言
﹂
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
︑
そ
の
言
語
論
的
性
格
を
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
き

た
い
︒

ま
ず
︑
そ
れ
は
苦
し
み
の
諸
相
を
︑
と
も
か
く
語
っ
て
い
る
︒
文

字
ど
お
り
︑
言
葉
に
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
本

当
に
闇
に
沈
ん
で
い
る
人
は
︑
言
葉
を
発
し
え
な
い
︒﹁
呻
き
﹂

﹁
嗚
咽
﹂
が
そ
の
辛
う
じ
て
の
表
明
だ
っ
た18
︒
こ
れ
は
一
般
に
も
認

め
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
苦
し
み
﹁
に
つ
い
て
﹂
語
る
と
い
う
こ

と
は
︑
す
で
に
﹁
人
に
言
葉
を
言
う
﹂
と
い
う
言
語
の
共
通
性
の

地
平
に
自
ら
が
立
ち
出
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
精
神
の
窮
迫
溷
濁

状
態
と
し
て
の
苦
し
み
を
言
語
的
・
理
論
的
な
分
節
が
可
能
な
地

平
に
ま
で
も
た
ら
え
し
て
い
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
︑
語
る
者
が
す

で
に
闇
の
沈
黙
を
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
︑
そ
の
言
語
行
為

と
し
て
﹁
証
し
て
﹂
い
る
︒
一
般
化
し
て
言
う
な
ら
︑﹁
悪
を
悪
と

し
て
﹂
語
り
︑
位
置
づ
け
う
る
こ
と
自
体
が
︑
悪
が
克
服
可
能
な

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
︑
悪
の
克
服
の
言
語
行
為
論
的
な

実
践
と
な
っ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
そ
れ
は
証
言
で
あ
る
か
ら
︑
そ
こ
で
説
か
れ
る
内
容

が
真
理
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
︑
彼
ら
自
身
の
︑
一
人
称
単
数
の

経
験
に
の
み
依
拠
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
証
言
が
当
人
以

外
の
人
々
に
も
共
通
の
真
理
で
あ
る
か
ど
う
か
は
︑
こ
れ
を
聞
く

者
︑
読
む
者
に
委
ね
る
し
か
な
い
︑
そ
の
意
味
で
は
﹁
弱
い
﹂
主

張
で
あ
る
︒
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
闇
が
光
に
な
る
こ
と
︑
あ
る

い
は
苦
し
み
の
夜
が
愛
の
成
就
の
麗
し
い
夜
に
変
わ
る
こ
と
を
︵
強

く
︶﹁
証
明
﹂
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
証
言
は
証
明
と
は
異
な
る
︒

だ
か
ら
︑
先
述
の
よ
う
に
︑
彼
ら
の
証
言
は
︑
暗
夜
に
呑
ま
れ

て
い
る
当
事
者
に
は
必
ず
し
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
︒﹁
霊
的
指
導

者
﹂
が
ど
ん
な
に
語
っ
て
み
て
も
︑
あ
る
い
は
ど
ん
な
立
派
な
教

説
を
説
か
れ
て
も
︑
彼
ら
を
闇
か
ら
脱
せ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
︒
し
か
し
お
よ
そ
宗
教
の
言
葉
と
は
︑
す
で
に
万
人
に
通
有
と

さ
れ
て
い
る
理
性
や
常
識
的
世
界
理
解
を
自
明
の
前
提
と
し
て
︑

そ
の
範
囲
内
で
な
さ
れ
る
﹁
証
明
﹂
の
言
説
で
あ
る
よ
り
も
︑
一

見
不
可
能
と
も
思
え
る
理
想
が
実
現
可
能
な
こ
と
を
︑
あ
る
い
は

む
し
ろ
︑
す
で
に
実
現
し
て
い
る
こ
と
を
︑
自
ら
の
身
に
お
い
て

証
言
す
る
言
説
で
あ
ろ
う
︒﹁
神
秘
家
﹂
と
さ
れ
る
人
々
の
言
葉
は

と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
︒
彼
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
唐
突
な
飛
躍
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
︑
上
述
の
よ
う
に
︑
そ
の
破
綻
に
よ
っ
て
こ
そ

彼
ら
の
語
ら
ん
と
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
露
呈
せ
し
め
て
い
る
と
も

言
え
る
︒
再
び
一
般
化
す
れ
ば
︑
こ
う
し
た
証
言
の
リ
ア
リ
テ
ィ

を
︑
信
じ
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
︑﹁
宗
教
﹂
に
他
な
ら
な
い
︒

で
は
︑
そ
の
証
言
は
︑
内
容
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒
彼
ら
の
証
言
は
︑﹁
暗
夜
の
苦
し
み
は
︵
神

の
恩
寵
に
よ
っ
て
︶
い
つ
か
終
わ
る
の
だ
﹂
と
︑
言
う
だ
け
の
も
の

で
は
な
い
︒
そ
れ
を
魂
の
浄
化
の
要
件
と
し
て
意
味
づ
け
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
苦
し
み
か
ら
の
脱
出

が
可
能
な
こ
と
を
保
証
す
る
だ
け
で
は
足
り
ず
︑
そ
の
苦
し
み
の
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深
さ
に
見
合
う
だ
け
の
何
か
が
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
具

体
的
に
は
︑
苦
し
み
の
夜
の
彼
方
に
披
か
れ
る
﹁
新
た
な
別
の
﹂

境
地
を
こ
そ
言
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
苦
し
み

の
中
で
︑
絶
望
し
つ
つ
も
な
お
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
悦
び
と
の
対

比
に
お
い
て
こ
そ
︑
苦
し
み
が
か
く
も
深
い
も
の
で
あ
る
所
以
が

示
さ
れ
て
く
る
︑
そ
う
し
た
悦
び
の
地
平
を
言
う
言
葉
で
あ
っ
て

は
じ
め
て
︑
苦
し
み
の
克
服
の
証
言
た
り
う
る
︒

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
を
見
る
な
ら
︑
そ
も
そ
も
﹃
魂
の
暗

夜
﹄
と
い
う
﹁
暗
い
﹂
著
作
は
︑
前
稿
に
掲
げ
た
よ
う
に
︑
神
と

の
愛
の
成
就
を
言
祝
ぐ
自
作
の
詩
編
の
︑
冒
頭
の
﹁
暗
い
﹂
数
節

の
み
の
註
解
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
︒
そ
の
﹁
歌
﹂
は
︑
夜
の
中

で
の
恋
人
と
の
愛
の
成
就
が
︑
熱
く
︑
ま
た
爽
や
か
に
歌
わ
れ
る

も
の
で
あ
り
︑﹃
魂
の
暗
夜
﹄
の
テ
ク
ス
ト
も
︑
上
に
い
く
つ
か
引

用
し
た
最
も
暗
い
記
述
の
な
さ
れ
る
箇
所
の
後
に
は
︑
苦
し
い
夜

を
脱
し
て
浄
化
さ
れ
た
魂
が
入
っ
て
い
く
︑﹁
麗
し
い
夜
﹂
の
道
行

き
の
解
説
に
移
行
し
て
い
く
︒
こ
の
こ
と
が
あ
ら
か
じ
め
見
込
ま

れ
見
通
さ
れ
た
上
で
︑﹃
魂
の
暗
夜
﹄
の
﹁
苦
し
い
夜
﹂
の
記
述
は

な
さ
れ
て
い
る
︒
浄
化
を
経
た
後
の
︑
照
明
な
い
し
合
一
の
境
地

が
語
ら
れ
て
こ
そ
︑
そ
の
前
段
階
と
し
て
苦
し
み
の
記
述
が
可
能

と
な
り
︑
意
味
を
も
つ
︒
で
あ
る
か
ら
︑﹁
魂
の
暗
夜
﹂
の
叙
述
を
︑

そ
れ
だ
け
で
読
ん
で
は
な
ら
な
い
︒
同
書
は
未
完
の
ま
ま
に
残
さ

れ
た
が19
︑﹁
暗
夜
﹂
の
果
て
の
︑
熱
い
愛
の
成
就
の
諸
相
が
濃
密
に

語
ら
れ
る
﹃
霊
の
讃
歌
﹄
や
﹃
愛
の
生
け
る
炎
﹄
の
叙
述
と
切
り

離
し
て
こ
れ
を
読
む
こ
と
は
で
き
な
い20
︒
夜
が
夜
と
し
て
語
ら
れ
︑

位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
︑
黎
明
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
そ
れ
を

前
提
と
し
て
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
夜
﹂
を
﹁
夜
﹂
と
し
て
認
識
し
︑

語
る
こ
と
は
︑
す
で
に
﹁
朝
の
光
﹂
の
あ
る
こ
と
を
想
定
し
て
こ

そ
可
能
で
あ
る21
︒

テ
レ
ジ
ア
の
場
合
も
︑﹁
地
獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
は
︑
地
獄
の
主

で
あ
る
悪
魔
が
け
っ
し
て
介
入
し
え
な
い
﹁
第
七
の
住
居
﹂︑
神
と

の
合
一
の
成
る
場
所
が
確
保
さ
れ
て
︑
そ
こ
か
ら
省
み
て
は
じ
め

て
し
か
る
べ
く
﹁
位
置
づ
け
﹂
ら
れ
る
︒﹃
自
叙
伝
﹄
で
は
︑﹁
地

獄
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
﹂
は
︑
そ
の
末
尾
付
近
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
鮮
烈

な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
一
覧
の
中
に
置
か
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
っ
て
い

た
の
だ
が
︑﹃
魂
の
城
﹄
で
は
︑
そ
れ
が
彼
女
の
神
秘
階
梯
論
の
ど

こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
が
︑
定
ま
る
よ
う
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
悪

を
悪
と
し
て
浮
き
立
た
せ
る
善
︑
す
な
わ
ち
悪
が
﹁
そ
れ
を
目
指

し
な
が
ら
得
ら
れ
な
い
﹂
が
ゆ
え
に
悪
で
あ
る
と
こ
ろ
の
善
美
を

―
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
場
合
で
言
え
ば
︑
神
と
の
愛
の
成
就
す

る
麗
し
い
夜
の
諸
相
を
︑
テ
レ
ジ
ア
の
場
合
で
あ
れ
ば
︑
彼
女
自

身
が
そ
こ
に
神
が
住
ま
う
美
し
い
水
晶
の
城
で
あ
る
こ
と
の
悦
び

を
―
そ
れ
自
体
美
し
い
言
葉
で
実
質
的
に
語
り
示
す
こ
と
が
︑

悪
の
克
服
の
証
言
に
は
必
要
で
あ
る
︒
宗
教
の
真
理
を
説
く
言
葉

は
︑
理
論
的
証
明
・
論
証
で
あ
る
と
と
も
に
︑
つ
ね
に
美
し
く
荘

厳
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う22
︒

5
悪
の
根
源
性
？

悪
の
克
服
と
い
う
理
想
を
掲
げ
る
こ
と
は
︑
悪
を
論
う
だ
け
で

は
な
く
︑
そ
れ
を
ふ
ま
え
つ
つ
︑
む
し
ろ
︑
悪
の
彼
方
に
現
れ
出

る
︵
あ
る
い
は
そ
の
現
れ
に
向
け
て
わ
れ
わ
れ
を
誘
い
憧
れ
さ
せ
る
︶

善
美
を
示
す
こ
と
と
不
可
分
で
あ
り
︑
む
し
ろ
︑
そ
こ
か
ら
力
を

得
て
く
る
︒
こ
れ
を
欠
く
な
ら
ば
︑
宗
教
の
説
く
禁
欲
・
修
行
の

生
活
も
た
ん
な
る
苦
役
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
︒
遥
か
で
は
あ
れ
︑
最

終
的
・
終
末
的
な
理
想
を
掲
げ
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
の
理
想
と
の

距
離
の
パ
ト
ス
の
中
で
︑
思
考
し
実
践
す
る
こ
と
が
︑
狭
義
の
修

道
生
活
の
み
な
ら
ず
︑
お
よ
そ
宗
教
一
般
の
あ
り
か
た
だ
ろ
う
︒
悪

を
論
ず
る
た
め
に
は
︑
悪
を
醜
悪
た
ら
し
め
て
い
る
善
美
を
こ
そ

語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
れ
が
︑
い
さ
さ
か
唐
突
な
本
論
の
一
つ
の
結
論
︑
と
い
う
よ

り
主
張
で
あ
る
︒
が
︑
し
か
し
そ
の
悪
の
彼
方
に
見
据
え
ら
れ
る

べ
き
善
美
の
捉
え
ら
れ
方
︑
語
り
方
に
つ
い
て
は
︑
な
お
検
討
を

要
す
る
︒
そ
も
そ
も
﹁
悪
﹂
を
悪
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
は
可

能
な
の
か
︑
悪
と
は
︑
そ
れ
と
し
て
明
る
み
に
出
さ
れ
︑
位
置
づ

け
ら
れ
︑
秩
序
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
の
拒
否
自
体
な
の
で
は
な

い
か
︑
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
深
甚
な
苦
し
み
︑
な
い
し
そ

の
一
般
化
と
し
て
の
﹁
悪
﹂
は
︑
そ
う
し
た
意
味
で
︑
優
れ
て
秩

序
破
壊
的
・﹁
暴
力
﹂
的
な
何
か
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
所
説
に
沿
っ
て
言
う
な
ら
︑
根
本
的
に
は

﹁
神
へ
の
愛
﹂
で
あ
る
は
ず
の
﹁
魂
の
本
体
﹂
に
ね
ざ
す
熱
が
︑
あ

る
歪
み
―
キ
リ
ス
ト
教
の
言
葉
で
言
え
ば
﹁
罪
﹂
―
に
よ
っ

て
︑
そ
の
愛
の
非
成
就
の
確
信
に
転
じ
︑
愛
の
悦
び
と
静
安
・
平

安
で
は
な
く
︑
逆
に
耐
え
が
た
い
苦
し
み
の
源
泉
た
る
﹁
暗
い
火
﹂

と
な
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
歪
み
ゆ
え
に
︑
神
へ
の
愛
は
︑
神
へ
の

憎
し
み
と
似
て
き
て
し
ま
い
︑
神
か
ら
の
愛
が
神
か
ら
の
呪
い
と

区
別
が
つ
か
な
く
な
る
︒
愛
と
憎
し
み
の
こ
う
し
た
混
乱
こ
そ
が

悪
の
悪
た
る
所
以
だ
と
す
れ
ば
︑﹁
悪
﹂
を
悪
と
し
て
見
据
え
る
こ

と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
見
据
え
が
た
さ
は
︑
善
の
太
陽
を

見
据
え
ら
れ
な
い
こ
と
と
似
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑

西
洋
諸
宗
教
の
伝
統
に
お
い
て
悪
が
つ
ね
に
﹁
善
の
欠
如
﹂
と
し

て
捉
え
ら
れ
て
き
た
こ
と
の
意
味
を
捉
え
直
す
こ
と
が
要
請
さ
れ

て
く
る
と
思
わ
れ
る
︒

こ
こ
で
よ
う
や
く
︑﹁
悪
の
原
理
﹂︑
お
よ
び
そ
の
形
象
化
と
し

て
の
﹁
悪
魔
﹂
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
の
意
義
が
見
え
て
く
る
︒

稿
を
あ
ら
た
め
て
論
じ
て
み
た
い
︒

注1　
﹁
闇
は
︵
ど
う
し
て
︶
光
に
な
る
の
か

―
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
に
お
け

る
﹁
夜
﹂
の
変
容
﹂﹃
身
心
変
容
技
法
研
究
﹄
第
五
号
︑
二
九
︲
三
七

頁
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︒
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
の
テ
ク
ス
ト
等
は
︑
こ
の

﹁
前
稿
﹂
に
な
ら
う
︒

2　
た
だ
し
︑
そ
れ
ら
は
必
ず
︑
聖
書
の
権
威
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
︒C

f. Juan de la C
ruz, El Cántico 

Espiritual , Prólogo, 4.

︵
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
﹃
霊
の
讃
歌
﹄﹁
序
﹂︶︒

3　
拙
論
﹁
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
に
お
け
る
﹁
女
性
と
共
生
﹂﹂︑﹃
共
生
学
﹄

一
〇
号
︑
二
〇
一
五
年
︑
八
四
︲
一
〇
六
頁
︑
参
照
︒

4　

テ
レ
ジ
ア
の
霊
的
歩
み
や
︑
そ
の
神
秘
階
梯
論
に
つ
い
て
は
︑
拙
論

﹁
ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
の
﹃
身
心
変
容
﹄
の
諸
相

―
﹃
内
感
﹄
と
そ

の
行
方
﹂︑﹃
身
心
変
容
技
法
研
究
﹄
第
二
号
︑
二
〇
一
三
年
︑
二
〇
︲

二
八
頁
︑
参
照
︒

5　

 Teresa de A
vila, Vida , cap.32, 4. ︵

ア
ビ
ラ
の
テ
レ
ジ
ア
﹃
自
叙
伝
﹄
第

三
二
章
︶︒
テ
レ
ジ
ア
の
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
は
︑
注
4
に
掲
げ
た
拙

論
を
参
照
︒

6　

Vida , cap.32, 1-2. 

7　

Juan de la C
ruz, N

oche O
scura del Alma , Lib., cap.6, 2-3.

︵
十
字
架
の
ヨ

ハ
ネ
﹃
魂
の
暗
夜
﹄
第
二
部
第
六
章
︶︒

8　

Ibid ., cap.6, 6.

9　

Ibid ., cap.7, 3.

10　

Ibid ., cap.7, 4.
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11　

Ibid ., cap.7, 6.

12　

Ibid ., cap.2, 3.

13　
マ
ザ
ー
テ
レ
サ
も
︑
晩
年
は
こ
の
﹁
暗
夜
﹂
の
裡
に
あ
っ
た
︑
と
さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
︒
信
頼
す
る
神
父
に
︑
自
分
の
状
況
が
十
字
架
の
ヨ
ハ

ネ
の
﹁
魂
の
暗
夜
﹂
だ
と
説
か
れ
て
も
︑
彼
女
は
そ
れ
を
﹁
自
分
の
こ

と
﹂
と
は
受
け
取
れ
な
か
っ
た
︒C

f. M
other Teresa, Come Be M

y Light: 
The Private W

ritings of the “Saint of Culcutta” , ed. by Trian Kolodiejchuk, 
M

.C
., D

oubleday, 2007, pp.217-218.

14　
山
田
晶
訳
︑﹃
告
白
﹄
Ⅰ
︑
1
︑
1
︒

15　
以
上
の
﹁
魂
の
本
体
﹂
所
論
に
つ
い
て
は
﹁
前
稿
﹂
を
参
照
︒

16　

Juan de la C
ruz, op. cit . cap.2, 3. 

17　

十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
は
こ
の
﹁
飛
躍
﹂
の
契
機
を
︑﹁
魂
の
本
体
に
お
け

る
神
の
接
触
・
神
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
﹂
と
い
う
鍵
語
で
語
る
︒
こ
れ

に
つ
い
て
は
︑
拙
著
﹃
十
字
架
の
ヨ
ハ
ネ
﹄︵
創
文
社
︑
二
〇
〇
〇
年
︶

第
Ⅲ
部
第
三
章
︑
参
照
︒

18　
﹁
前
稿
﹂
三
三
頁
︑
参
照
︒

19　
﹃
魂
の
暗
夜
﹄︵
お
よ
び
そ
の
姉
妹
編
で
あ
る
﹃
カ
ル
メ
ル
山
登
攀
﹄︶

が
未
完
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
拙
著
︑
第
Ⅲ
部

第
一
章
︑
参
照
︒

20　
た
だ
し
︑
二
十
世
紀
前
半
ま
で
の
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
世
界
で
は
︑
十
字

架
の
ヨ
ハ
ネ
の
教
説
は
も
っ
ぱ
ら
﹁
暗
夜
﹂
の
深
刻
で
厳
格
な
性
格
を

説
く
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
︒

21　
前
掲
拙
著
︑
第
Ⅰ
部
第
四
章
︑
参
照
︒

22　

ほ
と
ん
ど
受
け
入
れ
不
能
な
悲
惨
に
直
面
し
た
と
き
︑﹁
悪
︹
不
正
︺

の
秘
義
・
神
秘
︵m

ysterium
 iniquietatis, m

ysterion tou anom
ias

︶﹂︵
テ

サ
ロ
ニ
ケ
人
へ
の
第
二
の
手
紙
二
︑
七
︶
と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
︒
悪
は
︑
し
か
し
︑
そ
れ
自
体
で
は
﹁
神
秘
﹂
で
は
な
い
だ

ろ
う
︒
悪
が
歴
然
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
し
た
﹁
悪
に
満
ち

た
﹂
世
界
が
︑
そ
れ
で
も
全
体
と
し
て
肯
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︑
肯

定
で
き
る
︑
現
に
肯
定
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
を
背
景
に
し
前
提

に
し
て
︑
そ
う
し
た
悪
の
最
終
的
克
服
が
な
ん
ら
か
保
証
さ
れ
て

―

と
い
う
よ
り
﹁
信
じ
﹂
ら
れ
て

―
い
る
が
ゆ
え
に
︑
悪
が
神
秘
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
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本
稿
で
は
︑
テ
ー
ラ
ワ
ー
ダ
仏
教
の
基
本
聖
典
の
一
つ
で
あ
る

サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
と
そ
の
注
釈
文
献
を
中
心
に
悪
魔︵m

ā ra
︶

と
ブ
ッ
ダ
や
仏
弟
子
た
ち
と
の
や
り
取
り
を
概
観
し
て
︑
悪
魔
が

退
散
す
る
場
面
で
の
定
型
句
で
あ
る
﹁
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る

︵jā nā ti m
aṃ

︶﹂
と
い
う
言
葉
を
手
掛
か
り
に
︑
仏
教
瞑
想
に
お
け

る
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
基
本
的
な
対
応
姿
勢
に
つ
い
て
考
察
す

る
︒
こ
の
作
業
に
基
づ
い
て
︑
悪
魔
と
い
う
概
念
表
象
に
託
さ
れ

た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
吟
味
し
て
み
た
い
︒

1
知
る
対
象
と
し
て
の
悪
魔

1-

1
　
ブ
ッ
ダ
は
私
を
知
っ
て
い
る

ブ
ッ
ダ
の
教
え
を
テ
ー
マ
ご
と
に
集
成
し
た
経
典
群
で
あ
る
サ

ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
︵Saṃ

yutta N
ikā ya:

相
応
部
︶
に
は
︑
1.
詩

偈
を
伴
っ
た
も
の
︑
2.
因
縁
に
関
す
る
も
の
︑
3.
蘊
︵
人
間
を

構
成
す
る
集
合
体
︶
に
関
す
る
も
の
︑
4.
六
つ
の
感
覚
処
に
関
す

る
も
の
︑
5.
そ
の
他
に
関
す
る
も
の
を
集
成
し
た
五
章
が
あ
る
︒

そ
の
中
で
︑
悪
魔
に
関
連
し
た
物
語
は
第
一
章
の
四
節
・
悪
魔
相

応
︵m

ā ra-saṃ
yutta

︶
と
五
節
・
比
丘
尼
相
応
︵bhikkhunī -saṃ

yutta

︶

に
集
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
二
節
に
は
悪
魔
と
ブ
ッ
ダ
や
仏
弟

子
た
ち
と
の
や
り
取
り
に
関
す
る
三
五
経1
が
集
め
ら
れ
て
お
り
︑
そ

の
う
ち
経
の
最
後
で
悪
魔
が
﹁
ブ
ッ
ダ
︵
あ
る
い
は
仏
弟
子
︶
は
私

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
﹂
と
言
っ
て
姿
を
消
す
表
現
形
式2
の
も
の

が
二
九
経
あ
る
︒

残
り
六
経
に
お
け
る
問
答
の
結
末
表
現
は
︑
以
下
の
四
タ
イ
プ

の
も
の
で
あ
る
︒

α
：
悪
し
き
者
悪
魔
は
頭
を
振
っ
て
︑
唇
を
出
し
て
︑
額
に
三

重
の
皺
を
寄
せ
て
︑
杖
に
も
た
れ
掛
か
り
な
が
ら
立
ち
去
っ
た3
︒

β
：
悲
し
み
に
や
ぶ
れ
た
悪
魔
の
琴
は
脇
か
ら
落
ち
︑
そ
し
て

打
ち
萎
れ
た
夜
叉
は
そ
の
場
で
消
え
失
せ
た4
︒

θ
：
悪
し
き
者
悪
魔
は
︑
世
尊
の
近
く
で
厭
い
嫌
う
詩
偈
を
唱

え
て
そ
の
場
か
ら
去
り
︑
世
尊
か
ら
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
地
面
に

足
を
組
ん
で
坐
り
︑
沈
黙
し
た
ま
ま
赤
面
し
て
︑
肩
を
落
と
し
下

を
向
い
て
思
い
に
沈
み
︑
答
え
ら
れ
ず
に
棒
で
地
面
を
搔
き
な
が

ら
坐
っ
て
い
た5
︒

γ
：
風
が
綿
毛
を
吹
き
飛
ば
す
よ
う
に
︑
師
は
彼
女
︵
悪
魔
の

娘
︶
た
ち
を
吹
き
飛
ば
し
た6
︒

こ
れ
ら
の
定
型
的
表
現
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
︑
悪
魔
は
自
分
の

こ
と
を
見
抜
か
れ
る
と
力
を
失
い
落
胆
し
て
そ
の
場
か
ら
消
え
て

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
ブ
ッ
ダ
や
修
行
者
た
ち
は
悪
魔
を

見
抜
く
こ
と
を
修
行
の
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
と
ら
え
て
お
り
︑

悪
魔
に
は
そ
れ
な
り
の
居
場
所
が
し
っ
か
り
と
提
供
さ
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
仏
教
に
お
い
て
悪
魔
は
︑
こ
の
世
か
ら
駆

逐
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
定
型
表
現
θ
に
至
っ
て
は
︑
見
破
っ
た
ブ
ッ
ダ
に
対
し
て

悪
態
を
つ
き
な
が
ら
も
完
全
に
逃
げ
去
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
な
す

術
も
な
く
困
り
果
て
て
い
る
子
ど
も
の
よ
う
な
愛
ら
し
さ
さ
え
感

じ
ら
れ
る
︒
ブ
ッ
ダ
は
そ
れ
以
上
に
追
い
詰
め
る
こ
と
な
く
︑
悪

魔
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
知
り
尽
く
し
て
相
手
に
は
し
な
い
が
︑
あ

る
意
味
で
居
場
所
が
与
え
ら
れ
て
い
て
見
守
っ
て
い
る
感
じ
さ
え

し
て
く
る
の
で
あ
る
︒

1-

2
　
四
聖
諦
に
お
け
る
知
る
こ
と
の
意
味

こ
の
三
五
経
の
中
に
出
て
く
る
仏
教
思
想
の
専
門
的
概
念
は

戒
・
定
・
慧7
︑
執
着8
︑
五
蘊
に
お
け
る
無
我
洞
察9
︑
六
感
覚
処10
︑
四

聖
諦11
︑
三
宝12
︑
縁
起13
な
ど
が
あ
る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
素
朴
で
ブ
ッ

ダ
の
肉
声
が
聞
こ
え
る
よ
う
な
生
々
し
さ
の
感
じ
ら
れ
る
表
現
で

あ
る
︒
形
式
化
さ
れ
た
定
型
表
現
と
は
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
は﹁
私
﹂と
か﹁
私
の
も
の
﹂と

い
う
思
い
込
み14
の
発
生
と
同
時
に
実
存
的
苦
し
み
が
発
生
す
る
の

だ
と
い
う
こ
と
が
端
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の﹁
思
い
込
み
﹂

は
現
在
で
い
う
と
こ
ろ
の﹁
自
己
感15
﹂と
言
い
換
え
て
よ
い
で
あ
ろ
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う
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
自
己
感
へ
の
囚
わ
れ
か
ら
抜
け
出
す
こ
と

が
悪
魔
の
領
域
を
抜
け
出
す
こ
と
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
い
る
︒

こ
う
し
て
悪
魔
の
領
域
を
脱
出
す
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
が
悪
魔

で
あ
り
悪
魔
の
仕
業
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
必
須
に
な
っ
て

い
る
︒
四
聖
諦
に
関
す
る
も
っ
と
も
整
っ
た
説
法
で
あ
る
﹃
転
法

輪
経
﹄
に
は
︑
苦
し
み
の
真
理
に
つ
い
て
﹁
遍
く
知
る
︵parijā nā ti

︶﹂

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
︒
苦
し
み
の
真
理
に
気
が
つ
い
た
ら
﹁
遍

く
知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
︵pariññeyya

︶﹂
と
考
え
︑
瞑
想
修
行
に

よ
っ
て
﹁
遍
く
知
ら
れ
た
︵pariññā ta

︶﹂
と
心
か
ら
納
得
し
て
ゆ

く
の
が
実
践
の
内
容
と
な
る
︒
知
る
こ
と
が
︑
気
づ
き
や
洞
察
と

い
う
体
験
を
含
む
修
行
に
よ
っ
て
深
め
ら
れ
納
得
さ
れ
て
ゆ
く
過

程
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
︑
苦
し
み
の
原
因
に
つ
い
て
は
﹁
手
放
す
︵pajahati

︶﹂

こ
と
︑
苦
し
み
の
消
滅
で
あ
る
涅
槃
に
つ
い
て
は
﹁
自
ら
体
験
し

て
理
解
す
る
︵sacchikaroti

︶﹂
こ
と
︑
苦
し
み
の
消
滅
で
あ
る
涅

槃
に
至
る
実
践
に
つ
い
て
は
﹁
修
行
す
る ︵bhā veti

︶﹂
こ
と
が
説

か
れ
て
い
る
︒
何
を
な
す
べ
き
で
あ
る
か
を
知
り
︑
そ
れ
が
成
し

遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
自
知
し
確
認
す
る
こ
と
が
修
行
の
過
程
と
し

て
明
言
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
教
え
︵
法
︶
を
聴
く
こ
と
に
よ

る
智
慧
︵suta-m

aya-ñāṇ a

︶ ︑
考
え
る
こ
と
に
よ
る
智
慧
︵cintā -m

aya-

ñāṇ a

︶︑
修
行
す
る
こ
と
に
よ
る
智
慧
︵bhā vanā -m

aya-ñāṇ a

︶
と
い

う
三
種
類
の
智
慧
が
説
か
れ
る
所
以
で
あ
る
︒

四
聖
諦
に
お
い
て
︑
遍
く
知
る
こ
と
︑
手
放
す
こ
と
︑
自
ら
体

験
し
て
理
解
す
る
こ
と
︑
修
行
す
る
こ
と
の
四
つ
の
行
為
が
三
段

階
で
説
か
れ
て
い
る
こ
と16
は
︑
こ
れ
ら
が
本
質
的
に
は
ひ
と
つ
の

も
の
と
し
て
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
臨
床
的
な
見
地
か
ら

さ
ら
に
言
い
換
え
る
な
ら
ば
︑
対
象
を
知
る17
と
い
う
行
為
に
は
︑
対

象
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
容
す
る
こ
と18
︑
対
象
へ
の
思
い
込
み
や
執

着
を
手
放
す
こ
と
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
は
何
回

も
繰
り
返
し
て
自
分
で
実
践
し
自
ら
体
験
し
て
理
解
し
て
ゆ
く
こ

と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
︒

悪
魔
と
の
や
り
取
り
の
中
で
︑
脅
し
や
誘
惑
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
悪
魔
か
ら
の
働
き
掛
け
に
対
し
て
ブ
ッ
ダ
や
仏
弟
子
た
ち
が
示

し
た
対
応
に
は
︑
上
記
に
考
察
し
た
﹁
知
る
こ
と
﹂
に
関
す
る
実

に
多
様
な
具
体
的
実
践
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
︒

こ
う
し
て
苦
し
み
を
知
り
尽
く
す
こ
と
は
︑
苦
し
み
を
受
容
し
︑
苦

し
み
の
意
味
を
見
出
し
て
ゆ
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ

る19
︒2

悪
魔
の
象
徴
す
る
も
の

2-

1
　
人
間
ら
し
さ
の
象
徴
と
し
て
の
悪
魔

サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
の
注
釈
文
献
で
は
︑
悪
魔
に
つ
い
て

以
下
の
よ
う
な
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

A
ttano visayaṃ
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︵
自
ら
の
領
域
を
踏
み
越
え
よ
う
と
実
践
し
て
い
る
衆
生
を
殺
す
の
で

悪
魔
と
い
う
︒︶

サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
集
め
ら
れ
た
三
五
の
経
典
に
よ
る

と
︑
悪
魔
は
人
間
の
罠
と
天
界
の
罠
で
衆
生
を
輪
廻
の
領
域
に
縛

り
付
け
て
お
こ
う
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
自
ら
の
領
域
を
踏
み
越
え

よ
う
と
す
る
者
た
ち
に
対
し
て
美
醜
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
化
作
し

て
誘
惑
し
た
り
︑
恐
怖
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
状
況
を
作
り
出
し

て
眩
惑
さ
せ
た
り
︑
信
じ
て
い
る
こ
と
に
疑
い
を
抱
か
せ
る
よ
う

な
問
い
か
け
を
投
げ
か
け
た
り
し
て
引
き
止
め
よ
う
と
す
る
︒
さ

ら
に
は
︑
そ
う
し
た
働
き
か
け
が
詩
や
音
楽
な
ど
の
文
化
的
か
つ

宗
教
的
装
飾
を
帯
び
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

ま
た
︑
苦
行
す
る
ブ
ッ
ダ
に
見
せ
た
よ
う
な
憐
れ
み
︵karuṇā

︶
な

ど
の
思
い
や
り
を
伴
う
場
合
さ
え
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
︑
人
が
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
い
う

営
み
は
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
宗
教
活
動
を
含
め
て
︑
こ
と
ご
と

く
悪
魔
の
領
域
に
入
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ブ

ッ
ダ
の
説
い
た
真
実
︵sacca

︶
と
法
︵dham

m
a

︶
は
︑
わ
れ
わ
れ

人
間
が
よ
り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
営
み
を
踏
み
越
え
︑
善
悪
の

価
値
判
断
の
域
を
超
え
た
領
域
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
る
も
の
と
な

る
︒
ブ
ッ
ダ
が
自
分
の
悟
っ
た
法
を
説
く
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
た

時
に
︑
そ
の
内
容
を
﹁
世
間
の
流
れ
に
逆
ら
う
も
の

︵paṭ isotagā m
iṃ

︶﹂
と
考
え
た
わ
け
は
ま
さ
に
そ
の
点
に
あ
っ
た
︒

人
々
は
悪
魔
を
恐
れ
な
が
ら
︑
こ
と
ご
と
く
悪
魔
の
領
域
に
捕
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
悪
魔
が
象
徴
す
る
も
の
が
︑
よ

り
よ
く
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
を
含
め
た
人
間
的
営
み
と
す
れ
ば
︑

わ
れ
わ
れ
は
自
ら
を
恐
れ
な
が
ら
自
ら
に
捕
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

解
脱
し
た
直
後
に
法
を
説
く
か
沈
黙
す
る
か
逡
巡
し
て
い
た
ブ

ッ
ダ
に
対
し
て
︑
法
を
説
く
よ
う
に
促
し
た
の
は
梵
天
で
あ
っ
た
︒

興
味
深
い
こ
と
に
︑
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
で
は
悪
魔
相
応
︑
比

丘
尼
相
応
に
続
い
て
梵
天
相
応
が
配
置
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
最
初

に
梵
天
勧
請
の
逸
話
が
配
置
さ
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
た
編
集
方
針

の
背
景
に
は
︑
ブ
ッ
ダ
が
法
を
説
く
決
心
を
し
た
こ
と
に
は
悪
魔

の
領
域
を
踏
み
出
す
法
の
真
理
が
一
般
に
解
禁
さ
れ
る
と
い
う
意

味
合
い
が
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
旧
来
の
世
界
観

や
死
生
観
を
一
変
さ
せ
る
威
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解

が
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
︒

ブ
ッ
ダ
の
次
第
説
法
に
お
い
て
は
︑
布
施
の
話
︑
戒
の
話
︑
天

国
の
話
が
な
さ
れ
て
︑
そ
の
後
に
諸
欲
を
超
え
た
四
聖
諦
に
関
す

る
説
法
が
始
ま
る
︒
布
施
の
話
︑
戒
の
話
︑
天
国
の
話
は
一
般
的

な
人
生
観
の
中
で
よ
り
よ
く
生
き
る
た
め
の
話
で
あ
る
︒
そ
し
て

同
時
に
︑
生
と
死
を
繰
り
返
す
輪
廻
を
よ
り
よ
く
生
き
る
生
き
方

の
中
に
︑
そ
れ
を
踏
み
越
え
て
ゆ
く
道
に
つ
な
が
る
布
石
が
打
た

れ
て
い
る
と
い
う
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
輪

廻
に
よ
る
一
般
的
な
死
生
観
か
ら
輪
廻
を
超
え
た
死
生
観
へ
の
超

越
的
変
容
体
験
を
促
す
も
の
で
あ
る
︒
悪
魔
は
︑
そ
の
境
界
で
起

こ
る
出
来
事
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
己
感
を
獲
得
し
た

人
類
の
精
神
文
化
的
な
営
み
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
の
で
あ
る
︒

2-

2
　
悪
魔
の
家
族
と
軍
勢
か
ら
読
み
取
れ
る
社
会
的
位
置
づ
け

2-

2-

1
　
悪
魔
の
娘
た
ち
か
ら

悪
魔
に
は
渇
愛
︵taṇ hā

︶︑
不
楽
︵arati

︶︑
快
楽
︵ragā

︶
と
い

う
三
人
娘
が
い
て
︑
彼
女
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
に
見
破
ら
れ
て
落
胆
す

る
父
を
励
ま
そ
う
と
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
愛
欲
の
罠
で
ブ
ッ
ダ
を
誘

惑
し
よ
う
と
努
め
る
︒
い
わ
ば
父
親
思
い
の
よ
い
娘
た
ち
で
あ
る
︒

た
だ
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
美
形
で
誘
惑
し
て
も
︑
そ
れ
に
動
じ
る

こ
と
の
な
い
ブ
ッ
ダ
に
よ
っ
て
一
蹴
さ
れ
て
し
ま
う
︒
経
典
に
よ

る
と
︑
そ
の
時
彼
女
た
ち
は
ブ
ッ
ダ
に
向
か
っ
て
次
の
よ
う
な
安

ら
ぎ
の
詩
︵santi gā tha

︶
を
唱
え
た
と
い
う
︒

48
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﹁
渇
愛
を
断
ち
切
っ
て
︑
多
く
の
衆
に
囲
ま
れ
て
遊
行
す
る
︒
実

に
た
く
さ
ん
の
衆
生
が
歩
く
で
あ
ろ
う
︒
世
間
を
超
越
し
た
こ
の

人
は
︑
渇
愛
を
断
ち
切
っ
て
死
王
の
彼
方
へ
と
多
く
の
人
々
を
導

く
︒
偉
大
な
勇
者
で
あ
る
如
来
た
ち
は
正
法
で
導
く
︒
法
に
よ
っ

て
導
い
て
い
る
人
た
ち
に
︑
誰
が
妬
み
の
矢
に
よ
っ
て
打
ち
勝
つ

こ
と
が
で
き
よ
う
か20
﹂

こ
れ
は
︑
あ
る
意
味
で
敗
北
宣
言
で
あ
り
︑
さ
ら
に
は
ブ
ッ
ダ

の
境
地
を
礼
賛
し
そ
れ
に
追
従
し
か
ね
な
い
雰
囲
気
さ
え
漂
わ
せ

て
い
る
︒
こ
う
し
て
戻
っ
て
き
た
娘
た
ち
に
対
し
て
︑
悪
魔
は
次

の
よ
う
に
語
り
か
け
た
と
い
う
︒

﹁
愚
か
者
た
ち
よ
︒
蓮
の
茎
で
山
を
打
ち
砕
き
︑
爪
で
岩
山
を
掘

り
︑
歯
で
鉄
を
か
み
砕
き
︑
岩
を
頭
で
退
け
︑
崖
で
足
場
を
探
す

よ
う
な
も
の
だ
︒
胸
に
杭
を
打
ち
つ
け
て
ゴ
ー
タ
マ
を
厭
う
べ
し21
﹂

こ
れ
に
酷
似
し
た
表
現
を
︑
悪
魔
は
ブ
ッ
ダ
に
対
し
て
唱
え
て

い
る
︒

﹁
烏
が
︑
こ
こ
に
柔
ら
か
い
も
の
が
見
つ
か
ら
な
い
か
美
味
し
い

も
の
は
な
い
か
と
脂
肪
色
を
し
た
岩
の
周
り
を
飛
び
ま
わ
り
︑
そ

こ
に
美
味
し
い
も
の
を
見
つ
け
ら
れ
ず
飛
び
去
っ
て
行
っ
た
︒
岩

を
突
い
た
烏
の
よ
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
は
ゴ
ー
タ
マ
に
厭
い
て
離
れ

よ
う22
﹂

﹁
厭
い
離
れ
る
﹂
と
い
う
表
現
か
ら
は
︑
悪
魔
か
ら
す
る
と
ブ
ッ

ダ
に
は
も
う
お
手
上
げ
な
の
で
︑﹁
嫌
な
奴
だ
﹂
と
思
っ
て
近
づ
か

な
い
で
い
る
に
限
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
読
み
取
れ
る
︒
し
か

し
︑
悪
魔
は
ま
た
ブ
ッ
ダ
に
近
づ
い
て
ゆ
き
見
抜
か
れ
て
し
ま
う

こ
と
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
︒

﹁
厭
い
嫌
う
︵nibbidā

︶﹂
と
い
う
表
現
は
︑
修
行
者
が
諸
欲
の
一

部
始
終
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
て
﹁
も
う
充
分
だ
﹂
と
う
ん
ざ
り
し

た
時
に
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
り
︑
ヴ
ィ
パ
ッ
サ
ナ
ー
の
智
慧
の
段

階
と
し
て
も
こ
う
し
て
厭
う
気
持
ち
に
な
る
段
階23
が
説
か
れ
て
い

る
︒
悪
魔
は
ブ
ッ
ダ
を
厭
い
嫌
う
よ
う
に
な
り
︑
そ
こ
に
留
ま
る
︒

一
方
︑
瞑
想
修
行
者
た
ち
は
﹁
あ
り
の
ま
ま
に
見
て
知
る
︵
如
実

知
見
︶﹂
段
階
か
ら
﹁
厭
い
嫌
う
﹂
段
階
を
通
過
し
て
︑
好
悪
に
左

右
さ
れ
る
こ
と
な
く
﹁
そ
れ
は
そ
う
い
う
も
の
だ
﹂
と
し
て
悪
魔

︵
人
間
的
な
生
き
方
︶
を
見
抜
き
見
守
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
ゆ
く
︒
仏
典
に
描
か
れ
て
い
る
ブ
ッ
ダ
や
仏
弟
子
た

ち
の
悪
魔
に
対
す
る
態
度
か
ら
は
︑
こ
う
し
た
瞑
想
修
行
の
発
達

過
程
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒

2-

2-

2
　
悪
魔
の
軍
勢
か
ら

最
古
の
仏
典
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
︵Sutta 

N
ipā ta

︶
に
は
次
の
よ
う
な
悪
魔
の
軍
勢
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
︒

こ
の
経
は
︑
前
節
で
厭
い
嫌
う
こ
と
に
関
し
て
引
用
し
た
経
と
ほ

ぼ
同
一
の
物
語
で
あ
り
︑
後
の
仏
伝
作
家
た
ち
が
創
作
の
素
材
に

使
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

﹁
愛
欲
が
汝
の
第
一
の
軍
勢
で
あ
る
︒
第
二
は
も
の
憂
さ
︑
第
三

の
軍
勢
は
飢
渇
で
あ
り
︑
第
四
は
渇
愛
で
あ
る
︒
第
五
は
不
活
発

性
と
眠
気
︑
第
六
の
軍
勢
は
恐
怖
で
あ
り
︑
第
七
は
疑
い
︑
第
八

の
軍
勢
は
偽
善
と
頑
固
さ
︑
邪
に
得
ら
れ
た
利
得
や
名
声
や
尊
敬

や
名
誉
︑
自
ら
を
称
揚
し
他
を
見
下
す
こ
と
で
あ
る24
﹂

ア
ビ
ダ
ン
マ
で
は
衆
生
を
輪
廻
に
結
び
付
け
て
い
る
一
〇
の
束

縛
︵saṁ

yojana

︶
と
し
て
︑
①
有
身
見
︑
②
戒
禁
取
見
︑
③
疑
い
︑

④
貪
り
︑
⑤
怒
り
︑
⑥
微
細
な
身
体
を
も
つ
世
界
へ
の
欲
望
︑
⑦

身
体
を
持
た
な
い
世
界
へ
の
欲
望
︑
⑧
浮
つ
き
と
後
悔
︑
⑨
プ
ラ

イ
ド
︑
⑩
無
明
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

悪
魔
の
軍
勢
と
比
較
し
て
み
る
と
︑
無
明
が
軍
勢
に
入
っ
て
い

な
い
こ
と
が
第
一
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
無
明
が
悪
魔
の

軍
勢
に
な
い
か
ら
こ
そ
︑
智
慧
で
悪
魔
の
領
域
を
脱
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
り
︑
知
ら
れ
る
こ
と
で
悪
魔
は
退
散
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
る
の
で
あ
る
︒
第
八
の
軍
勢
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
は
︑

﹁
私
﹂
で
あ
る
と
か
﹁
私
の
も
の
﹂
と
い
う
自
己
感
の
特
徴
的
な
働

き
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
︑
そ

れ
ぞ
れ
を
個
別
に
独
立
さ
せ
て
も
よ
い
よ
う
な
内
容
で
も
あ
る
︒
ま

た
こ
れ
ら
は
︑
当
時
の
バ
ラ
モ
ン
の
よ
う
な
宗
教
者
や
各
界
の
リ

ー
ダ
ー
的
役
割
に
立
つ
人
た
ち
の
陥
り
や
す
い
特
徴
と
も
重
な
っ

て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
︒

2-

2-

3
　
注
釈
書
か
ら

ス
ッ
タ
・
ニ
パ
ー
タ
の
注
釈
書
の
体
裁
を
と
り
︑
サ
ー
リ
プ
ッ

タ
に
託
さ
れ
た
︑
チ
ュ
ッ
ラ
・
ニ
ッ
デ
ー
サ
︵C

ulla N
iddesa

︶
に

は
次
の
よ
う
な
解
説
が
あ
る
︒

﹁
業
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
輪
廻
に
お
け
る
再
生
を
結
ぶ
働
き

の
あ
る
蘊
︵
人
間
存
在
を
構
成
す
る
集
合
体
︶
と
い
う
悪
魔
︑
界
︵
世

界
に
お
け
る
人
間
的
体
験
を
構
成
す
る
内
的
要
素
︶
と
い
う
悪
魔
︑
処

︵
感
覚
経
験
の
発
生
す
る
場
︶
と
い
う
悪
魔25
﹂

ま
た
︑﹃
清
浄
道
論
﹄
に
は
以
下
の
よ
う
に
五
つ
の
悪
魔
が
説
か

れ
て
い
る
︒

﹁
要
約
す
る
と
︑
煩
悩
︑
蘊
︑
業
を
作
る
こ
と
︑
天
子
︑
死
と
い

う
五
種
の
悪
魔
を
粉
砕
し
た26
﹂

マ
ラ
ラ
セ
ー
カ
ラ
は
︑
こ
う
し
た
古
い
層
の
文
献
を
概
観
し
て

悪
魔
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
︒

﹁
悪
魔
と
い
う
用
語
は
︑
古
い
文
献
で
は
︑
涅
槃
に
対
置
さ
れ
る

も
の
と
し
て
の
五
蘊
あ
る
い
は
輪
廻
の
領
域
と
い
う
世
間
的
な
存

在
全
体
に
適
用
さ
れ
て
い
る27
﹂

こ
う
し
た
見
解
を
概
観
し
て
み
る
と
︑
悪
魔
と
い
う
象
徴
に
は

人
間
的
な
世
界
観
や
死
生
観
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
︒

ま
と
め

初
期
仏
教
の
文
献
に
お
け
る
悪
魔
と
い
う
表
現
に
は
︑
よ
り
よ

く
生
き
る
こ
と
を
含
め
た
人
間
的
世
界
観
や
死
生
観
の
す
べ
て
が

含
ま
れ
て
い
る
︒
悪
魔
は
︑
人
々
が
そ
う
し
た
範
疇
を
踏
み
越
え

て
出
て
ゆ
く
こ
と
が
な
い
よ
う
に
欲
望
に
よ
る
誘
惑
︑
恐
怖
や
不

安
︑
疑
念
や
眩
惑
な
ど
の
手
段
で
ブ
ッ
ダ
や
仏
弟
子
に
ア
プ
ロ
ー

チ
し
て
く
る
︒
し
か
も
︑
そ
こ
に
は
詩
偈
や
琴
に
象
徴
さ
れ
る
文

化
的
な
装
飾
が
施
さ
れ
て
い
る
︒

ブ
ッ
ダ
や
仏
弟
子
た
ち
の
悪
魔
へ
の
対
応
法
の
基
本
は
︑
悪
魔

の
働
き
か
け
の
一
部
始
終
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
こ
と
︑
知

る
こ
と
で
あ
る
︒
悪
魔
は
︑
自
分
を
知
ら
れ
見
抜
か
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
力
を
失
い
︑
そ
の
場
か
ら
消
え
失
せ
る
︒
し
か
し
悪
魔
は

そ
れ
以
上
に
追
い
詰
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
︑
一
定
の
距
離
を
お
い

て
繰
り
返
し
現
れ
て
は
挑
戦
を
続
け
る
︒
仏
教
に
は
︑
こ
の
よ
う

な
悪
魔
の
居
場
所
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点
に

こ
そ
︑
仏
教
の
包
容
力
と
平
和
に
向
け
た
戦
略
の
鍵
が
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
殲
滅28
す
る
の
で
は
な
く
︑
居
場
所
が
与

え
ら
れ
自
覚
的
に
交
流
が
保
た
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
︑
含
ん
で
超

え
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
︒
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注1　
付
録
を
参
照
の
こ
と
︒

2　
﹁
世
尊
は
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
︑
如
来
は
私
の
こ
と
を
知
っ
て
い

る
﹂
と
︑
苦
し
み
︑
落
胆
し
て
そ
の
場
で
姿
を
消
し
た
︵jā nā ti m

aṃ
 

bhagavā  jā nā ti m
aṃ

 sugato ti dukkhī  dum
m

ano ttthevantaradhā yī ti

︶﹂

筆
者
訳 Saṃ

yutta N
ikā ya.

︵
以
下
︑S.

︶I.103.

3　

M
ā ro pā pim

ā  sī saṃ
 okam

petvā  jivhaṃ
 nillāḷ etvā  tivisā khaṃ

 nalāṭ ena 
nalāṭ ikaṃ

 vuṭṭ hā petvā  daṇḍ am
 olubbha pakkā m

i. S.I.118.

4　

Tassa sokaparetassa vī nā  kacchā  abhassatha tato so dum
m

ano yakkho 
tathevantaradhayathā ti. S.I.122.

5　

M
ā ro bhagavato santike im

ā  nibbejaniyā  gā thā yo abhā sitvā  tam
hā  

ṭ hā nā  apakkam
m

a bhagavato avidū re pathaviyaṃ
 pallaṅ kena nisī di 

tuṇ hī bhū to m
aṅ kubhū to pattakkhandho adhom

ukho pajjhā yanto 
appaṭ ibhā no kaṭṭ hena bhū m

iṃ
 vilikhanto. S.I.124.

6　

T
ā  tattha panudī  satthā  tū lam

 bhaṭṭ haṃ
 vā  m

ā ruto. S.I.127.

7　

sī laṃ
 sam

ā dhipaññañca m
aggam

 bodhā ya bhā vayaṃ
. S.I.103.

8　

U
padhi. S.I.107,108,

9　

rū paṃ
 vedayitaṃ

 saññaṃ
 viññāṇ aṃ

 yañca saṅ khataṃ
 nesoham

asm
i 

m
etam

m
e evaṃ

 tattha virajjati evam
 virattaṃ

 khem
attaṃ

 
sabbasaṃ

yojanā tigaṃ
 anvesaṃ

 sabbaṭṭ hā nesu m
ā rasenā  pi nā gghagā ti. 

S.I. 112.

︵
物
質
的
身
体
︑
感
じ
ら
れ
た
も
の
︑
想
念
︑
意
識
︑
思
考
さ

れ
た
も
の
を
︑﹁
そ
れ
は
私
で
は
な
い
﹂︑﹁
そ
れ
は
私
の
も
の
で
は
な

い
﹂
と
こ
の
よ
う
に
そ
の
場
で
厭
い
離
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
離
れ
て
安

穏
に
帰
し
︑
す
べ
て
の
束
縛
を
超
え
て
い
る
者
を
︑
悪
魔
の
軍
勢
が
ど

こ
を
探
し
て
も
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
︒︶

K
innu satto ti paccesi M

ā ra diṭṭ thigataṃ
 nu te suddhasaṅ khā rapuñjo 

yaṃ
 nayidha sattū palabbhati. Yathā  hi aṅ gasam

bhā rā  hoti saddo ratho 
iti evaṃ

 khandhesu santesu hoti satto ti sam
m

uti. D
ukkham

 eva hi 
sam

bhoti dukkhaṃ
 tiṭṭ hati veti ca nā ññatra dukkha sam

bhoti nā ññaṃ
 

dukkhā  nirujjhatī ti. S.I.135. ︵
ど
う
し
て
﹁
生
き
も
の
﹂
と
思
い
込
ん
で

し
ま
う
の
だ
ろ
う
︒
悪
魔
よ
︑
あ
な
た
は
見
解
に
囚
わ
れ
て
い
る
︒
た

だ
諸
々
の
作
ら
れ
た
も
の
の
集
成
に
過
ぎ
ず
︑
こ
こ
に
﹁
生
き
も
の
﹂

を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
構
成
部
品
が
寄
せ
集
め
ら

れ
て
い
る
と
﹁
車
﹂
と
い
う
音
声
が
生
じ
る
よ
う
に
︑
集
合
体
が
あ
る

と
き
に
﹁
生
き
も
の
﹂
と
い
う
概
念
が
あ
る
の
だ
︒
苦
し
み
の
み
が
発

生
し
︑
苦
し
み
が
留
ま
り
︑
滅
し
て
ゆ
く
︒
苦
し
み
の
他
に
は
何
も
生

じ
な
い
し
︑
苦
し
み
の
他
に
は
何
も
消
滅
し
な
い
︒︶

10　

Bhagavā  channam
 phassā yatanā naṃ

 upā dā ya bhikkhū  dham
m

iyā  
kathā ya sandasseti sam

ā dapeti sam
uttejeti sam

pahaṃ
seti te ca bhikkhū  

aṭṭ hikatvā  m
anasikatvā  sabbacetaso sam

annaharitvā  ohitasotā  
dham

m
aṃ

 sunā ti. S.I.113.　
︵
世
尊
は
六
つ
の
接
触
処
に
つ
い
て
比
丘

た
ち
に
法
話
を
し
て
説
き
示
し
︑
納
得
さ
せ
︑
励
ま
し
︑
喜
ば
せ
た
︒

そ
の
比
丘
た
ち
は
自
分
の
身
に
引
き
寄
せ
て
心
し
て
全
身
全
霊
で
耳
を

傾
け
て
聞
い
た
︒︶

R
ū pā  saddā  rasā  gandhā  phassā  dham

m
ā  ca kevalā  etam

 lokā m
isaṃ

 
ghoraṃ

 ettha loko dhim
ucchito etañca sam

atikkam
m

a sato buddhassa 
sā vako m

ā radheyyam
 atikkam

m
a ā dicco va virocatī ti. S.I.113.　

︵
色
形
︑

音
声
︑
味
︑
匂
い
︑
接
触
感
覚
と
現
象
の
す
べ
て
︒
こ
れ
は
世
間
の
お

そ
ろ
し
い
餌
で
あ
り
︑
そ
こ
に
世
間
の
人
々
は
引
き
寄
せ
ら
れ
る
︒
よ

く
気
を
つ
け
て
い
る
仏
弟
子
は
そ
れ
を
乗
り
越
え
て
︑
悪
魔
の
領
域
を

踏
み
越
え
て
太
陽
の
よ
う
に
光
り
輝
く
︒︶

11　

Yo dukkham
 adakkhi yato niā naṃ

 kā m
esu so jantu kathaṃ

 nam
eyya 

upadhiṃ
 viditvā  saṅ go ti loke tasseva jantu vinayā ya sikkheti. S.I.118. 

︵
苦
し
み
と
そ
の
原
因
を
見
た
人
は
ど
う
し
て
愛
欲
に
傾
く
で
あ
ろ
う

か
︒
世
間
に
お
い
て
執
着
は
束
縛
で
あ
る
と
知
っ
て
︑
人
は
そ
れ
を
導

く
た
め
に
訓
練
す
べ
き
で
あ
る
︒︶

Jā tassa m
araṇ aṃ

 hoti jā to dukkhā ni passati bandhaṃ
 vadhaṃ

 
pariklesaṃ

 tasm
ā  jā tim

 na roceyye Buddho dham
m

am
 adesesi jā tiyā  

sam
atikkam

aṃ
 sabbadukkhappahā nā ya so m

aṃ
 sacce nivesayi Ye ca 

rū pupagā  sattā  ye ca ā rū ppaṭṭ hā yino nirodam
 appajā nantā  ā gantā ro 

punabbhavan ti. S.I. 132-133. ︵
生
ま
れ
た
も
の
に
は
死
が
あ
る
︒
生
ま

れ
た
も
の
は
︑
拘
束
︑
殺
害
︑
そ
の
他
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
災
禍
で
あ
る

苦
し
み
を
見
る
︒
そ
れ
故
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
喜
ぶ
べ
き
で
は
な
い
︒

ブ
ッ
ダ
は
生
ま
れ
る
こ
と
を
乗
り
越
え
て
す
べ
て
の
苦
し
み
を
捨
て
去

る
た
め
に
法
を
お
説
き
に
な
っ
た
︒
ブ
ッ
ダ
は
私
を
真
実
に
導
き
入
れ

て
く
だ
さ
っ
た
︒
色
界
に
生
き
る
衆
生
た
ち
も
︑
無
色
界
に
い
る
者
た

ち
も
︑
苦
し
み
の
消
滅
を
遍
く
知
ら
な
い
た
め
に
再
生
す
る
輪
廻
に
戻

っ
て
く
る
の
だ
︒︶

12　

L
ā bh

ā  vata m
e suladdhaṃ

 vata m
e yassa m

e satthā  arahaṃ
 

sam
m

ā sam
buddho. L

ā bhā  vata m
e suladdhaṃ

 vata m
e yohaṃ

 evaṃ
 

svā kkhā te dham
m

avinaye pabbajito. Lā bhā  vata m
e suladdhaṃ

 vata m
e 

yassa m
e sabrahm

acā riyo sī lavanto kalyāṇ adham
m

o ti. S.I.119. ︵
私
の

師
が
阿
羅
漢
で
あ
り
正
し
く
自
ら
目
覚
め
た
人
で
あ
る
こ
と
は
︑
実
に

得
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
よ
く
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に

よ
く
説
か
れ
た
法
と
導
き
︵
律
︶
の
中
で
出
家
で
き
た
こ
と
は
︑
実
に

得
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
よ
く
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
私
が
清
ら
か

な
修
行
を
共
に
す
る
仲
間
た
ち
が
戒
律
を
よ
く
保
ち
︑
よ
き
法
を
保
っ

て
い
る
こ
と
は
︑
実
に
得
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
︑
よ
く
得
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
︒︶

13　

N
ayidam

 attakataṃ
 bim

baṃ
 nayidaṃ

 parakatam
 aghaṃ

 hetuṃ
 paṭ icca 

sam
bhū taṃ

 hetubhaṅ gā  nirujjhati. Yathā  aññataraṃ
 bī jaṃ

 kehtte 
vuttaṃ

 virū hati pathavī rasañ cā gam
m

a sinehañ ca tadubhayaṃ
 evan 

khandhā  ca dhā tuyo cha ca ā yatanā  im
e hetuṃ

 paṭ icca sam
bhū tā  

hetubhaṅ gā  nirujjhare ti. S.I.134. ︵
こ
の
姿
形
は
私
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た

も
の
で
は
な
く
︑
こ
の
苦
し
み
の
自
己
存
在
は
他
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
も
な
い
︒
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
原
因
が
滅

す
れ
ば
消
滅
す
る
︒
ど
こ
か
の
田
ん
ぼ
に
ま
か
れ
た
種
が
地
味
と
湿
潤

の
二
つ
に
出
会
っ
て
育
つ
よ
う
に
︑
蘊
︵
私
を
構
成
す
る
集
合
体
︶
と

界
と
こ
れ
ら
六
つ
の
感
覚
処
は
原
因
に
よ
っ
て
生
じ
原
因
が
滅
す
れ
ば

消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
︒︶

14　
こ
の
思
い
込
み
は
︑
日
常
の
社
会
生
活
を
健
全
に
暮
ら
し
て
ゆ
く
た
め

に
は
必
須
の
思
い
込
み
で
あ
る
︒
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
﹁
ほ
ど
よ
い
母

親
﹂
の
最
初
の
仕
事
は
︑
乳
児
の
世
話
を
し
な
が
ら
万
能
感
を
満
た
し

て
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
こ
の
世
は
自
分
の
思
い
ど
お
り
に
な
る
よ

い
世
界
だ
﹂
と
い
う
生
き
る
た
め
に
必
要
な
錯
覚
︵
基
本
的
信
頼
感
︑

安
心
感
︶
を
も
た
せ
て
あ
げ
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
次
の
仕
事
は
︑
次

第
に
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
不
満
に
耐
え
て
そ
の
錯
覚
か
ら
脱
錯
覚
し

て
現
実
を
受
け
入
れ
る
力
を
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
支
援
し
て
ゆ
く
こ
と

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
通
じ
る
︒
ブ
ッ
ダ
は
︑
こ
う
し
た
健
康

な
自
我
の
必
要
性
を
認
め
て
い
た
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
自
我
の
健
全
さ

が
な
け
れ
ば
無
我
を
洞
察
す
る
瞑
想
修
行
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒

戒
定
慧
の
戒
は
︑
真
理
の
洞
察
に
耐
え
る
自
我
の
健
全
さ
を
育
む
た
め

に
生
活
習
慣
を
整
え
て
ゆ
く
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
精
神
集
中
の
修
行

に
入
っ
た
と
き
に
後
悔
が
少
な
く
な
る
よ
う
な
生
活
習
慣
を
培
っ
て
ゆ

く
た
め
の
も
の
で
あ
り
︑
単
な
る
外
的
規
範
と
し
て
の
道
徳
や
倫
理
の

押
し
付
け
で
は
な
い
︒

15　
同
じ
サ
ン
ユ
ッ
タ
・
ニ
カ
ー
ヤ
に
︑
こ
う
し
た
自
己
感
の
発
生
過
程
を

観
察
し
て
い
た
形
跡
が
読
み
取
れ
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
井
上
︵
二
〇

〇
八
︑
七
八
︶
を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑
発
達
理
論
に
お
い
て
は
ス
タ

ー
ン
の
四
つ
の
自
己
感
の
発
生
に
つ
い
て
知
っ
て
お
く
べ
き
で
あ
る
が
︑

こ
れ
に
つ
い
て
は
井
上
︵
二
〇
一
三
︑
七
〇
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

16　

伝
統
的
に
は
三
転
一
二
行
相
と
呼
ば
れ
る
︒
井
上
︵
二
〇
一
二
︑
一

五
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

17　
対
象
を
知
る
た
め
に
は
︑
そ
れ
を
認
識
す
る
際
に
目
や
耳
な
ど
の
感
覚

器
官
を
通
し
て
対
象
と
接
触
し
︑
そ
の
感
覚
情
報
を
よ
り
高
次
の
認
識

機
能
に
よ
っ
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒
こ
う
し
て
﹁
知
る
﹂
と
い
う

行
為
に
は
︑
触
れ
る
こ
と
を
介
し
て
対
象
か
ら
の
情
報
を
受
け
取
る
こ

と
が
不
可
分
の
過
程
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
︒
こ
う
し
て
知
る
こ
と
に

は
受
容
す
る
こ
と
が
包
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
接
触
に
よ
る
情

報
受
容
の
過
程
が
六
感
覚
処
の
瞑
想
と
し
て
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

18　
対
象
か
ら
の
情
報
を
受
容
す
る
過
程
で
は
︑
入
力
さ
れ
た
感
覚
情
報
を

高
次
の
認
知
機
能
で
統
合
し
な
が
ら
同
定
し
理
解
し
解
釈
す
る
の
で
あ

る
が
︑
同
定
す
る
際
に
働
く
過
去
の
記
憶
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
情
報

︵
先
入
見
︶
が
対
象
の
理
解
と
解
釈
に
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
︒
対

象
を
あ
り
の
ま
ま
に
知
る
た
め
に
は
︑
過
去
の
記
憶
に
よ
る
思
い
込
み

の
部
分
を
手
放
す
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
︒
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19　

三
種
類
の
苦
し
み
の
分
類
に
つ
い
て
︑
井
上
︵
二
〇
一
二
︑
一
四︲

一

五
︶
を
参
照
の
こ
と
︒
そ
れ
ら
の
中
で
︑
業
を
作
る
苦
し
み
︵saṅ khā ra-

dukkha

︶
は
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
・
ペ
イ
ン
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る

た
め
に
重
要
な
情
報
を
提
供
し
て
く
れ
る
︒

20　

A
cchejja taṇ haṃ

 gaṇ asaṅ ghavā rī  addhā  carissnati bahū  ca sattā  bahuṃ
 

vatā yam
 janatam

 anoko acchijja nessati m
accurā jjassa pā ranti. N

ayanti 
ve m

ahā vī rā  saddham
m

ena tathā gatā  dham
m

ena nī yam
ā nā naṃ

 kā  
usū yā  vijā natanti. S.I.127.

21　

B
ā lā  kum

udanāḷ ehi pabbatam
 abhim

atthatha giriṃ
 nakhena khaṇ atha 

ayodantehi khā datha selaṃ
 va sirasū hacca pā tā le gā dham

 esatha 
khāṇ uṃ

 va urasā sajja nibbijjā petha gotam
ā ti. S.I.127.

22　

M
edavaṇṇā ñca pā sā naṃ

 vā yaso anupariyagā  apettham
udu vindem

a api 
assā danā  siyā  aladdhā  tattha assā daṃ

 vā yasetto apakkam
e kā ko va selam

 

ā sajja nibbijjā pem
a gotam

ā ti. S.I.124.

23　
井
上
︵
二
〇
一
二
︑
五
六
︶
を
参
照
の
こ
と
︒
ま
た
︑
厭
う
こ
と
が
あ

り
の
ま
ま
に
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
発
生
し
て
く
る
こ
と
が
解
脱
へ
の
ス

テ
ッ
プ
を
説
い
た
今
日
に
描
か
れ
て
い
る
︵
井
上
二
〇
一
二
︑
九
︶︒
欲

望
の
色
眼
鏡
で
見
て
い
た
状
態
か
ら
色
眼
鏡
を
外
し
て
あ
り
の
ま
ま
が

見
え
て
く
る
と
︑﹁
痘
痕
も
笑
窪
﹂
だ
っ
た
の
が
﹁
痘
痕
は
痘
痕
﹂
だ

と
わ
か
る
時
の
よ
う
に
︑
一
瞬
の
反
動
と
し
て
厭
い
離
れ
た
い
と
い
う

思
い
が
浮
か
ぶ
の
で
あ
る
︒

24　

K
ā m

ā  te patham
ā  senā  dutiyā  arati vuccati, tatiyā  khuppipā sā  te catutthī  

taṇ hā  pavuccati, pañcam
ī  thī nam

iddhan te chaṭṭ hā bhī rū  pavuccati, 
sattam

ī  vicikicchā  te m
akkho tham

bho te aṭṭ ham
o, lā bho siloko 

sakkhā ro m
icchā lā bho ca yo yaso, yo cattā naṃ

 sam
ukkaṃ

se pare ca 
avajā nati. Sutta N

ipā ta. 436-438.

25　

K
am

m
ā bhisaṅ khā ra vasena paṭ isandhiko khandham

ā ro dhā tum
ā ro 

ā yatanam
ā ro.  C

ulla N
iddesa.506.

26　

Sankhepato vā  pañca kilesa-khandha-abhisnkhā ra-devaputta-m
accu-

m
ā re abhañji; Visuddhi M

agga.211.

27　

the term
 M

ā ra, in the older books, is applied to the w
hole of the 

w
orldly existence, the five khandhas, or the realm

 of rebirth, as 
opposed to N

ibbā na. D
ictionary of Pā li Proper N

am
es.II.612.

28　
思
い
ど
お
り
に
な
ら
な
い
も
の
を
殲
滅
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
衝
動
は
︑

苦
し
み
の
原
因
の
一
つ
で
あ
る
非
有
愛
︵vibhava-taṇ hā

︶
に
分
類
さ
れ

る
︒
井
上
︵
二
〇
一
二
︑
一
四
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

参
考
引
用
文
献
：

1884  Saṃ
yutta N

ikā ya. Vol.1. Pali Text Society.
Buddhaghosa  1929  Sā ratthappakā sinī .  Pali Text Society.

井
上
ウ
ィ
マ
ラ
︵
二
〇
〇
八
︶﹁
五
蘊
と
無
我
洞
察
に
お
け
るasm

i

の
位
相
﹂

﹃
高
野
山
大
学
論
叢
﹄
第
四
三
巻
︒　

井
上
ウ
ィ
マ
ラ
︵
二
〇
一
三
︶﹁
研
究
ノ
ー
ト
：
身
体
に
住
み
込
む
︑
身
体

か
ら
旅
立
つ
﹂﹃
身
心
変
容
技
法
研
究
﹄
第
二
号　

身
心
変
容
技
法
研
究
会
︒

井
上
ウ
ィ
マ
ラ
︵
二
〇
一
二
︶﹁
四
聖
諦
﹂﹃
仏
教
心
理
学
キ
ー
ワ
ー
ド
事

典
﹄　

春
秋
社
︒

1913  Sutta N
ipā ta. Pali Text Society.

M
alalasekera　

1938　

D
ictionary of P

ā li Proper N
am

es. Vol.II.  Pali Text 
Society.
1918  C

ulla N
iddesa.  Pali Text Society.

Buddhaghosa  1920  Visuddhim
agga.  Pali Text Society. 
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付録
相手 状況 悪魔からのアプローチ 悪魔への返答

1 ブッダ ○ 悪魔がブッダの心を読んで 苦行によって清まる。 ☆戒・定・慧で清まった。
2 ブッダ ○ ブッダが暗闇で独坐中 ●竜王を化作。 ☆長き輪廻にわたる美醜の姿
3 ブッダ ○ ブッダが暗闇で独坐中 ●美醜の姿を化作。 ☆三業を守る
4 ブッダ ○ ブッダが説法中 悪魔の罠（天界の罠と人間の罠）により縛られている。

あなたに解脱されることはないだろう。
相応しい心がけと相応しい努力による無上の解脱を得よと説法。悪
魔の罠から解き放たれている。

5 ブッダ ブッダが説法中 天界の罠と人間の罠で縛られており、私から解脱でき
ないだろう。

すべての罠を脱して人々の利益のために巡礼すべしと説法。束縛か
ら解き放たれている。お前は打ち負かされた。

6 ブッダ ○ ブッダが暗闇で独坐中 ●竜王を化作。 ☆空に住し、恐怖におびえず、執着の中に助けを求めない。
7 ブッダ ブッダが夜明けに横になる 眠ってもよいのか？ 執着を離れれば眠るのも問題なし。
8 ブッダ ○ ブッダが祇園精舎で 執着するから人生には喜びがある。 執着には憂いが伴う。
9 ブッダ ○ ブッダが説法中 長寿を大切にせよ。 人生は儚く死は避けられない。
10 ブッダ ○ ブッダが説法中 輪廻の中で人生は続く。 必ず寿命は尽きる。
11 ブッダ ○ ブッダが暗闇で独坐中 ●岩を落とす。 ☆ブッダは動転しない。
12 ブッダ ○ ブッダが説法中 ◎好敵手としての悪魔がいる。 ブッダは執着を乗り越えて恐れなく説法する。
13 ブッダ ○ ブッダが怪我をして痛みをこらえ

る
なぜ横たわって休むのか？ 何事にも害されず、気がかりなく目覚め、恐れなく、衆生へのあわれみ

を以て眠る。
14 ブッダ　 ○ ブッダが説法中 ◎説法するな、順応と反対に執着するな。 順応と反対から解脱して、人のために法を説く。
15 ブッダ ○ ブッダが祇園精舎で 駆け回る心の罠から出られない。 五感の対象を欲することから脱した。
16 ブッダ ○ ブッダが五蘊について説法中 ◎牡牛に化けて鉢に近づく。 ☆五蘊を私だと思い込む執着を離れているものを魔軍は見つけ出

せない。
17 ブッダ ○ ブッダが六感覚処について説法

中
◎大音声を発した。 ☆感覚対象を超越して、気をつけて悪魔の領域を超える。

18 ブッダ ○ ブッダが托鉢の時 食を得られないように企む。 食の徳不徳にこだわらず、喜びを食として輝こう。
19 ブッダ ○ ブッダが涅槃について説法中 ◎農夫の姿を化作し、感覚経験を私のものだと思う人

は悪魔から脱せられない。
私のものだと思い込むことのない解脱者のゆく道を悪魔は見ないで
あろう。

20 ブッダ ○ ブッダが法による統治について
考察中

自ら統治してください。 苦を理解した人は愛欲に傾かない。執着を導くために訓練すべし。

21 修 行 者 た
ち

α ブッダの近くで、熱心に修行に励
んでいた

眩惑しようと、今人生の春を楽しみなさい。 愛欲は時間に属するものであり、法は今ここで体験され、時間を超
え、来たり見よと招き、自ら知るべきものである。

22 サミッディ ○ ブッダのことを思い心が高まった 眩惑しようと、大きな音を立てた。 ☆正念と智慧により心が安定しているので、どんな姿を現しても悩ま
すことはできない。

23 ゴーディカ、
ブッダ

β 痛みを集中力で乗り越えられず
に自殺

優秀な弟子の自殺を止めてください。 自殺であっても、死の直前まで執着を根絶する可能性は残っている。

24 ブッダ θ ブッダに7年付き従った末に 1．なぜ森の中で一人で瞑想するのか？
2．私のものという思いがある限りは脱せられない。
3．悟ったのであれば去れ、なぜ人を教えるのか？
ブッダに隙は見つからない。厭いてブッダを捨て去る。

1．悲しみを超え、罪を犯さず、生存への欲念を断って瞑想する。
２．私のものという思いを超えた者の道は見えない。
３．不死を尋ねるものに、執着を超えた境地を説く。

25 悪魔 の 三
人娘

γ ブッダが解脱したことを憂う父親
を慰めるためにブッダを誘惑しよ
うとして。

様 な々女性像を差し向ける。①なぜ人と付き合わない
のか。②どのように瞑想してそうなったのか？　
執着なきこの人は多くの人 を々死王の彼岸に導くであ
ろう。

1.美や快の軍勢を打ち破り安らぎの中にいる。
2.心が解脱し執着せず真理を熟知する。このように瞑想して外界の
欲望のとりことなることがない。

26 アーラヴィカ
ー尼

○ 食後に独居している時 ●独居して何になるのか、愛欲を楽しめ。 ☆智慧によって離れ去ることを得た、愛欲は剣のようなものであり不
快である。

27 ソーマー尼 ○ 森の樹下で昼の休息のために坐
している時

●女性には悟れない。 ☆集中と智慧を備えた人にとって女性であることは妨げにならない。
男女だとか自分は誰だということに迷う人は悪魔の手中にある。

28 ゴータミー
尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき

●ひとり涙しながら坐すのはなぜか、男を求めているの
か？

☆子も男たちも過ぎ去った。悲しみを超えて、快楽を超越し、無明の
闇を破り、死の軍勢に打ち勝って穢れなくすごす。

29 ヴィジャヤ
ー尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

●若い者同士、五種の楽器で楽しもう。 ☆愛欲への執着は根絶された。三界のすべてにおいて暗闇は滅ぼ
されている。

30 ウッパラヴァ
ンナー尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

●悪人を恐れないのか、お前の中に入ろう。私を見る
ことはできないだろう。

☆一切の束縛から解脱しているので、あなたを恐れない。

31 チャーラー
尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

なぜ生を喜ばないのか？ 生まれれば死があり、苦がある。その苦を超えるための真理をブッダ
は説いた。

32 ウパチャー
ラー尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

どこに生まれることを望むのか？天界に生まれて快楽
の喜びを享受しなさい。

神々は愛欲の絆に縛られ悪魔に支配される。悪魔の至りえないとこ
ろで私の心は楽しむ。

33 シースパチ
ャーラー尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

誰の教派を奉じているのか。何も奉じなくて出家する
のはなぜか？

悪魔を超え、生存の素因を滅ぼし解脱しているブッダの教えを喜び
奉じている。

34 セーラー尼 ○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

●私という個体は誰が作り、どこで生まれ、どこで滅す
るのか？

☆自分で作ったのでも他人が作ったのでもなく、原因によって生じ、
その滅によって滅する。

35 ヴァジラー
尼

○ 森の樹下で昼の休息のために坐
しているとき。

●生きものを作ったのは誰か、どこで生じ、どこで滅す
るのか？

☆生きものとは概念に過ぎない。身体と心という5つの集合体に対し
て生きものという概念が生じ、そこには苦のみが伴う。

○：「ブッダは私を知っている」
●：恐怖させようとして
◎：眩惑させようとして
☆：悪魔だと知って
α：頭を垂れ、舌を捲いて、額に三筋の皺を寄せて、杖にすがって立ち去る。
β：悲しみにやぶれた悪魔の琴は小脇からパタッと落ち、この夜叉は打ち萎れてその場で消え失せた。
θ：その場から去り、遠からぬところに坐り、沈黙したまま気落ちして、肩を落とし、顔を下に向け、思いに沈み、答えられずに杖で地面を掻きながら坐っていた。
γ：風神が柔毛や落ち葉を吹き払うように、（悪魔の娘たちを）追い払った。
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れ
る
こ
と
を
示
し
た
︒

こ
う
し
た
身
体
的
な
同
調
は
言
語
的
な
理
解
を
超
え
た
も
の
で
あ

り
︑
ジ
ム
の
空
間
に
身
体
全
体
で
浸
り
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か

学
習
で
き
な
い
と
い
う
︵W

acquant, 2004=2012

︶︒

教
育
学
者
の
生
田
久
美
子
も
︑
身
体
の
社
会
的
形
成
に
お
け
る

空
間
と
リ
ズ
ム
の
共
有
の
重
要
性
を
認
め
て
い
る
︒
生
田
は
︑
日

本
舞
踊
の
参
与
観
察
に
も
と
づ
き
︑﹁
わ
ざ
﹂
世
界
へ
の
潜
入
―

師
匠
と
寝
食
を
共
に
し
︑
全
人
格
的
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
―

に
よ
っ
て
の
み
︑
個
別
の
動
作
に
す
ぎ
な
い
﹁
形
﹂
を
超
え
た

﹁
型
﹂︵﹁
わ
ざ
﹂︶
が
体
得
で
き
る
こ
と
を
示
し
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑

﹁
型
﹂
の
体
得
と
は
︑
目
に
見
え
る
﹁
形
﹂
が
な
い
空
白
部
分
に
も

意
味
を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
は
︑
師
匠
と
身
体
的

リ
ズ
ム
を
同
調
さ
せ
て
﹁
間
﹂
を
体
得
す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら

で
あ
る
︵
生
田
︑
一
九
八
五
︶︒

こ
の
よ
う
に
︑
身
体
の
社
会
的
形
成
論
の
多
く
は
︑
空
間
の
共

有
と
身
体
的
リ
ズ
ム
の
同
調
と
い
う
直
接
的
関
係
に
よ
る
非
言
語

的
要
素
を
重
視
し
て
お
り
︑
こ
の
要
素
の
身
体
化
を
も
っ
て
は
じ

め
て
実
践
的
な
身
体
が
形
成
さ
れ
る
と
考
え
る2
︒
こ
の
よ
う
な
理

論
的
文
脈
に
照
ら
せ
ば
︑
一
人
で
ゆ
っ
く
り
と
套
路
を
行
う
太
極

拳
の
練
習
方
法
は
︑
言
葉
に
で
き
目
に
も
見
え
る
外
見
的
な
動
作

の
学
習
に
し
か
貢
献
せ
ず
︑
非
言
語
的
で
不
可
視
の
要
素
―
た

と
え
ば
︑
相
手
と
の
間
合
い
の
な
か
で
瞬
間
的
に
判
断
し
行
為
す

る
こ
と
を
可
能
に
す
る
身
体
の
構
え
―
は
身
に
つ
か
な
い
の
で

は
な
い
か
︑
と
い
う
憶
測
も
可
能
だ
ろ
う
︒
だ
が
も
し
そ
う
な
ら
︑

太
極
拳
の
套
路
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

太
極
拳
の
套
路
が
も
た
ら
す
学
習
の
あ
り
よ
う
を
考
察
す
る
た

め
に
︑
本
稿
で
は
︑
中
国
河
南
省
新
郷
市
の
人
民
公
園
を
練
習
場

所
と
し
て
い
る
太
極
拳
練
習
グ
ル
ー
プ
︑
陳
氏
太
極
拳
王
雁
流
派

Z
L
功
夫
研
究
会
新
郷
C
Z
分
会
︵
以
降
︑
C
Z
分
会
と
呼
ぶ
︶
を

検
討
し
た
い
︒

筆
者
は
︑
二
〇
〇
六
年
八
月
よ
り
二
〇
一
六
年
十
一
月
に
至
る

約
十
年
間
に
わ
た
っ
て
C
Z
分
会
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ

て
き
た
︒
具
体
的
に
は
︑
参
与
観
察
の
た
め
に
筆
者
自
身
が
生
徒

と
し
て
C
Z
分
会
に
参
加
す
る
こ
と
に
加
え
︑
C
Z
分
会
を
主
宰

す
る
L
X
先
生
お
よ
び
生
徒
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
お
よ
び

練
習
風
景
の
写
真
お
よ
び
ビ
デ
オ
撮
影
を
行
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑こ

れ
ら
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
多
様
な
デ
ー
タ
を
用
い
る
こ
と
で
︑
一

人
で
ゆ
っ
く
り
套
路
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
可
能
な
学
習
の

あ
り
よ
う
を
描
き
出
し
た
い
︒

1
河
南
省
新
郷
市

C
Z
分
会
の
詳
細
に
立
ち
入
る
前
に
︑
河
南
省
新
郷
市
お
よ
び

新
郷
市
人
民
公
園
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
し
た
い
︒
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太
極
拳
套
路
に
お
け
る
動
作
の
漸
進
的
可
視
化

―
中
国
河
南
省
新
郷
市
に
お
け
る
陳
式
太
極
拳
練
習
グル
ー
プ
の
調
査
か
ら
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河
南
省
は
︑
古
来
﹁
中
原
﹂
と
呼
ば
れ
て
き
た
地
域
と
ほ
ぼ
重

な
っ
て
い
る
︒
こ
の
地
域
は
︑
黄
河
の
氾
濫
原
と
そ
の
周
囲
の
肥

沃
な
平
地
よ
り
な
り
︑
農
業
生
産
性
が
高
い
た
め
︑
早
く
か
ら
中

国
の
政
治
・
経
済
・
文
化
の
中
心
と
な
り
︑
そ
の
支
配
を
め
ぐ
り

数
々
の
勢
力
が
争
っ
て
き
た
︒
中
国
の
十
大
古
都
︵
西
安
・
洛
陽
・

南
京
・
北
京
・
開
封
・
杭
州
・
安
陽
・
鄭
州
・
大
同
・
成
都
︶
の
う
ち
︑

四
つ
︵
洛
陽
・
開
封
・
安
陽
・
鄭
州
︶
が
河
南
省
に
位
置
し
て
い
る

こ
と
か
ら
も
︑
そ
の
歴
史
的
重
要
性
が
う
か
が
え
る
︵
人
民
網
日

本
語
版
︑
二
〇
一
六
︶︒

中
国
武
術
の
歴
史
に
お
い
て
も
河
南
省
は
重
要
で
あ
る
︒
河
南

省
北
部
を
流
れ
る
黄
河
を
挟
ん
で
北
側
に
太
極
拳
の
発
祥
地
で
あ

る
陳
家
溝
︵
河
南
省
温
県
︶
が
あ
り
︑
南
側
に
少
林
拳
の
発
祥
地
で

あ
る
嵩
山
少
林
寺
︵
河
南
省
鄭
州
市
登
封
︶
が
あ
る
︒
方
位
か
ら
す

る
と
︑
陳
家
溝
の
南
西
に
少
林
寺
が
あ
り
︑
両
者
は
直
線
距
離
で

約
九
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
離
れ
て
い
な
い
︒
太
極
拳
は
内
家
拳

︵
気
や
経
絡
を
鍛
え
て
身
体
を
内
面
か
ら
強
く
す
る
拳
法
︶
を
代
表
す

る
拳
法
で
あ
り
︑
少
林
拳
は
外
家
拳
︵
筋
骨
を
鍛
え
て
身
体
を
外
面

か
ら
強
く
す
る
拳
法
︶
を
代
表
す
る
拳
法
で
あ
る
う
え
︑
両
者
に
は

名
前
も
動
作
も
類
似
す
る
技
法
が
見
ら
れ
る
た
め
︑
歴
史
的
に
影

響
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る3
︒

新
郷
市
は
︑
河
南
省
の
省
都
で
あ
る
鄭
州
市
に
北
接
す
る
都
市

で
あ
る
︒
南
に
は
黄
河
が
流
れ
︑
北
は
太
行
山
脈
の
南
端
に
接
し

て
い
る
︒
人
口
は
六
百
三
万
六
千
七
百
人
で
あ
り
︵
二
〇
一
四
年
統

計
︶︑
河
南
省
北
部
の
政
治
経
済
の
中
心
を
な
す
都
市
で
あ
る
︵
河

南
省
地
方
史
志
办
公
室
︑
二
〇
一
五
︶︒
一
九
九
〇
年
よ
り
新
郷
市
は

大
阪
府
柏
原
市
と
国
際
友
好
都
市
と
し
て
提
携
し
て
い
る
︵
柏
原

市
︑
二
〇
一
四
︶︒

新
郷
市
が
位
置
す
る
土
地
は
長
い
歴
史
を
持
つ
︒
新
石
器
時
代

に
属
す
る
仰
韶
文
化
︑
龍
山
文
化
の
遺
跡
が
点
在
し
︑
先
秦
時
代

の
一
次
資
料
で
あ
る
﹃
竹
書
記
年
﹄
が
出
土
し
た
汲
県
︵
現
衛
輝

市
︶
も
新
郷
市
に
属
す
る
︒
ま
た
︑
紀
元
前
十
一
世
紀
に
周
の
武

王
が
殷
の
紂
王
を
破
っ
た
牧
野
の
戦
い
の
古
戦
場
も
市
北
部
に
あ

る
︵
河
南
省
地
方
史
志
办
公
室
︑
二
〇
一
五
︶︒

鄭
州
市
街
か
ら
新
郷
市
街
ま
で
は
約
七
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
距

離
が
あ
り
︑
鄭
州
市
街
の
南
東
に
あ
る
新
鄭
国
際
空
港
か
ら
高
速

道
路
を
走
る
空
港
バ
ス
に
乗
れ
ば
︑
約
一
時
間
半
で
新
郷
市
街
に

行
く
こ
と
が
で
き
る
︒

2
人
民
公
園
の
諸
活
動

人
民
公
園
は
新
郷
市
街
の
中
心
に
あ
る
大
公
園
で
あ
る
︒
東
西

お
よ
そ
八
百
メ
ー
ト
ル
︑
南
北
お
よ
そ
六
百
メ
ー
ト
ル
の
お
お
よ

そ
長
方
形
を
し
て
お
り
︑
総
面
積
は
四
十
八
万
六
千
平
方
メ
ー
ト

ル
に
及
ぶ
︒
森
林
被
覆
率
は
九
〇
％
を
超
え
︑
そ
の
敷
地
に
は
︑
湖
︑

島
︑
川
︑
橋
︑
築
山
︑
東
屋
︑
遊
園
地
︑
動
物
園
︑
水
族
館
︑
柘

榴
園
な
ど
が
あ
る
︵
新
郷
市
人
民
公
園
︑
二
〇
一
〇
︶︒

人
民
公
園
で
は
早
朝
か
ら
︑
広
場
や
歩
道
わ
き
の
空
き
地
を
利

用
し
て
運
動
と
社
交
を
兼
ね
た
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い

る
︒
こ
れ
ら
の
活
動
は
︑
C
Z
分
会
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
社
会
的

文
脈
を
な
し
て
い
る
点
で
重
要
で
あ
る
が
︑
套
路
に
よ
る
学
習
の

考
察
と
い
う
本
稿
の
趣
旨
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
を
主
題
的
に
考
察

す
る
ま
で
も
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
は
筆
者
が

C
Z
分
会
の
練
習
場
所
に
行
く
道
す
が
ら
目
に
す
る
か
ぎ
り
の
諸

活
動
を
紹
介
し
た
い
︒

筆
者
は
調
査
の
さ
い
︑
で
き
る
だ
け
人
民
公
園
に
近
い
ホ
テ
ル

に
滞
在
し
て
い
る
の
で
︑
練
習
開
始
に
間
に
合
わ
せ
る
た
め
に
は
︑

夏
は
六
時
過
ぎ
︑
冬
は
七
時
過
ぎ
に
ホ
テ
ル
を
出
発
す
れ
ば
よ
い
︒

歩
い
て
十
分
程
度
で
公
園
の
南
門
に
到
着
し
︑
南
門
か
ら
公
園
に

入
り
北
に
向
か
っ
て
十
分
程
度
歩
い
た
と
こ
ろ
に
練
習
場
所
が
あ

る
︒
こ
の
二
十
分
程
度
の
道
の
り
で
︑
筆
者
が
ほ
ぼ
毎
朝
決
ま
っ

て
目
に
す
る
活
動
を
︑
目
に
す
る
順
に
列
挙
し
た
い
︒

①
鳥
籠
を
持
ち
寄
る

公
園
沿
い
の
歩
道
に
数
人
が
鳥
籠
を
持
ち
寄
っ
て
集
ま
り
︑
歩

道
脇
に
座
っ
て
談
笑
し
て
い
る
︵
図
2
︶︒

②
鞭
を
打
ち
鳴
ら
す

公
園
沿
い
の
歩
道
脇
の
広
場
で
数
人
の
男
性
が
集
ま
り
︑
一
人

ず
つ
交
代
し
て
鞭
を
打
っ
て
い
る
︵
図
3
︶︒
鞭
は
牛
皮
な
い
し
鎖

製
で
長
さ
六
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
も
あ
り
︑
全
身
を
使
っ
て
振
り
回
し

て
空
気
を
切
り
裂
く
よ
う
な
音
を
出
す
︒

③
集
団
ダ
ン
ス

南
門
を
入
っ
て
す
ぐ
の
花
時
計
の
あ
る
広
場
で
︑
女
性
の
一
団

が
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
流
れ
る
ハ
イ
テ
ン
ポ
な
音
楽
に
合
わ
せ
て
紅

い
布
を
持
っ
て
踊
っ
て
い
る
︵
図
4
︶︒

図１　河南省と新郷市の位置（柏原市、2014）

図２　鳥籠を持ち寄っている人 （々以下、本稿の写真はすべて著者ないし調
査助手の撮影）
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④
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル

花
時
計
の
広
場
の
近
く
の
小
さ
い
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
︑
老
人
た
ち

が
集
ま
り
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
を
し
て
い
る
︒

⑤
散
歩
︵
前
向
き
︑
後
ろ
向
き
︶

公
園
内
の
歩
道
で
︑
一
人
あ
る
い
は
二
人
で
連
れ
立
っ
て
朝
の

散
歩
を
し
て
い
る
︒
身
体
の
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
た
め

に
︑
後
ろ
向
き
に
歩
く
人
も
よ
く
目
に
す
る4
︒

⑥
笙
を
吹
く

練
習
場
所
に
行
く
た
め
に
は
築
山
を
越
え
る
小
道
を
通
る
が
︑そ

の
築
山
に
建
て
ら
れ
た
六
角
形
の
東
屋
で
︑
一
人
か
ら
数
人
が
集

ま
り
笙
の
練
習
を
し
て
い
る
︵
図
5
︶︒

⑦
身
体
の
鍛
錬

築
山
を
過
ぎ
る
と
小
道
は
平
坦
な
林
の
中
を
進
む
︒
林
の
中
で
︑

数
人
の
男
性
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
身
体
を
鍛
え
て
い
る
︒﹁
ハ

ッ
﹂
と
い
う
掛
け
声
と
と
も
に
立
木
を
繰
り
返
し
蹴
る
人
︑
拳
法

の
套
路
を
す
る
人
︑
ラ
ジ
オ
を
聞
き
な
が
ら
乾
布
摩
擦
を
す
る
人

も
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
公
園
で
は
早
朝
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
繰
り

広
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
す
べ
て
に
共
通
す
る
特
徴
は
︑︵
1
︶

毎
朝
決
ま
っ
て
同
じ
場
所
で
同
じ
人
が
や
っ
て
い
る
こ
と
︑
つ
ま

り
習
慣
的
で
あ
る
こ
と
と
︑︵
2
︶
お
そ
ら
く
本
業
で
は
な
く
趣
味

の
活
動
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
活
動

の
多
く
に
当
て
は
ま
る
二
つ
の
特
徴
は
︑︵
3
︶
身
体
を
使
う
活
動

で
あ
る
こ
と
︑
そ
し
て
︑︵
4
︶
単
独
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
社

交
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
C
Z
分
会
の
太
極
拳
も
︑
こ
れ
ら
四

つ
の
特
徴
を
持
つ
活
動
の
ひ
と
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
︒

C
Z
分
会
の
練
習
場
所
は
︑
林
の
中
の
小
道
に
面
し
た
百
平
方

メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
空
き
地
で
あ
る
︵
図
6
︑
図
7
︶︒

こ
の
空
き
地
は
︑
背
丈
を
超
え
る
竹
藪
と
森
林
に
三
方
を
囲
ま

れ
︵
図
6
は
西
向
き
に
撮
影
︶︑
東
側
だ
け
が
小
道
に
向
か
っ
て
開

け
て
い
る
た
め
︑
お
お
よ
そ
半
円
形
を
な
し
て
い
る
︒
奥
に
は
石

製
の
ベ
ン
チ
と
石
柱
が
あ
り
︑
休
ん
だ
り
︑
足
を
か
け
て
準
備
体

操
を
し
た
り
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︵
図
6
奥
︶︒

空
き
地
の
東
側
が
開
け
て
い
る
の
で
︑
天
気
の
よ
い
と
き
は
木
々

の
間
か
ら
朝
日
が
差
し
込
ん
で
き
て
爽
快
で
あ
る
︵
図
7
は
東
向
き

に
撮
影
︶︒
小
道
に
沿
っ
て
数
本
の
木
が
生
え
て
お
り
︑
練
習
前
に

は
二
本
の
木
の
間
に
紐
を
渡
し
て
︑
コ
ー
ト
や
カ
バ
ン
を
掛
け
ら

れ
る
よ
う
に
す
る
︵
図
7
左
手5
︶︒
小
道
に
面
し
て
い
る
が
︑
通
行

図３　鞭を打ち鳴らす人

図４　花時計の前で集団ダンスをする人々

図５　笙を吹く人

図７　CZ分会の練習場所でLX先生（左）の指導を受ける筆者（右）

図６　CZ分会の練習場所で集団練習をリードするLX先生（手前中央）
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人
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
︑
時
折
通
る
人
は
練
習
の
様
子
を
横
目

で
見
な
が
ら
通
り
抜
け
る
︵
図
7
左
手
奥
の
女
性
︶︒
メ
ン
バ
ー
の

知
人
が
通
り
か
か
っ
た
と
き
は
︑
挨
拶
を
し
た
り
︑
し
ば
ら
く
立

ち
止
ま
っ
て
世
間
話
を
し
た
り
す
る
︒

3
C
Z
分
会
お
よ
び
L
X
先
生

C
Z
分
会
を
主
宰
す
る
の
は
L
X
先
生
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑

中
国
武
術
協
会6

の
求
め
に
応
じ
て
L
X
先
生
が
ま
と
め
た
文
書

︵
L
X
︑
二
〇
一
三
︶
お
よ
び
L
X
先
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︵
二
〇

一
三
年
十
一
月
二
日
︑
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
︶
を
も
と
に
︑
L
X
先

生
お
よ
び
C
Z
分
会
を
紹
介
し
た
い7
︒

L
X
先
生
は
一
九
六
四
年
に
生
ま
れ
︑
近
所
に
住
ん
で
い
た

岳
家
拳
︵
少
林
拳
系
統
の
外
家
拳
の
一
種
︶
の
名
人
の
影
響
を
受

け
︑
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
武
術
に
熱
中
す
る
よ
う
に
な
っ

た
︒
少
年
時
代
に
新
郷
市
で
有
名
な
武
術
の
名
人
に
弟
子
入
り

し
︑
少
林
拳
と
い
く
つ
も
の
武
器
術
を
習
う
こ
と
で
︑
後
に
太

極
拳
を
学
ぶ
た
め
の
基
礎
が
で
き
た
︒
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
︑

L
X
先
生
は
良
師
を
求
め
ほ
う
ぼ
う
を
訪
ね
歩
き
︑
最
後
に
陳

家
溝
に
住
む
陳
氏
太
極
拳
王
雁
流
派
の
第
十
代
伝
人
Z
L
先

生
と
出
会
う
︒
Z
L
先
生
の
も
と
太
極
拳
お
よ
び
剣
や
刀
な
ど

の
武
器
術
の
修
行
を
重
ね
︑
一
九
九
九
年
に
拝
師
の
儀
式
を
行

い
︑
陳
氏
太
極
拳
の
第
十
一
代
伝
人
と
な
る
︒

L
X
先
生
の
本
業
は
電
気
工
事
の
技
師
で
あ
る
が
︑
二
〇
〇

二
年
よ
り
新
郷
市
で
弟
子
を
と
り
始
め
︑
陳
氏
太
極
拳
王
雁
流

派
Z
L
功
夫
研
究
会
新
郷
C
Z
分
会
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
︒

C
Z
分
会
の
練
習
場
所
は
︑
人
民
公
園
の
竹
園
付
近
に
あ
っ
た

空
き
地
を
︑
L
X
先
生
お
よ
び
弟
子
た
ち
が
自
分
た
ち
の
手
で

穴
を
埋
め
整
地
し
て
作
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
練
習
時
間
は
︑

主
に
早
朝
︵
夏
は
六
時
半
頃
︑
冬
は
七
時
半
頃
か
ら
開
始
し
︑
始
業

時
間
に
間
に
合
う
よ
う
に
各
自
の
職
場
に
向
か
う
︶
で
あ
る
が
︑
夏

休
み
な
ど
の
長
期
休
暇
中
は
午
後
︵
十
六
時
頃
か
ら
十
八
時
頃
ま

で
︶
も
練
習
す
る
こ
と
が
あ
る
︒

C
Z
分
会
の
生
徒
は
︑
遠
く
は
日
本
︵
筆
者
の
こ
と
で
あ
る
︶

や
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
来
る
者
も
あ
り
︑
年
齢
は
五
歳
か
ら

七
十
歳
台
ま
で
幅
広
く
︑
現
在
ま
で
に
の
べ
数
百
人
の
太
極
拳

愛
好
者
を
輩
出
し
て
い
る
︒
弟
子
た
ち
は
︑
職
場
や
趣
味
の
集

ま
り
な
ど
の
知
り
合
い
を
介
し
て
L
X
先
生
の
こ
と
を
知
り
入

門
す
る
場
合
が
多
い
が
︑
二
〇
一
一
年
十
二
月
に
放
映
さ
れ
た

テ
レ
ビ
番
組
を
き
っ
か
け
に
入
門
し
た
弟
子
も
い
る
︒
こ
の
番

組
は
︑
陳
家
溝
に
本
拠
を
置
く
Z
L
先
生
の
陳
氏
太
極
拳
が
︑

新
郷
市
に
伝
承
さ
れ
修
練
さ
れ
て
い
る
様
子
を
紹
介
し
た
も
の

で
︑
Z
L
先
生
お
よ
び
新
郷
市
で
活
躍
す
る
弟
子
の
L
X
先
生

と
T
L
先
生
が
出
演
し
て
い
る
︒

筆
者
は
︑
二
〇
〇
六
年
九
月
に
は
じ
め
て
新
郷
市
に
L
X
先
生

を
尋
ね
︑
C
Z
分
会
の
調
査
を
行
っ
た8
︒
そ
れ
か
ら
六
年
後
の
二

〇
一
二
年
に
二
回
目
に
訪
れ
て
以
来
︑
二
〇
一
六
年
に
至
る
ま
で

毎
年
訪
れ
調
査
を
継
続
し
て
い
る
︒
一
回
あ
た
り
の
滞
在
期
間
は

一
週
間
か
ら
十
日
間
程
度
で
︑
そ
の
間
︑
早
朝
と
午
後
の
練
習
に

生
徒
と
し
て
参
加
し
︑
太
極
拳
を
習
得
す
べ
く
練
習
し
た
︒

4
練
習
の
過
程

C
Z
分
会
の
朝
の
練
習
は
︑
集
合
か
ら
解
散
ま
で
の
過
程
を
四

つ
に
区
切
る
こ
と
が
で
き
る
︒

1
　
練
習
前
の
準
備

練
習
前
に
︑
L
X
先
生
と
生
徒
た
ち
が
協
力
し
て
練
習
場
所
の

手
入
れ
を
す
る
︒
先
生
が
練
習
場
所
に
着
い
て
最
初
に
す
る
こ
と

は
︑
全
員
の
コ
ー
ト
や
カ
バ
ン
を
掛
け
ら
れ
る
よ
う
に
︑
い
つ
も

決
ま
っ
た
二
本
の
木
の
幹
に
紐
を
渡
す
こ
と
で
あ
る
︒

竹
箒
を
使
っ
て
落
ち
葉
や
枝
を
掃
除
す
る
こ
と
も
ほ
ぼ
毎
朝
行

わ
れ
て
い
る
︒
夜
に
雨
が
降
っ
た
翌
日
は
と
く
に
落
ち
て
い
る
も

の
が
多
い
た
め
︑
入
念
に
箒
を
か
け
る
︒
逆
に
︑
し
ば
ら
く
雨
が

降
ら
ず
に
乾
燥
し
て
い
る
と
き
は
︑
土
埃
が
舞
う
の
を
防
ぐ
た
め

に
水
を
撒
く
︒
公
園
内
を
流
れ
る
小
川
に
ロ
ー
プ
を
結
ん
だ
空
き

缶
を
降
ろ
し
て
水
を
汲
ん
で
く
る
の
で
あ
る9
︒
箒
を
か
け
る
の
も

水
を
汲
む
の
も
︑
先
生
と
生
徒
と
を
問
わ
ず
︑
最
初
に
練
習
場
所

に
来
た
人
が
率
先
し
て
行
っ
て
い
る
︒

そ
の
ほ
か
に
︑
各
自
が
練
習
の
準
備
を
す
る
︒
コ
ー
ト
を
脱
い

だ
り
︑
着
替
え
た
り
︑
靴
を
履
き
替
え
た
り
す
る
︒
さ
ら
に
︑
周

囲
を
走
り
回
っ
て
ウ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
を
し
た
り
︑
腕
や
腰
を

回
し
た
り
︑
思
い
思
い
の
準
備
体
操
を
す
る
︒

2
　
個
別
練
習（
1
）

準
備
が
で
き
た
者
か
ら
︑
各
自
で
套
路
の
練
習
を
行
う
︒
練
習

さ
れ
る
の
は
︑
陳
式
太
極
拳
王
雁
流
派
の
老
架
一
路
と
い
う
套
路

で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
七
十
四
の
技
よ
り
構
成
さ
れ
る
た
め
︑
七
十

四
式
と
も
呼
ば
れ
る
︒
套
路
の
全
体
を
行
う
に
は
︑
速
く
や
れ
ば

十
分
程
度
︑
遅
く
や
れ
ば
三
十
分
程
度
か
か
る
︒
ま
だ
套
路
の
全

体
を
習
い
終
え
て
い
な
い
者
は
︑
習
っ
た
部
分
だ
け
を
行
う
︒
各

自
が
思
い
思
い
の
速
さ
で
行
い
︑
途
中
で
動
作
を
止
め
て
や
り
直

し
た
り
︑
集
中
的
に
練
習
し
た
い
部
分
だ
け
を
繰
り
返
し
た
り
す

る
こ
と
も
よ
く
見
ら
れ
る
︒

生
徒
た
ち
が
套
路
を
練
習
し
て
い
る
間
︑
L
X
先
生
は
生
徒
た

ち
の
間
を
歩
き
回
っ
て
指
導
を
行
う
︒
生
徒
の
側
か
ら
先
生
を
呼

び
止
め
て
質
問
す
る
こ
と
や
︑
生
徒
ど
う
し
で
お
互
い
に
指
導
し

あ
う
こ
と
も
あ
る
︒

特
定
の
生
徒
に
対
し
て
指
導
が
行
わ
れ
て
い
る
さ
い
︑
他
の
生

徒
が
集
ま
っ
て
く
る
場
合
も
あ
る
︒
生
徒
た
ち
は
︑
套
路
を
練
習

す
る
か
た
わ
ら
周
囲
に
も
あ
る
程
度
は
注
意
し
て
お
り
︑
誰
か
が

指
導
さ
れ
て
い
る
内
容
が
自
分
に
と
っ
て
も
重
要
な
も
の
に
見
え

る
と
︑
手
を
止
め
て
話
を
聞
き
に
ゆ
く
の
で
あ
る
︒

3
　
集
団
練
習

L
X
先
生
は
︑
し
ば
ら
く
生
徒
た
ち
の
指
導
を
し
た
の
ち
︑
空

き
地
中
央
の
小
道
寄
り
の
場
所
に
立
ち
︑
東
側
︵
小
道
側
︶
を
向

い
て
套
路
の
全
体
を
通
し
て
行
う
︒
生
徒
た
ち
は
先
生
の
姿
を
後

方
か
ら
見
え
る
場
所
に
立
ち
︑
先
生
に
合
わ
せ
て
套
路
を
行
う
︒

集
団
練
習
に
入
る
さ
い
に
は
︑
L
X
先
生
が
﹁
さ
あ
︑
や
ろ

う
﹂
と
声
を
か
け
る
場
合
も
あ
る
が
︑
多
く
の
場
合
︑
先
生
は
無

言
で
套
路
を
始
め
る
︒
だ
が
︑
先
生
が
い
つ
も
の
場
所
で
︑
い
つ

も
の
方
角
を
向
い
て
立
つ
だ
け
で
套
路
を
始
め
る
の
が
わ
か
る
の

で
︑
生
徒
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
先
生
の
姿
に
気
づ
く
と
す
ぐ
に
集

団
練
習
が
で
き
る
よ
う
自
分
の
位
置
を
決
め
て
立
ち
︑
で
き
る
だ

け
先
生
に
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
て
套
路
を
行
う
︒

4
　
個
別
練
習（
2
）
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套
路
が
終
わ
る
と
︑
少
し
休
憩
し
て
再
び
個
別
練
習
が
始
ま
る
︒

最
初
の
個
別
練
習
の
と
き
と
同
様
に
︑
L
X
先
生
が
生
徒
た
ち
の

間
を
回
っ
て
指
導
を
行
う
が
︑
次
の
二
つ
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
︒

第
一
に
︑
特
定
の
生
徒
の
指
導
が
な
さ
れ
て
い
る
さ
い
に
︑
他

の
生
徒
が
よ
り
集
ま
り
や
す
い
こ
と
で
あ
る
︒
套
路
の
集
団
練
習

に
く
わ
え
︑
先
生
と
生
徒
た
ち
が
朝
出
会
っ
て
か
ら
し
ば
ら
く
時

間
が
経
過
し
た
こ
と
︑
身
体
を
動
か
し
て
気
分
が
高
揚
し
た
こ
と

に
よ
っ
て
︑
全
体
的
な
凝
集
性
が
高
ま
っ
た
た
め
と
い
え
る
か
も

し
れ
な
い
︒
だ
が
他
方
で
︑
先
生
の
周
囲
に
立
っ
て
話
を
聞
く
こ

と
が
︑
套
路
の
低
い
姿
勢
で
疲
れ
た
身
体
を
休
ま
せ
る
こ
と
に
な

る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
︒
こ
れ
も
︑
練
習
時
間
が
長
く
な
る
ほ
ど

人
が
集
ま
り
や
す
く
な
る
大
き
な
理
由
だ
ろ
う
︒
練
習
が
終
わ
り

に
近
づ
く
に
つ
れ
︑
先
生
が
指
導
し
て
い
る
周
囲
に
そ
の
場
に
い

る
す
べ
て
の
生
徒
が
集
ま
る
こ
と
も
あ
る
︒

第
二
に
︑
指
導
が
世
間
話
に
移
行
し
や
す
い
こ
と
で
あ
る
︒

L
X
先
生
は
話
し
好
き
で
︑
指
導
の
内
容
は
︑
技
の
動
作
の
説
明

に
と
ど
ま
ら
ず
︑
技
の
実
戦
的
用
法
︑
他
流
派
の
技
と
の
比
較
︑
技

に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
︑
技
の
歴
史
的
系
譜
︑
技
の
哲
学
的
背

景
な
ど
に
及
ぶ
︒
練
習
が
終
わ
り
に
近
づ
く
に
つ
れ
︑
先
生
の
話

す
内
容
は
少
し
ず
つ
︑
他
流
派
の
動
向
︑
自
分
や
生
徒
の
近
況
︑
時

事
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
に
及
ぶ
よ
う
に
な
り
︑
先
生
だ
け
で
な
く
生
徒

た
ち
も
よ
く
話
す
よ
う
に
な
る
︒
こ
う
し
て
︑
先
生
を
中
心
と
す

る
指
導
の
輪
は
︑
徐
々
に
︑
先
生
と
生
徒
た
ち
の
全
員
が
作
り
出

す
世
間
話
の
輪
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
る
︒

職
場
に
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
時
間
に
な
っ
た
生
徒
か
ら
︑
一
人

ま
た
一
人
と
挨
拶
を
し
て
世
間
話
の
輪
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
︒
最
後

は
先
生
が
﹁
で
は
行
こ
う
﹂
と
言
っ
て
︑
荷
物
掛
け
の
紐
を
ほ
ど

き
︑
残
っ
て
い
る
人
々
で
帰
り
支
度
を
し
て
解
散
す
る
︒

5
見
え
な
い
動
作
の
可
視
化

以
上
が
練
習
の
大
ま
か
な
過
程
で
あ
る
が
︑
こ
の
よ
う
な
練
習

は
ど
の
よ
う
に
し
て
技
の
学
習
に
貢
献
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
筆
者

の
二
〇
一
六
年
の
調
査
︵
十
一
月
四
日
～
十
一
月
十
三
日
︶
の
初
日

に
︑
偶
然
に
も
C
Z
分
会
の
練
習
に
は
じ
め
て
参
加
し
た
女
性
︑

Z
J
さ
ん
︵
四
十
九
歳
︶
が
い
た
た
め
︑
彼
女
に
対
す
る
L
X
先

生
の
指
導
を
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
︒

ま
ず
は
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︵
二
〇
一
六
年
十
一
月
六
日
︶
に
も
と

づ
き
Z
J
さ
ん
の
太
極
拳
歴
を
紹
介
し
た
い
︒

Z
J
さ
ん
が
最
初
に
太
極
拳
に
触
れ
た
の
は
︑
若
い
頃
︑
家

の
近
所
に
住
ん
で
い
て
老
人
た
ち
に
太
極
拳
を
教
え
て
い
た
先

生
に
十
数
個
の
動
作
を
教
わ
っ
た
と
き
で
あ
る
︒
そ
の
先
生
に

用
事
が
で
き
た
た
め
中
断
し
て
し
ま
っ
た
が
︑
太
極
拳
が
身
体

に
よ
い
こ
と
は
知
っ
て
い
た
の
で
︑
看
護
師
の
職
に
就
い
て
か

ら
も
ず
っ
と
習
う
機
会
を
探
し
て
い
た
︒
二
〇
〇
三
年
六
月
に
︑

同
僚
が
と
て
も
よ
い
太
極
拳
の
先
生
が
い
る
と
T
L
先
生
を
紹

介
し
て
く
れ
︑
彼
の
も
と
で
二
カ
月
間
集
中
的
に
習
っ
た
︒
そ

れ
以
後
も
︑
二
〇
〇
五
年
頃
ま
で
T
L
先
生
の
練
習
会
に
参
加

し
て
い
た
が
︑
仕
事
が
忙
し
く
な
る
に
つ
れ
少
し
ず
つ
遠
ざ
か

っ
て
し
ま
い
︑
そ
れ
以
降
は
一
人
で
練
習
し
て
い
た
が
︑
あ
ま

り
時
間
は
取
れ
な
か
っ
た
︒

し
か
し
︑
二
〇
一
六
年
の
夏
に
︑
年
老
い
た
家
人
が
病
気
に

な
り
︑
そ
の
世
話
で
忙
し
く
な
っ
た
こ
と
と
︑
自
身
も
比
較
的

高
齢
に
な
っ
て
き
た
た
め
に
︑
少
し
ず
つ
身
体
各
部
の
調
子
が

悪
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
新
た
に
太
極
拳
を
練
習

し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
︑
そ
の
年
の
国
慶
節
︵
十

月
一
日
～
七
日
︶
に
L
X
先
生
が
教
え
る
C
Z
分
会
を
見
学
に

来
た
︒
T
L
先
生
と
L
X
先
生
は
︑
Z
L
先
生
門
下
の
兄
弟

弟
子
ど
う
し
で
あ
る
た
め
︑
L
X
先
生
の
名
前
は
知
っ
て
い
た

が
︑
C
Z
分
会
が
練
習
し
て
い
る
人
民
公
園
の
一
角
は
来
た
こ

と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
自
分
の
目
で
見
て
L
X
先
生
が
と

て
も
実
力
の
あ
る
先
生
だ
と
わ
か
っ
た
の
で
︑
C
Z
分
会
の
練

習
に
参
加
す
る
こ
と
を
決
め
︑
十
一
月
四
日
が
そ
の
初
日
で
あ
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
Z
J
さ
ん
は
あ
る
程
度
太
極
拳
の
経
験
が
あ

り
︑
し
か
も
二
〇
〇
三
年
か
ら
は
L
X
先
生
と
師
を
同
じ
く
す
る

T
L
先
生
の
も
と
で
習
っ
て
い
た
た
め
︑
練
習
を
開
始
し
た
時
点

で
す
で
に
陳
氏
太
極
拳
王
雁
流
派
の
老
架
一
路
の
套
路
を
あ
る
程

度
は
知
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
か
ら
述
べ
る
よ
う
に
︑
L
X

先
生
の
目
か
ら
見
れ
ば
ま
だ
ま
だ
直
す
べ
き
点
が
多
く
あ
っ
た
︒

こ
こ
で
検
討
す
る
の
は
︑
Z
J
さ
ん
が
練
習
を
開
始
し
た
初
日

︵
二
〇
一
六
年
十
二
月
四
日
︶
に
ビ
デ
オ
撮
影
し
た
︑
個
別
練
習
︵
2
︶

に
お
け
る
﹁
白は
っ

鶴か
く

亮り
ょ
う

翅し

﹂︵Baiheliangchi

︶
と
い
う
技
の
指
導
場

面
で
あ
る
︒

図
8
の
左
手
の
︑
両
腕
を
左
右
に
広
げ
て
立
っ
て
い
る
黒
い
服

の
女
性
が
Z
J
さ
ん
で
あ
る
︒
個
別
練
習
︵
2
︶
を
し
て
い
る
場

面
な
の
で
︑
彼
女
も
周
囲
の
生
徒
た
ち
も
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
動

作
を
練
習
し
て
い
る
︒

白
鶴
亮
翅
と
い
う
技
は
︑左
足
︑右
足
の
順
に
二
歩
後
退
し
な
が

ら
︑両
腕
を
い
っ
た
ん
身
体
の
左
側
で
交
差
さ
せ
て
の
ち
︑大
き
く

左
右
に
開
く
動
作
よ
り
な
る10
︒
図
8
の
Z
J
さ
ん
は
︑技
を
構
成
す

る
一
連
の
動
作
を
終
え
て
両
腕
を
左
右
に
開
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る11
︒

画
面
外
の
︑
向
か
っ
て
右
手
方
向
に
は
L
X
先
生
が
立
っ
て
お

り
︑
Z
J
さ
ん
が
白
鶴
亮
翅
を
行
う
様
子
を
見
て
い
る
︒
そ
し
て
︑

Z
L
さ
ん
が
動
作
を
終
え
て
間
も
な
く
︑
先
生
は
﹁
あ
な
た
の
左

手
は
ず
っ
と
協
調
が
お
か
し
い
﹂
と
言
い
な
が
ら
近
づ
い
て
く
る

︵
図
9
︶︒

L
X
先
生
は
︑
Z
J
さ
ん
か
ら
見
て
右
横
に
︑
Z
J
さ
ん
と
同

図８　ZJさんの白鶴亮翅（１回目）
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じ
方
向
を
向
い
て
立
っ
て
か
ら
指
導
を
始
め
る
︒
先
生
は
︑左
手
の

ひ
ら
を
右
腕
の
内
側
に
添
え
て
︑右
肘
を
右
方
向
に
推
す
動
作
を
行

い
な
が
ら
︑﹁
右
手
が
上
が
る
と
き
︑
左
手
が
少
し
推
す
ん
だ
︒
こ

の
動
作
に
は
推
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
ん
だ
﹂と
説
明
す
る
︵
図
10
︶︒

先
生
が
や
っ
て
見
せ
た
の
は
︑
白
鶴
亮
翅
の
一
連
の
動
作
の
な

か
で
︑
最
後
に
両
腕
を
左
右
に
開
く
直
前
の
動
作
で
あ
る
が
︑
通

常
套
路
を
行
う
さ
い
の
や
り
方
と
は
少
し
異
な
っ
て
い
た
︒
第
一

に
︑
一
定
の
速
さ
で
な
め
ら
か
に
動
く
の
で
は
な
く
︑
右
方
向
へ

推
す
動
作
だ
け
少
し
勢
い
を
つ
け
て
動
い
た
︒
第
二
に
︑
両
手
を

左
右
に
開
く
と
こ
ろ
ま
で
動
作
を
続
け
る
こ
と
な
く
︑
推
し
終
わ

っ
た
時
点
で
動
作
を
中
断
し
て
全
身
を
静
止
さ
せ
た
︒
第
三
に
︑

全
身
を
静
止
さ
せ
た
あ
と
︑
推
す
動
作
の
直
前
の
姿
勢
に
戻
り
︑
右

方
向
へ
勢
い
を
つ
け
て
推
し
て
静
止
す
る
部
分
だ
け
を
繰
り
返
し

た
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
工
夫
は
︑
白
鶴
亮
翅
の
一
連
の
動
作
の

な
か
に
︑
肘
で
右
方
向
に
推
す
動
作
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
Z
J

さ
ん
に
対
し
て
可
視
化
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

L
X
先
生
の
指
摘
を
受
け
て
︑
Z
J
さ
ん
は
先
生
の
見
て
い
る

前
で
も
う
一
度
白
鶴
亮
翅
を
や
っ
て
見
せ
る
︒
先
生
は
そ
れ
を
見

な
が
ら
︑
ち
ょ
う
ど
推
す
動
作
が
入
る
べ
き
直
前
の
タ
イ
ミ
ン
グ

で
︑﹁
左
手
が
右
腕
の
肘
の
内
側
を
推
す
ん
だ
﹂
と
声
を
か
け
た
︒

こ
の
声
か
け
は
︑
推
す
動
作
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
Z
J
さ
ん

が
︑
見
え
た
も
の
を
実
際
に
で
き
る
よ
う
に
手
助
け
す
る
た
め
の

工
夫
で
あ
る
と
い
え
る
︒
視
覚
的
に
捉
え
て
知
的
に
理
解
で
き
た

動
作
を
︑
一
人
称
的
な
身
体
の
動
作
に
変
換
す
る
こ
と
は
大
き
な

飛
躍
で
あ
り
︑
先
生
の
声
か
け
は
こ
の
飛
躍
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
示

し
︑
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
で
あ
る
︒

二
回
目
に
行
わ
れ
た
Z
J
さ
ん
の
白
鶴
亮
翅
に
は
︑
左
手
を
右

肘
に
添
え
て
推
す
動
作
が
含
ま
れ
て
い
る
︵
図
11
︶︒
し
た
が
っ
て
︑

推
す
動
作
を
可
視
化
し
た
う
え
で
︑
こ
れ
を
身
体
的
な
ふ
る
ま
い

に
変
換
す
る
た
め
の
先
生
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
は
︑
功
を
奏
し
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

6
動
作
の
目
的
の
設
定

Z
J
さ
ん
は
︑
見
え
た
ま
ま
を
模
倣
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
持

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
L
X
先
生
の
指
導
を
受
け
る
ま
で
は
︑

途
中
の
推
す
動
作
が
抜
け
落
ち
た
︑
間
違

っ
た
動
作
し
か
行
い
え
な
か
っ
た
︒
そ
の

理
由
は
端
的
に
︑
見
え
な
い
動
作
は
︑
模

倣
し
よ
う
に
も
模
倣
で
き
な
い
た
め
で
あ

ろ
う
︒

で
は
な
ぜ
︑
Z
J
さ
ん
は
推
す
動
作
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

と
い
う
の
も
︑
国
慶
節
に
C
Z
分
会
の
見

学
に
来
て
以
来
︑
Z
J
さ
ん
は
幾
度
も

L
X
先
生
の
行
う
白
鶴
亮
翅
を
目
に
し

て
き
た
は
ず
で
あ
り
︑
十
一
月
四
日
に

C
Z
分
会
で
練
習
を
始
め
て
か
ら
は
︑
自

分
が
模
倣
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
っ
そ
う

注
意
し
て
見
て
き
た
は
ず
で
あ
る
︒
に
も

か
か
わ
ら
ず
︑
Z
J
さ
ん
は
目
の
前
で
幾

度
も
行
わ
れ
た
白
鶴
亮
翅
の
一
連
の
動
作

の
な
か
に
︑
推
す
動
作
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
︑﹁
見
れ
ど
も
見

え
ず
﹂
の
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る12
︒

L
X
先
生
が
行
っ
た
可
視
化
の
工
夫
の
な
か
に
︑
見
え
な
か
っ

た
理
由
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
あ
る
︒
先
生
が
通
常
白
鶴
亮
翅

を
行
う
さ
い
は
︑
一
連
の
動
作
を
一
定
の
速
度
で
な
め
ら
か
に
行

い
︑
最
終
的
に
両
手
を
左
右
に
開
い
た
姿
勢
に
な
っ
て
は
じ
め
て

静
止
す
る
︒
そ
れ
に
対
し
︑
Z
J
さ
ん
に
対
す
る
指
導
で
は
︑
最

終
的
な
姿
勢
に
至
る
ま
で
の
過
程
の
途
中
で
︑
左
手
を
右
肘
の
内

側
に
添
え
て
右
方
向
に
動
か
す
動
作
に
さ
し
か
か
っ
た
さ
い
︑
い

っ
た
ん
勢
い
を
つ
け
た
あ
と
︑
動
作
を
止
め
た
の
で
あ
る
︒

勢
い
を
つ
け
た
運
動
と
停
止
に
よ
っ
て
︑
こ
の
動
作
が
右
方
向

に
推
す
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
と

い
え
る
︒
さ
ら
に
︑
こ
の
運
動
と
停
止
が
二
回
繰
り
返
さ
れ
た
こ

と
で
︑
こ
の
目
的
が
い
っ
そ
う
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
た
︒
Z
J
さ

ん
は
︑
動
作
の
目
的
を
示
し
て
も
ら
い
︑
こ
れ
を
理
解
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
︑
動
作
を
見
て
︑
模
倣
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
動
作
の
目
的
を
知
る
こ
と
は
︑

動
作
を
見
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

図10　LX先生の指導（１回目）

図11　ZJさんの白鶴亮翅（２回目）

図９　LX先生が歩み寄る
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こ
の
必
要
条
件
を
踏
ま
え
る
な
ら
︑
Z
J
さ
ん
が
推
す
動
作
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
理
由
も
推
測
で
き
る
︒
L
X
先
生
が

通
常
白
鶴
亮
翅
を
行
う
と
き
は
︑
一
定
の
速
度
で
な
め
ら
か
に
動

い
て
︑
両
手
を
左
右
に
開
く
姿
勢
に
な
っ
て
は
じ
め
て
静
止
す
る
︒

そ
の
た
め
︑
Z
J
さ
ん
の
目
に
は
︑
こ
の
一
連
の
動
作
が
︑
両
手

を
左
右
に
開
く
こ
と
を
目
指
し
て
行
う
動
作
に
見
え
た
と
思
わ
れ

る
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
白
鶴
亮
翅
を
構
成
す
る
一
連
の
動
作
は
す

べ
て
︑
両
手
を
左
右
に
開
く
と
い
う
最
終
的
な
目
的
を
実
現
す
る

た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
︑
知
覚
の
背
景
に
退
い
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
と
き
︑
左
手
を
右
肘
に
添
え
て
右
方
向
に
動
か
す
動
作
は
︑

実
体
と
し
て
は
一
連
の
動
作
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
︑
Z
J
さ
ん
に
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
こ
の
動
作
に

推
す
と
い
う
目
的
が
あ
る
こ
と
が
L
X
先
生
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た

と
き
に
は
じ
め
て
︑
両
手
を
左
右
に
開
く
と
い
う
目
的
の
た
め
の

手
段
の
一
部
と
し
て
背
景
に
沈
ん
で
い
た
動
作
が
︑
前
景
に
浮
か

び
上
が
っ
て
き
た
の
で
あ
る
︒

7
動
作
の
漸
進
的
な
可
視
化

Z
J
さ
ん
が
二
回
目
に
行
っ
た
白
鶴
亮
翅
に
は
推
す
動
作
が
含

ま
れ
て
い
た
が
︑
L
X
先
生
は
再
度
間
違
い
を
指
摘
す
る
︒
最
初

の
指
導
の
と
き
と
同
様
に
︑
Z
J
さ
ん
の
右
横
に
並
ぶ
位
置
に
移

動
し
て
︑
前
回
と
は
少
し
異
な
る
動
作
を
し
な
が
ら
﹁
推
す
時
に

は
た
だ
腕
を
推
す
だ
け
で
は
い
け
な
い
︒
身
体
全
体
の
重
心
も
変

わ
っ
て
い
る
ん
だ
﹂
と
説
明
す
る
︵
図
12
︶︒

先
生
が
や
っ
て
見
せ
た
動
作
は
︑
最
初
の
指
導
の
さ
い
の
推
す

動
作
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
が
︑
い
く
つ
か
の
点
で
異
な
っ
て

い
た
︒
第
一
に
︑
左
手
を
右
肘
の
内
側
に
当
て
て
か
ら
︑
推
し
始

め
る
と
同
時
に
腰
を
大
き
く
沈
め
つ
つ
右
に
回
転
さ
せ
た
︒
第
二

に
︑
腰
が
沈
み
き
っ
た
と
こ
ろ
で
い
っ
た
ん
全
身
を
静
止
さ
せ
た
︒

第
三
に
︑
静
止
し
た
姿
勢
か
ら
︑
今
度
は
腰
を
少
し
ず
つ
上
昇
さ

せ
つ
つ
右
回
転
を
再
開
し
︑
推
し
終
わ
る
姿
勢
ま
で
ゆ
っ
く
り
動

い
た
の
で
あ
る
︒

腰
が
も
っ
と
も
低
く
沈
ん
だ
と
き
に
動
作
が
い
っ
た
ん
止
め
ら

れ
た
の
で
︑
た
ん
に
腰
を
右
に
回
転
さ
せ
て
推
し
て
い
る
の
で
は

な
く
︑
腰
を
沈
み
込
ま
せ
て
推
し
て
い
る
こ
と
を
見
て
取
る
こ
と

が
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
左
手
を
右
肘
の
内
側
に
添
え
た
あ
と
は
両

腕
の
形
は
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
︑
両
肩
の
関
節
を
動
か
す
か
わ
り

に
︑
胴
体
ご
と
右
下
方
向
に
重
心
移
動
さ
せ
て
推
す
の
で
あ
る
︒

腰
が
沈
み
込
ん
で
か
ら
静
止
す
る
の
に
合
わ
せ
て
︑
右
肘
も
右
に

真
横
に
動
く
の
で
は
な
く
︑
右
下
方
向
に
動
い
て
か
ら
静
止
す
る

の
が
は
っ
き
り
見
え
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
腰
の
運
動
は
Z
J
さ
ん
の
動
作
に
は
認

め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
こ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
︑
Z
J
さ
ん
は
︑

最
初
の
L
X
先
生
の
指
導
の
お
か
げ
で
推
す
動
作
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
推
す
さ
い
の
腰
の
運

動
に
つ
い
て
は
﹁
見
れ
ど
も
見
え
ず
﹂
の
状
態
に
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
L
X
先
生
は
推
す
と
い
う
目
的
を
持

つ
動
作
は
前
景
化
し
て
く
れ
た
も
の
の
︑
こ
の
目
的
を
実
現
す
る

た
め
の
手
段
と
し
て
の
動
作
︑
つ
ま
り
︑
腰
の
運
動
は
依
然
と
し

て
背
景
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
Z
J

さ
ん
に
見
え
て
い
た
の
は
推
す
動
作
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
動
作

の
結
果
と
し
て
の
推
し
終
え
た
姿
勢
だ
け
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
套
路
の
個
別
練
習
に
お
い
て

重
要
な
の
は
︑
技
を
構
成
す
る
動
作
に
対
し
て
︑
動
作
途
中
の
目

的
を
繰
り
返
し
設
定
す
る
こ
と
で
︑
当
初
の
大
ま
か
な
目
的
の
た

め
の
手
段
と
し
て
背
景
に
沈
ん
で
い
た
動
作
を
漸
進
的
に
可
視
化

し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
指
導
プ
ロ
セ
ス
は
︑
次
の
よ
う
に

一
般
化
し
て
整
理
で
き
る
だ
ろ
う13
︒

1　
生
徒
が
L
X
先
生
の
前
で
技
を
や
っ
て
見
せ
る
が
︑
と
く

に
習
い
初
め
の
生
徒
は
︑
途
中
の
重
要
部
分
が
抜
け
落
ち
た
動

作
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
技
を
終
え
た
と
き
の
姿
勢
は
目

指
す
べ
き
目
的
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
技
の
動
作
そ

の
も
の
は
手
段
と
し
て
背
景
に
退
い
て
い
る
た
め
︑
見
る
こ
と

も
模
倣
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
︒

2　
L
X
先
生
は
︑
生
徒
の
動
作
か
ら
重
要
部
分
が
抜
け
落
ち

て
い
る
の
を
認
め
た
と
き
︑
こ
れ
を
可
視
化
す
る
た
め
の
指
導

を
行
う
︒
具
体
的
に
は
︑
動
作
を
途
中
で
静
止
さ
せ
た
り
︑
言

葉
や
し
ぐ
さ
で
動
作
の
一
部
を
強
調
し
た
り
す
る
こ
と
で
︑
最

終
的
な
姿
勢
に
至
る
た
め
の
手
段
と
し
て
背
景
に
退
い
て
い
た

動
作
を
前
景
化
す
る
︒

3　
そ
れ
ま
で
は
見
え
な
か
っ
た
途
中
の
動
作
が
可
視
化
さ
れ

た
こ
と
で
︑
生
徒
は
こ
れ
を
あ
ら
た
に
目
指
す
べ
き
目
的
と
し

て
模
倣
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
再
度
の
模
倣
か

ら
も
重
要
部
分
が
抜
け
落
ち
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
︒
あ
ら
た

に
可
視
化
さ
れ
た
動
作
に
つ
い
て
も
︑
生
徒
に
見
え
て
い
る
の

は
動
作
を
終
え
た
姿
勢
だ
け
で
︑
動
作
そ
の
も
の
は
見
え
て
い

な
い
た
め
で
あ
る
︒

4　
L
X
先
生
は
︑
生
徒
が
再
度
模
倣
し
て
行
う
動
作
か
ら
重

要
部
分
が
抜
け
落
ち
て
い
る
の
を
認
め
た
と
き
︑
こ
れ
を
可
視

化
す
る
た
め
の
指
導
を
再
度
行
う
︒

以
上
の
プ
ロ
セ
ス
の
う
ち
3
と
4
は
︑
本
質
的
に
は
1
と
2
の

図12　LX先生の指導（２回目）
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繰
り
返
し
で
あ
る
が
︑
新
た
に
可
視
化
さ
れ
た
動
作
を
対
象
に
し

て
︑
さ
ら
に
詳
細
な
可
視
化
を
行
っ
て
い
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
︒

8
可
視
化
の
壁

こ
の
よ
う
な
動
作
の
漸
進
的
な
可
視
化
は
︑
原
理
的
に
は
い
く

ら
で
も
反
復
さ
れ
う
る
が
︑
経
験
的
に
は
そ
う
で
は
な
い
︒
上
述

の
L
X
先
生
に
よ
る
Z
J
さ
ん
の
指
導
場
面
の
続
き
か
ら
︑
可
視

化
の
限
界
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

L
X
先
生
の
二
回
目
の
指
導
を
受
け
て
︑
Z
J
さ
ん
は
三
回
目

の
白
鶴
亮
翅
を
先
生
に
見
せ
た
︵
図
13
︶︒
そ
れ
を
見
て
先
生
は
︑

﹁
こ
う
や
っ
て
ひ
と
推
し
で
き
て
よ
く
な
っ
た
︒
も
と
も
と
は
手
が

何
を
す
れ
ば
よ
い
か
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
﹂
と
褒
め
て
︑
次
の

技
の
説
明
に
移
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
筆
者
の
目
に
は
︑
L
X
先
生
が
二
回
目
の
指

導
に
お
い
て
可
視
化
し
た
は
ず
の
腰
の
運
動
が
︑
Z
J
さ
ん
の
動

作
に
は
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
︒
左
手
を
右
肘
に
添
え
て
推

す
さ
い
に
︑
以
前
よ
り
も
胴
体
の
右
方
向
の
回
転
が
大
き
く
な
っ

て
い
る
が
︑
胴
体
が
い
っ
た
ん
沈
ん
で
上
昇
す
る
運
動
は
ほ
と
ん

ど
な
く
︑
肘
は
ほ
ぼ
真
横
に
動
い
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
図
12
に
お
け
る
L
X
先
生
の
姿
勢
と
︑
図
13
に
お
け

る
Z
J
さ
ん
の
姿
勢
を
比
較
し
て
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
L
X
先
生

の
腰
は
低
く
︑
胴
体
と
右
大
腿
部
の
角
度
が
小
さ
い
の
に
対
し
て
︑

Z
J
さ
ん
の
腰
は
高
く
︑
胴
体
と
右
大
腿
部
の
角
度
は
大
き
い
︒

ま
た
︑
L
X
先
生
の
右
前
腕
部
を
見
る
と
︑
手
首
よ
り
も
肘
が
下

が
り
︑
斜
め
下
方
向
に
推
し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
Z
J
さ
ん
の

右
前
腕
部
は
手
首
と
肘
が
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
で
︑
水
平
方
向
に
推
し

て
い
る
︒

L
X
先
生
の
二
回
目
の
指
導
に
お
い
て
︑
推
す
と
い
う
目
的
の

背
景
的
な
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
腰
の
動
作
が
前
景
化
さ
れ
て
見

え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
︑
筆
者
の
目
に
は
見
え
た
が
︑
Z
J
さ
ん

に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
な
ぜ
︑
Z
J
さ
ん
は
こ
の

動
作
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
︑
こ

の
動
作
の
欠
如
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
先
生
は
な
ぜ
︑
Z
J
さ
ん
を

褒
め
て
次
の
技
に
進
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
︒

9
非
日
常
的
な
腰
の
動
作

こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
手
が
か
り
は
︑
筆
者
自
身
の
体
験
に
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
は
︑
筆
者
の
練
習
歴
を
紹
介
し
た
い
︒

筆
者
は
︑
二
〇
〇
六
年
九
月
に
は
じ
め
て
C
Z
分
会
の
練
習

に
参
加
し
︑
L
X
先
生
に
套
路
を
ひ
と
と
お
り
教
え
て
も
ら
っ

た
が
︑
な
ん
と
か
動
作
の
外
見
を
真
似
る
こ
と
が
で
き
る
段
階

に
至
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
帰
国
後
も
一
人
で
練

習
を
続
け
た
が
︑
間
違
い
も
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒

そ
の
う
え
︑
二
〇
〇
七
年
一
月
よ
り
二
年
間
︑
英
国
マ
ン
チ

ェ
ス
タ
ー
に
あ
る
太
極
拳
教
室
の
調
査
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
︒

C
Z
分
会
で
行
っ
た
よ
う
に
︑
参
与
観
察
の
た
め
に
そ
の
教
室

の
練
習
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
が
︑
学
習
し
た
の
は
王
雁
流
派

と
は
異
な
る
流
派
の
陳
式
太
極
拳
で
あ
っ
た14
︒
そ
の
た
め
︑
C
Z

分
会
で
習
っ
た
こ
と
も
︑
本
来
教
わ
っ
た
も
の
か
ら
相
当
に
変

化
し
て
し
ま
っ
た
︒

本
格
的
に
C
Z
分
会
の
練
習
を
再
開
し
た
の
は
︑
二
〇
一
二

年
八
月
に
二
回
目
に
C
Z
分
会
を
訪
れ
た
と
き
で
あ
る
︒
L
X

先
生
の
前
で
套
路
を
行
う
と
︑
思
っ
た
と
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の

動
作
に
つ
い
て
数
多
く
の
間
違
い
を
指
摘
さ
れ
た
︒
そ
れ
以
降
︑

毎
年
一
回
︑
夏
の
終
わ
り
か
ら
秋
に
か
け
て
新
郷
を
訪
れ
る
た

び
に
︑
老
架
一
路
の
学
習
が
少
し
ず
つ
進
ん
だ
︒
新
郷
で
学
習

し
た
内
容
を
︑
帰
国
中
に
ほ
ぼ
毎
日
公
園
で
一
人
で
練
習
し
︑
次

に
新
郷
を
訪
れ
た
さ
い
に
L
X
先
生
に
修
正
し
て
も
ら
う
こ
と

を
続
け
た
︒
二
〇
一
六
年
の
訪
問
の
さ
い
に
︑
老
架
一
路
を
構

成
す
る
七
十
四
の
動
作
の
全
体
を
ひ
と
と
お
り
学
習
し
終
え
る

こ
と
が
で
き
た
︒

こ
の
よ
う
な
筆
者
の
経
歴
の
な
か
で
︑
と
り
わ
け
印
象
深
く
︑
筆

者
の
そ
の
後
の
練
習
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ

た
の
が
︑
二
〇
一
四
年
の
秋
に
L
X
先
生
が
行
っ
て
く
れ
た
指
導

で
あ
る
︒

こ
の
と
き
︑
L
X
先
生
は
基
本
功
︵Jibengong

︶
を
指
導
し
て

い
た
︒
基
本
功
と
は
︑
套
路
を
構
成
す
る
技
の
一
部
を
取
り
出
し

た
比
較
的
単
純
な
動
作
を
反
復
す
る
こ
と
で
︑
全
身
の
協
調
を
整

え
る
練
習
方
法
で
あ
る
︒
套
路
を
最
後
ま
で
覚
え
て
︑
こ
れ
を
一

人
で
繰
り
返
し
練
習
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か

る
た
め
︑
L
X
先
生
は
︑
套
路
の
技
を
ひ
と
つ
ず
つ
教
え
る
か
た

わ
ら
︑
短
く
覚
え
や
す
い
基
本
功
も
指
導
し
︑
こ
れ
を
繰
り
返
し

行
う
よ
う
勧
め
る
の
で
あ
る
︒

基
本
功
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
が
︑
す
べ
て
︑
L
X
先

生
が
Z
J
さ
ん
に
や
っ
て
見
せ
た
の
と
同
じ
︑
腰
を
沈
み
込
ま
せ

つ
つ
回
転
さ
せ
る
動
作
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
を
正

し
く
行
う
こ
と
︑
そ
し
て
正
し
く
見
る
こ
と
の
困
難
さ
は
︑
次
の

フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
か
ら
の
引
用
に
明
ら
か
で
あ
る
︒

朝
の
練
習
で
︑
基
本
功
を
教
え
て
も
ら
う
︒︵
中
略
︶
L
X
先

生
は
両
手
で
︵
筆
者
の
―
引
用
者
注
︶
腰
の
横
を
し
っ
か
り
持
っ

て
︑
力
を
入
れ
て
動
か
す
こ
と
で
教
え
て
く
れ
る
︒
い
ま
ま
で

動
い
た
と
き
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
よ
う
な
︑
す
ご
い
感
覚
が

あ
る
︒
両
脚
の
付
け
根
の
上
の
部
分
︑
腰
骨
と
の
境
目
の
あ
た

図13　ZJさんの白鶴亮翅（３回目）
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り
が
痛
い
︒
と
て
も
大
き
く
腰
を
引
か
れ
て
︑
反
対
側
の
腰
を

前
に
押
し
出
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
本
当
に
手
取
り
足
取
り
や
っ

て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
だ
と
痛
感
す
る
︒
L
X

先
生
に
よ
れ
ば
︑
一
人
ひ
と
り
身
体
が
違
っ
て
︑
間
違
い
も
同

じ
で
は
な
い
︑
と
い
う
︒

 
︵
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
︑
二
〇
一
四
年
八
月
五
日
︶

L
X
先
生
は
筆
者
の
背
後
に
立
ち
︑
筆
者
の
腰
の
両
横
の
︑
ち

ょ
う
ど
腸
骨
が
突
出
し
て
い
る
あ
た
り
に
両
手
を
当
て
て
︑
な
か

ば
強
引
に
直
接
動
か
す
こ
と
で
正
し
い
動
き
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒

先
生
が
力
を
入
れ
て
動
か
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
先
生

に
従
っ
て
腰
を
動
か
そ
う
と
す
る
筆
者
の
意
思
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑

筆
者
の
身
体
が
抵
抗
し
た
か
ら
で
あ
る
︒
先
生
が
筆
者
の
腰
を
推

し
下
げ
つ
つ
左
に
回
転
さ
せ
る
と
︑
左
大
腿
部
の
付
け
根
が
︑
従

来
ま
っ
た
く
動
か
し
た
こ
と
の
な
い
角
度
に
曲
げ
ら
れ
る
︒
そ
の

結
果
︑
左
大
腿
部
の
付
け
根
と
腰
の
左
側
面
お
よ
び
左
臀
部
に
あ

る
筋
肉
や
筋
が
︑
左
腸
骨
に
擦
れ
る
よ
う
に
ぶ
つ
か
り
︑
痛
い
の

で
あ
る
︒
先
生
が
腰
を
推
し
下
げ
つ
つ
右
に
回
転
さ
せ
る
と
︑
右

大
腿
部
と
右
腰
に
や
は
り
同
様
の
痛
み
が
あ
る
︵
図
14
︶︒

腰
を
沈
み
込
ま
せ
つ
つ
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
こ
れ
ほ
ど
困
難
な

の
は
︑
習
慣
的
な
立
居
振
舞
に
お
け
る
動
作
と
は
か
け
離
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
︒

本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
り
分
析
し
て
み
る
と
︑
日
常
生
活
で

身
体
の
向
き
を
変
え
よ
う
と
す
る
と
き
︑
私
た
ち
は
無
意
識
の
う

ち
に
︑
身
体
の
後
ろ
に
あ
る
足
で
地
面
を
蹴
っ
て
腰
を
回
転
さ
せ

て
い
る
︒
右
足
で
蹴
れ
ば
腰
は
左
に
回
転
し
︑
左
足
で
蹴
れ
ば
右

に
回
転
す
る
の
で
あ
る
︒
地
面
を
蹴
っ
て
い
る
た
め
︑
腰
は
わ
ず

か
に
上
昇
し
つ
つ
回
転
す
る
の
で
あ
る
が
︑
こ
の
と
き
︑
蹴
っ
た
足

と
は
反
対
側
の
腰
と
大
腿
部
は
し
っ
か
り
固
定
さ
れ
︑
軸
の
役
割

を
果
た
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
右
足
で
蹴
っ
た
と
き
は
左
腰
と
左

大
腿
部
が
軸
に
な
り
︑
身
体
の
左
回
転
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
套
路
と
基
本
功
で
求
め
ら
れ
る
の
は
︑
腰
を
上
昇

さ
せ
つ
つ
回
転
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
下
降
さ
せ
つ
つ
回
転
さ
せ

る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
日
常
的
な
動
作
で
は
固

定
さ
れ
る
側
の
腰
を
緩
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
身

体
を
左
に
回
転
さ
せ
る
さ
い
は
︑
左
腰
を
軸
と
し
て
固
定
す
る
か

わ
り
に
︑
緩
め
て
後
ろ
に
引
く
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
回
転

し
よ
う
と
す
る
方
向
と
同
じ
側
の
腰
を
緩
め
る
こ
と
で
︑
い
わ
ば
︑

足
腰
の
軸
を
崩
す
こ
と
で
の
み
︑
腰
を
沈
ま
せ
つ
つ
回
転
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
︒

し
か
し
︑
こ
れ
は
日
常
的
な
起
居
動
作
―
そ
し
て
︑
テ
ニ
ス

の
ス
イ
ン
グ
や
ボ
ク
シ
ン
グ
の
ス
ト
レ
ー
ト
な
ど
︑
軸
足
を
固
定

す
る
こ
と
を
求
め
る
す
べ
て
の
ス
ポ
ー
ツ
の
動
作
―
と
は
完
全

に
矛
盾
す
る
︑
非
日
常
的
な
腰
の
使
い
方
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
習

慣
的
な
身
体
使
用
に
よ
っ
て
用
法
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
筆
者

の
腰
回
り
の
筋
肉
や
筋
が
悲
鳴
を
上
げ
た
の
で
あ
る
︒

10
動
作
の
不
可
能
性
を
見
る
こ
と

L
X
先
生
に
腰
を
動
か
し
て
も
ら
う
こ
と
で
︑
筆
者
は
︑
腰
の

動
作
が
ま
っ
た
く
で
き
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た
︒
こ
れ

は
︑
先
生
の
腰
の
動
作
が
筆
者
に
は
ま
っ
た
く
見
え
て
も
い
な
か

っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
筆
者
は
︑
見
え
た
と
お
り

の
腰
の
動
作
を
︑
完
璧
で
は
な
い
に
し
ろ
︑
あ
る
程
度
は
模
倣
で

き
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
は
大
き
な
間
違
い
で
あ
っ
た
︒
先
生
の
腰
の
動
作
が
正
し

く
見
え
て
い
た
な
ら
︑
自
分
に
は
ま
っ
た
く
模
倣
で
き
て
い
な
い

も
の
と
し
て
見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
の
み
な
ら
ず
︑

ど
れ
ほ
ど
模
倣
す
べ
く
努
力
し
て
も
︑
現
段
階
の
自
分
の
身
体
で

は
痛
く
て
で
き
な
い
動
作
︑
い
わ
ば
︑
生
体
力
学
︵
バ
イ
オ
メ
カ
ニ

ク
ス
︶
的
に
不
可
能
な
動
作
と
し
て
見
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
で
あ
る
︒

先
生
の
腰
の
動
作
を
︑
自
分
に
は
不
可
能
な
も
の
と
し
て
正
し

く
見
る
た
め
に
は
︑
先
生
に
身
体
を
物
理
的
に
操
作
し
て
も
ら
っ

て
︑
身
体
内
部
の
腸
骨
周
辺
の
痛
み
と
し
て
こ
の
不
可
能
性
を
体

感
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

11
日
常
的
語
彙
に
よ
る
可
視
化
の
限
界

L
X
先
生
に
よ
れ
ば
︑
腰
を
沈
ま
せ
つ
つ
回
転
さ
せ
る
動
作
は
︑

套
路
の
動
作
す
べ
て
に
通
底
す
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
︑
こ
の
動

作
が
正
し
く
行
え
た
な
ら
太
極
拳
は
質
的
に
向
上
す
る
︵
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
︑
二
〇
一
六
年
十
一
月
十
二
日
︶︒

こ
の
よ
う
な
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
質
的
に
向
上
し
た
太
極

拳
の
具
体
的
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
は
︑
L
X
先
生
は
︑
白
鶴
亮
翅

に
お
け
る
推
す
動
作
を
可
視
化
し
た
よ
う
に
は
容
易
に
可
視
化
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

推
す
動
作
の
場
合
は
︑
動
作
の
目
的
を
﹁
推
す
﹂
と
い
う
言
葉

に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
で
︑
背
景
的
な
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た

こ
の
動
作
を
前
景
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
れ
が
可
能
だ
っ
た

の
は
︑﹁
推
す
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
ド
ア
を
推
し
た
り
荷
物
を
推
し

た
り
す
る
日
常
的
な
動
作
と
慣
習
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で

あ
る
︒
こ
の
慣
習
的
な
結
び
つ
き
の
お
か
げ
で
︑﹁
推
す
﹂
と
い
う

言
葉
が
生
徒
に
お
い
て
特
定
の
身
体
の
使
い
方
を
喚
起
し
た
の
で

あ
る15
︒

他
方
で
︑
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
動
作
は
︑
前
述
の
よ
う

に
日
常
的
な
動
作
と
は
か
け
離
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
動
作
を

喚
起
す
る
日
常
的
な
語
彙
は
存
在
し
な
い
た
め
︑
せ
い
ぜ
い
︑
本

稿
が
し
た
よ
う
に
﹁
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
﹂
と
い
う
創
造

的
な
表
現
を
用
い
る
ほ
か
な
い
︒
こ
の
表
現
は
︑
腰
を
沈
め
る
こ

と
と
腰
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
と
い
う
二
つ
の
日
常
的
動
作
の
感
覚

を
喚
起
す
る
が
︑
し
か
し
︑
筆
者
が
実
際
に
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転

さ
せ
よ
う
と
し
た
と
き
の
腸
骨
周
辺
の
感
覚
―
腰
を
緩
め
て
沈

め
る
感
覚
︑
腰
を
後
ろ
に
引
く
感
覚
︑
痛
み
の
感
覚
―
は
︑
こ

れ
ら
の
日
常
的
動
作
の
感
覚
と
は
ま
っ
た
く
似
つ
か
な
い
も
の
だ

っ
た
の
で
あ
る16
︒

こ
の
よ
う
に
︑
質
的
に
向
上
し
た
太
極
拳
の
動
作
は
︑
日
常
的

な
言
葉
や
慣
習
的
な
動
作
と
は
隔
絶
し
て
い
る
た
め
に
︑
L
X
先

生
は
こ
れ
を
容
易
に
は
可
視
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
先
生
は
︑

套
路
や
基
本
功
の
な
か
で
こ
の
動
作
を
い
く
ら
で
も
や
っ
て
見
せ

る
こ
と
は
で
き
る
が
︑
生
徒
た
ち
の
た
め
に
こ
れ
を
言
葉
や
し
ぐ

さ
に
よ
っ
て
前
景
化
し
て
や
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒

61
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12
体
内
感
覚
に
お
け
る
可
視
化

し
か
し
な
が
ら
︑
筆
者
に
は
︑
質
的
に
向
上
し
た
太
極
拳
の
動

作
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
な
に

よ
り
も
︑
L
X
先
生
に
腰
を
操
作
し
て
も
ら
い
︑
自
分
に
は
腰
の

動
作
が
で
き
て
も
見
え
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
を
痛
感
し
た
と
き

の
感
覚
で
あ
る
︒
そ
の
と
き
の
︑
腰
を
緩
め
て
沈
め
る
感
覚
︑
腰

を
後
ろ
に
引
く
感
覚
︑
そ
し
て
な
に
よ
り
︑
腸
骨
周
辺
の
痛
み
の

感
覚
を
で
き
る
だ
け
再
現
す
る
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
︑
套
路
と
基

本
功
を
行
う
の
で
あ
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
L
X
先
生
は
︑
筆
者
の
腰
を
操
作
す
る
こ
と
で
︑

筆
者
が
腰
の
動
作
に
お
い
て
目
指
す
べ
き
目
的
を
体
内
感
覚
と
し

て
設
定
し
て
く
れ
た
と
い
え
る17
︒
そ
の
結
果
︑
そ
れ
ま
で
は
背
景

的
な
手
段
に
す
ぎ
ず
︑
意
識
も
し
て
い
な
か
っ
た
身
体
内
部
の
動

作
が
前
景
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
動
作
の
前
景
化
は
︑
筆
者
の
体
内
感
覚
に
よ
っ
て

知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
可
視
化
﹂
と

呼
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
︒
な
ぜ
な
ら
︑
筆
者
は
こ
の
動
作
を
体
内
感
覚

と
し
て
知
覚
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
目
で
も
見
る
か
ら
で
あ
る
︒

次
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
か
ら
の
引
用
に
登
場
す
る
Z
Q
さ
ん

︵
十
九
歳
︶
は
︑
近
々
︵
二
〇
一
四
年
時
点
︶
外
国
留
学
の
予
定
が
あ

る
男
子
学
生
で
あ
る
︒
練
習
を
開
始
し
た
の
は
三
カ
月
前
で
あ
る

が
︑
短
期
集
中
的
に
練
習
に
励
ん
で
い
る
︒
七
月
に
は
陳
家
溝
の

Z
L
先
生
を
訪
れ
︑
九
日
間
の
住
み
込
み
で
練
習
し
た
ば
か
り
で

あ
る
︒朝

の
練
習
の
と
き
に
︑
Z
Q
が
︑
僕
の
や
っ
て
も
ら
っ
て
い

た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
L
X
先
生
に
腰
を
動
か
し
て
も
ら
っ
て

い
る
︒﹁
動
か
せ
な
い
！
﹂
と
Z
Q
が
言
っ
て
い
た
の
が
印
象

深
い
︒
ど
れ
だ
け
痛
く
て
動
か
な
い
か
︑
自
分
も
わ
か
る
の
が

面
白
い
︒　
︵
フ
ィ
ー
ル
ド
ノ
ー
ト
︑
二
〇
一
四
年
八
月
六
日
︶

L
X
先
生
に
腰
を
直
接
操
作
し
て
も
ら
う
Z
Q
さ
ん
の
様
子
を

見
た
と
き
︑
筆
者
は
︑
Z
Q
さ
ん
の
姿
勢
や
動
作
か
ら
︑
自
分
が

感
じ
た
腸
骨
周
辺
の
痛
み
を
認
め
た
︒
こ
の
よ
う
に
︑
い
っ
た
ん

自
身
の
体
内
感
覚
に
よ
っ
て
前
景
化
さ
れ
た
動
作
は
︑
他
者
の
身

体
に
お
い
て
も
視
覚
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒

L
X
先
生
に
生
徒
た
ち
の
学
習
の
進
歩
状
況
が
見
え
る
の
も
︑
白

鶴
亮
翅
の
指
導
場
面
に
お
い
て
Ｚ
Ｊ
さ
ん
に
は
見
え
な
か
っ
た
先

生
の
腰
の
動
作
が
筆
者
に
は
見
え
た
の
も
︑
同
様
の
理
由
に
よ
る

だ
ろ
う18
︒

13
体
内
感
覚
の
可
視
化
の
漸
進

筆
者
は
︑
二
〇
一
四
年
に
腰
を
操
作
し
て
も
ら
っ
て
以
来
︑
そ

の
と
き
感
じ
ら
れ
た
腸
骨
周
辺
の
感
覚
を
手
が
か
り
に
練
習
を
続

け
て
き
た
︒
そ
の
過
程
で
︑
腰
の
両
側
面
お
よ
び
大
腿
部
の
付
け

根
の
筋
肉
が
緩
み
︑
股
関
節
の
可
動
範
囲
が
少
し
ず
つ
広
が
っ
て

い
き
︑
腰
を
沈
み
込
ま
せ
て
回
転
さ
せ
る
さ
い
の
痛
み
や
違
和
感

が
減
っ
て
い
っ
た
︒
い
い
か
え
れ
ば
︑
身
体
内
部
で
前
景
化
さ
れ

た
腸
骨
周
辺
の
感
覚
と
い
う
目
的
を
︑
よ
り
意
識
的
な
努
力
や
痛

み
な
し
に
目
指
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
そ

れ
と
と
も
に
︑
L
X
先
生
が
筆
者
の
腰
を
操
作
す
る
方
法
も
︑
両

手
で
腰
の
両
側
を
持
っ
て
力
を
入
れ
て
動
か
す
も
の
か
ら
︑
動
作

の
要
点
に
手
を
当
て
る
も
の
に
変
化
し
て
い
っ
た
︵
図
14
︶︒

腸
骨
周
辺
の
感
覚
を
目
的
と
し
て
練
習
す
る
過
程
で
︑
そ
れ
ま

で
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
身
体
部
位
に
お
け
る
動
作
の
感
覚
が

意
識
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
た
と
え
ば
︑
二
〇
一
六
年
十
一
月

の
新
郷
調
査
か
ら
帰
国
し
て
以
来
︑
肩
か
ら
背
中
に
か
け
て
の
感

覚
に
変
化
が
あ
っ
た
︒
左
腰
を
沈
め
る
こ
と
で
左
回
転
す
る
と
き
︑

左
肩
甲
骨
か
ら
左
腰
裏
に
か
け
て
の
筋
肉
が
︑
背
骨
を
ま
た
い
で

右
斜
め
下
に
︑
ち
ょ
う
ど
背
中
に
対
角
線
を
描
く
よ
う
に
収
縮
す

る
感
覚
に
気
づ
い
た
の
で
あ
る
︒
右
腰
を
沈
め
て
右
回
転
す
る
と

き
は
︑
右
肩
か
ら
背
中
の
筋
肉
が
左
斜
め
下
に
収
縮
す
る
︒
た
ん

に
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
こ
の
感
覚
を
強
め

る
べ
く
動
く
こ
と
で
︑
腰
を
よ
り
大
き
く
後
ろ
に
引
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

こ
う
し
た
体
内
感
覚
の
変
化
は
︑
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る

と
い
う
目
的
を
目
指
す
た
め
の
背
景
的
な
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た

動
作
感
覚
が
︑
目
指
す
べ
き
目
的
と
し
て
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
常
的
語
彙
と
結
び
つ
い
た
習
慣
的
動
作

が
漸
進
的
に
可
視
化
さ
れ
る
よ
う
に
︑
非
日
常
的
動
作
も
漸
進
的

に
可
視
化
さ
れ
る
と
い
え
る
︒

14
生
徒
の
興
味
と
可
視
化
の
バ
ラ
ン
ス

こ
の
よ
う
に
︑
生
徒
の
腰
を
持
っ
て
直
接
動
か
し
て
も
ら
っ
た

こ
と
は
︑
筆
者
の
練
習
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
︒
で

は
な
ぜ
︑
L
X
先
生
は
︑
す
べ
て
の
生
徒
に
最
初
か
ら
こ
の
指
導

を
行
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
腰
の
指
導
を
し
て
も
ら
っ
た
当
日
︵
二

〇
一
四
年
八
月
五
日
︶
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
︑
私
は
L
X
先
生
に
こ

の
こ
と
を
尋
ね
る
こ
と
が
で
き
た
︒

―
先
生
が
今
朝
私
に
教
え
て
く
れ
た
内
容
は
︑
私
に
と
っ
て

と
て
も
有
用
で
し
た
︒
で
も
︑
最
初
は
こ
ん
な
ア
ド
バ
イ
ス
は

出
し
ま
せ
ん
で
し
た
︑
ど
う
し
て
今
日
に
な
っ
て
や
っ
と
私
に

図14　筆者に腰の動きを指導するLX先生
先生は右手を筆者の左腸骨に当てて、左腰を沈めつつ後ろに引くことで腰を
左回転させるよう指導している。この写真は2016年11月のものであるため、
2014年8月当初よりは筆者の腰と大腿部が動くようになっている。
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教
え
て
く
れ
た
の
で
す
か
？

―
開
始
し
た
ば
か
り
の
頃
は
︑
生
徒
の
興
味
を
養
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
直
接
問
題
を
指
摘
し
て
は
い
け
な
い
ん
だ
︒
さ

も
な
け
れ
ば
彼
に
学
習
を
放
棄
さ
せ
て
し
ま
う
︒
彼
の
持
続
す

る
練
習
に
し
た
が
っ
て
︑
よ
り
深
く
指
導
す
る
ん
だ
︒︵
中
略
︶

例
を
ひ
と
つ
あ
げ
よ
う
︒
た
と
え
ば
こ
れ
は
十
五
元
だ
と
し
よ

う
︒
で
も
私
は
十
元
し
か
持
っ
て
い
な
い
︒
五
元
借
り
さ
え
す

れ
ば
買
え
る
ん
だ
か
ら
︑
自
分
の
能
力
の
範
囲
内
と
い
う
こ
と

だ
︒
で
も
た
と
え
ば
︑
百
万
元
だ
っ
た
な
ら
︑
放
棄
し
て
し
ま

う
だ
ろ
う
︒
自
分
の
予
想
か
ら
あ
ま
り
に
遠
く
離
れ
て
い
る
か

ら
だ
︒
太
極
拳
も
同
じ
道
理
だ
︒
開
始
し
た
と
た
ん
に
生
徒
に

と
て
も
難
し
い
こ
と
を
教
え
た
な
ら
︑
彼
は
﹁
難
し
す
ぎ
る
︑
一

生
勉
強
し
て
も
到
達
で
き
な
い
﹂
と
感
じ
て
︑
放
棄
し
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
彼
の
能
力
の
範
囲
内
の
こ
と
で

あ
る
か
の
よ
う
に
す
る
ん
だ
︒

L
X
先
生
の
回
答
を
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
当
て
は
め
る

な
ら
︑
先
生
は
︑﹁
推
す
﹂
な
ど
の
日
常
的
な
動
作
と
語
彙
に
よ
っ

て
可
視
化
で
き
る
動
作
―
い
わ
ゆ
る
﹁
形
を
覚
え
る
﹂
段
階
の

動
作
―
の
指
導
と
︑
そ
れ
ら
の
動
作
の
背
景
的
な
手
段
で
あ
り
︑

日
常
的
な
動
作
と
語
彙
に
よ
っ
て
可
視
化
で
き
な
い
動
作
―
日

常
的
な
身
体
性
の
根
本
的
変
化
へ
の
要
求
と
し
て
︑
体
内
感
覚
に

お
い
て
可
視
化
で
き
る
動
作
―
の
指
導
を
区
別
し
た
う
え
で
︑
興

味
を
失
わ
せ
な
い
よ
う
生
徒
ご
と
に
二
つ
の
指
導
の
あ
り
よ
う
を

使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
使
い
分
け
ゆ
え
に
︑
先
生
は
︑
Z
J
さ
ん
の
三
回
目
の
白

鶴
亮
翅
に
腰
を
沈
み
込
ま
せ
る
動
作
が
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
か

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
褒
め
て
次
の
技
に
移
っ
た
の
だ
と
思
わ

れ
る
︒
動
作
の
可
視
化
は
太
極
拳
の
学
習
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る

が
︑
こ
れ
を
急
ぐ
の
で
は
な
く
︑
生
徒
の
興
味
の
養
成
と
バ
ラ
ン

ス
を
取
り
つ
つ
少
し
ず
つ
進
め
る
の
が
L
X
先
生
の
指
導
法
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

結
論

C
Z
分
会
に
お
け
る
太
極
拳
の
学
習
の
あ
り
よ
う
を
踏
ま
え
た

な
ら
︑
一
人
で
ゆ
っ
く
り
と
套
路
を
練
習
す
る
こ
と
の
意
義
は
︑
技

の
動
作
の
漸
進
的
な
可
視
化
を
容
易
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
え

る
︒
生
徒
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
ゆ
っ
く
り
と
套
路
を
行
う
こ

と
で
︑
L
X
先
生
は
︑
一
人
ひ
と
り
の
動
作
の
途
中
で
抜
け
落
ち

て
い
る
部
分
を
容
易
に
特
定
し
︑
そ
れ
を
可
視
化
す
べ
く
指
導
す

る
こ
と
が
で
き
る
︒

生
徒
た
ち
に
し
て
み
れ
ば
︑
L
X
先
生
が
一
人
で
ゆ
っ
く
り
と

套
路
を
や
っ
て
見
せ
て
く
れ
た
と
き
さ
え
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
技
の
最

終
的
な
姿
は
見
え
て
も
︑
技
の
動
作
そ
の
も
の
は
﹁
見
れ
ど
も
見

え
ず
﹂
の
状
態
に
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
先
生
は
言
葉
と
し
ぐ

さ
を
尽
く
し
て
︑
さ
ら
に
は
︑
文
字
ど
お
り
手
取
り
足
取
り
し
て

生
徒
の
身
体
を
操
作
す
る
こ
と
で
指
導
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
︒
先
生
が
套
路
を
素
早
く
行
っ
た
り
︑
ま
し
て
や
︑
套
路

に
よ
ら
ず
自
由
に
技
を
行
っ
た
り
し
た
な
ら
︑
先
生
の
動
作
を
見

る
こ
と
は
き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う19
︒

こ
の
よ
う
に
︑
套
路
に
お
い
て
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
よ
く
見

る
こ
と
で
あ
り
︑
先
生
と
生
徒
が
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
ゆ
っ
く
り
と

套
路
を
行
う
こ
と
は
こ
れ
を
容
易
に
す
る
︒

こ
の
意
味
で
︑
全
員
が
同
時
に
套
路
を
行
う
集
団
練
習
は
︑
個

別
練
習
よ
り
も
難
易
度
の
高
い
練
習
方
法
で
あ
る
︒
老
架
一
路
の

套
路
は
︑
途
中
で
身
体
の
位
置
が
移
動
す
る
と
と
も
に
︑
身
体
の

方
向
も
何
度
も
変
わ
る
た
め
︑
套
路
を
始
め
る
さ
い
に
先
生
の
後

ろ
姿
が
見
え
る
位
置
に
立
っ
て
い
て
も
︑
套
路
が
進
む
う
ち
に
決

ま
っ
て
見
え
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
と

き
︑
套
路
を
覚
え
て
い
な
い
生
徒
は
︑
先
生
の
姿
を
見
よ
う
と
頭

を
回
し
た
り
身
体
を
ね
じ
っ
た
り
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
あ
た
か

も
観
測
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
よ
う
に
︑
こ
う
し
た
頭
や
胴
体
の
動
作

そ
れ
自
体
が
套
路
の
正
し
い
動
作
を
妨
げ
て
し
ま
う
︒

練
習
を
あ
る
程
度
積
ん
で
︑
手
足
の
動
く
べ
き
軌
跡
を
ひ
と
と

お
り
覚
え
て
し
ま
っ
た
生
徒
が
︑
動
作
の
タ
イ
ミ
ン
グ
を
先
生
に

合
わ
せ
る
の
は
比
較
的
容
易
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
一
見
し
て
先
生

と
同
じ
動
作
を
し
て
い
る
生
徒
で
も
︑
日
常
的
な
言
葉
や
動
作
と

結
び
つ
い
て
い
る
限
り
の
動
作
に
つ
い
て
同
じ
で
あ
る
に
す
ぎ
な

い
こ
と
が
多
い
︒
た
と
え
ば
︑
套
路
の
中
の
推
す
動
作
を
︑
日
常

的
に
い
わ
ゆ
る
﹁
推
す
﹂
と
呼
ば
れ
る
動
作
を
行
う
と
き
の
よ
う

に
―
ド
ア
を
推
す
と
き
の
よ
う
に
―
行
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
︑

先
生
の
よ
う
に
日
常
と
は
異
な
る
動
作
で
―
腰
を
沈
め
つ
つ
回

転
さ
せ
て
―
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒

非
日
常
的
な
腰
の
動
作
を
体
内
感
覚
と
し
て
可
視
化
す
る
こ
と

が
で
き
た
生
徒
も
︑
集
団
練
習
で
は
周
囲
に
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ

せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
意
識
が
向
か
う
た
め
︑
体
内
感
覚
を
目
的

と
し
て
動
作
す
る
こ
と
は
個
別
練
習
で
套
路
を
行
う
と
き
よ
り
も

困
難
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
集
団
で
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
つ
つ
套
路
を
行

う
こ
と
は
︑
日
常
的
な
動
作
を
行
う
た
め
に
︑
非
日
常
的
な
動
作

に
必
要
な
体
内
感
覚
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
一
面
を
持
っ
て
い
る
︒

し
た
が
っ
て
︑
冒
頭
で
紹
介
し
た
ヴ
ァ
カ
ン
の
描
く
ボ
ク
シ
ン
グ

ジ
ム
の
空
間
に
お
け
る
身
体
的
リ
ズ
ム
の
同
調
は
︑
学
習
さ
れ
る

動
作
が
日
常
的
動
作
の
延
長
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
学
習
に
貢

献
す
る
と
思
わ
れ
る
︒

こ
れ
は
︑
意
識
的
に
周
囲
と
タ
イ
ミ
ン
グ
を
合
わ
せ
よ
う
と
す

る
場
合
に
限
ら
な
い
︒
身
体
的
リ
ズ
ム
の
同
調
が
無
意
識
的
な
振

る
舞
い
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
場
合
は
な
お
さ
ら
︑
学
習
内
容
は
日

常
的
な
動
作
に
制
約
さ
れ
て
し
ま
う
は
ず
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
無

意
識
的
な
身
体
の
振
る
舞
い
は
︑
日
常
生
活
で
身
に
付
い
た
慣
習

的
な
動
作
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
ほ
か
な
い
た
め
で
あ
る
︒

逆
に
︑
非
日
常
的
な
動
作
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
︑
身

体
的
リ
ズ
ム
の
同
調
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
︒
そ

れ
に
応
じ
て
︑
空
間
の
共
有
も
︑
ヴ
ァ
カ
ン
や
生
田
の
描
く
ほ
ど

に
は
必
要
不
可
欠
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
現
に
︑
筆
者

は
套
路
の
練
習
の
大
半
を
日
本
の
公
園
で
一
人
で
行
っ
て
い
る
が
︑

非
日
常
的
動
作
の
学
習
が
少
し
ず
つ
進
ん
で
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑

L
X
先
生
と
と
も
に
過
ご
す
時
間
が
長
く
な
る
ほ
ど
学
習
は
進
み

や
す
い
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
先
生
が
筆
者
を
見
て
指
導
す

る
機
会
と
︑
筆
者
が
先
生
と
仲
間
た
ち
を
見
て
模
倣
す
る
機
会
が

増
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
っ
て
︑
神
秘
的
な
何
か
が
身
体
を

通
し
て
直
接
伝
わ
る
た
め
で
は
な
い
︒

最
後
に
︑
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
と
い
う
非
日
常
的
動
作
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に
︑
ど
の
よ
う
な
武
術
と
し
て
の
意
味
が
あ
る
か
に
つ
い
て
筆
者

の
考
え
を
述
べ
て
お
き
た
い
︒
二
〇
一
六
年
十
二
月
現
在
ま
で
の

練
習
か
ら
言
え
る
こ
と
は
︑
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
こ
と
は
︑

日
常
的
動
作
の
や
り
方
で
腰
を
回
転
さ
せ
る
よ
り
も
︑
全
身
の
力

を
活
用
し
や
す
く
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

前
述
の
よ
う
に
︑
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
日

常
的
に
は
固
定
さ
れ
る
側
の
足
腰
を
沈
め
つ
つ
後
ろ
に
引
か
ね
ば

な
ら
な
い
が
︑
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
足
腰
の
軸
は
崩
れ
し
ま
う
︒
中

心
と
な
る
軸
が
な
い
た
め
︑
こ
の
よ
う
な
方
法
に
よ
る
腰
の
回
転

は
当
初
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た
が
︑
練
習
を
続
け
て
股
関
節

の
可
動
範
囲
が
広
が
っ
て
く
る
と
︑
よ
り
身
体
の
奥
深
い
と
こ
ろ

が
軸
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
き
た
︒
そ
れ
は
︑
下
腹

部
の
奥
深
く
︑
い
わ
ゆ
る
丹
田
の
位
置
で
あ
る
︒

日
常
的
動
作
で
腰
を
回
転
さ
せ
た
と
き
は
︑
左
右
の
股
関
節
の

い
ず
れ
か
の
周
囲
の
筋
肉
を
固
め
て
軸
と
し
︑
そ
の
周
囲
を
他
方

の
股
関
節
を
回
転
さ
せ
て
い
る
が
︑
固
ま
っ
て
い
る
側
の
筋
肉
の

力
は
活
用
で
き
て
い
な
い
︒
そ
れ
に
対
し
︑
丹
田
を
軸
に
し
た
と

き
は
︑
い
ず
れ
の
股
関
節
も
固
定
し
な
い
た
め
︑
左
右
の
股
関
節

回
り
の
筋
肉
を
す
べ
て
活
用
す
る
こ
と
で
︑
両
方
の
股
関
節
を
同

時
に
︑
反
対
方
向
に
動
か
し
て
腰
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
動
作
は
︑
股
関
節
の
一
方
を
固
定
し
た

回
転
動
作
よ
り
も
始
動
が
素
早
く
︑
力
強
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
︑
武

術
と
し
て
よ
り
有
用
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

も
ち
ろ
ん
︑
一
人
で
ゆ
っ
く
り
套
路
を
行
っ
て
い
る
と
き
に
こ

の
動
作
が
で
き
る
こ
と
と
︑
実
際
の
相
手
に
向
か
っ
て
で
き
る
こ

と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
る20
︒
だ
が
︑
套
路
の
な
か
で
さ
え
で
き
な

い
動
作
を
︑
実
際
の
相
手
に
向
か
っ
て
で
き
る
こ
と
は
決
し
て
な

い
こ
と
を
思
え
ば
︑
漸
進
的
な
可
視
化
に
よ
っ
て
非
日
常
的
動
作

の
学
習
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
套
路
は
︑
武
術
の
練
習
方
法
と
し

て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
と
い
え
る
︒

謝
辞

本
稿
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
り
︑
陳
氏
太
極
拳
王
雁
流
派
Z
L
功
夫
研
究
会

の
Z
L
先
生
︑
新
郷
C
Z
分
会
の
L
X
先
生
お
よ
び
生
徒
の
み
な
さ
ん
に

は
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
︒
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
い
た
し
ま
す
︒

付
記

本
研
究
はJSPS

科
研
費
基
盤
研
究
︵A

︶︵15H
O

1866

︶
お
よ
び
若
手

研
究
︵B

︶︵17730305,25780326

︶
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

注1　
余
功
保
編
著
﹃
中
国
太
极
拳
辞
典
﹄
は
套
路
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て

い
る
︒

　

 ﹇
套
路
﹈
太
極
拳
の
術
語
︒
太
極
拳
の
単
式
︵
単
独
で
行
う
技
の
動

作
―
引
用
者
注
︶
を
一
定
の
方
式
に
も
と
づ
き
組
み
合
わ
せ
構
成
さ

れ
た
練
習
形
式
︒
套
路
は
太
極
拳
の
伝
承
に
お
い
て
も
っ
と
も
主
要

な
表
現
形
式
で
あ
る
︒
太
極
拳
の
要
領
や
技
術
な
ど
は
︑
套
路
の
練

習
を
通
し
て
体
得
さ
れ
る
︒
套
路
は
単
独
の
動
作
を
た
だ
単
に
つ
な

ぎ
合
わ
せ
た
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
の
間
に
内
在
的
な

相
互
関
係
が
あ
る
︒︵
余
︑
二
〇
〇
五
：
三
五
六
︑
引
用
者
訳
︶

2　
ヴ
ァ
カ
ン
と
生
田
の
ほ
か
に
も
︑
ヴ
ァ
カ
ン
が
依
拠
す
る
ブ
ル
デ
ュ
ー

︵1972=1977

︶︑
状
況
的
学
習
論
の
レ
イ
ヴ
と
ウ
ェ
ン
ガ
ー
︵1991

︶

に
も
同
様
の
理
論
構
成
が
見
ら
れ
る
︒
最
近
で
は
︑
サ
ン
チ
ェ
ス=

ガ

ル
シ
ア
と
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
る
編
著
︵2013

︶
が
ヴ
ァ
カ
ン
の
方
法
を

多
様
な
武
術
や
格
闘
技
の
研
究
に
応
用
し
て
い
る
︒

3　

た
と
え
ば
︑
陳
氏
太
極
拳
の
老
架
一
路
と
い
う
套
路
の
最
初
の
技
は

﹁
金
剛
搗
碓
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
名
称
で
︑
動
作
も

類
似
す
る
技
法
が
少
林
拳
に
も
存
在
す
る
︒﹁
金
剛
﹂
と
は
金
剛
力
士

つ
ま
り
仁
王
の
こ
と
で
あ
り
︑
仏
法
を
守
護
す
る
護
法
善
神
を
指
す
仏

教
用
語
で
あ
る
た
め
︑
禅
宗
寺
院
で
あ
る
少
林
寺
で
伝
承
さ
れ
て
い
た

少
林
拳
の
技
法
が
陳
家
溝
に
お
け
る
陳
氏
太
極
拳
の
形
成
に
影
響
し
た

と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
︑
少
林
拳
の
金
剛
搗
碓
は
素
早
く
断
続
的
な

動
作
よ
り
な
る
の
に
対
し
︑
陳
氏
太
極
拳
の
そ
れ
は
緩
慢
で
連
綿
不
断

の
動
作
よ
り
な
る
︒
L
X
先
生
に
よ
れ
ば
︑
陳
氏
太
極
拳
の
金
剛
搗
碓

の
ほ
う
が
全
身
の
経
絡
を
活
性
化
す
る
の
に
よ
り
適
し
て
お
り
︑
こ
の

意
味
で
︑
陳
氏
太
極
拳
の
金
剛
搗
碓
は
少
林
拳
の
そ
れ
を
継
承
し
つ
つ

完
成
さ
せ
た
と
い
え
る
︒︵
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︑
二
〇
一
六
年
十
一
月
七
日
︶

　
　
　

ま
た
︑
陳
氏
太
極
拳
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
少
林
拳
の
み
な
ら
ず
︑

当
時
広
く
行
わ
れ
て
い
た
さ
ま
ざ
ま
な
流
派
の
武
術
の
技
法
が
影
響
し

て
い
た
︒
こ
れ
は
︑
明
代
の
武
将
で
あ
る
戚
継
光
の
著
し
た
﹃
紀
効
新

書
﹄
の
﹁
拳
経
捷
要
篇
﹂
に
収
録
さ
れ
て
い
る
拳
法
で
あ
る
﹁
宋
太
祖

長
拳
三
十
二
勢
﹂
に
︑
陳
氏
太
極
拳
と
名
称
が
同
じ
技
法
や
︑
実
質
的

な
動
作
が
類
似
す
る
技
法
が
相
当
数
見
ら
れ
る
こ
と
に
う
か
が
え
る
︒

詳
し
く
は
︵
倉
島
︑
二
〇
一
六
︶
を
参
照
︒
な
お
︑
こ
こ
で
い
う
中
国

の
少
林
拳
は
︑
日
本
の
少
林
寺
拳
法
と
は
別
物
で
あ
る
︒

4　
L
X
先
生
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑
こ
れ
は
東
洋
医
学
の
陰
陽
理
論
に
も
と

づ
く
運
動
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
人
は
通
常
前
を
向
い
て
歩
く
た
め
︑
意

識
が
集
中
す
る
前
方
つ
ま
り
腹
側
に
陽
気
が
偏
り
︑
後
ろ
側
つ
ま
り
背

中
側
に
陰
気
が
偏
り
が
ち
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
四
足
動
物
を
見
れ
ば
わ

か
る
よ
う
に
︑
本
来
は
︑
腹
が
地
面
を
向
い
て
陰
︑
背
中
が
太
陽
を
向

い
て
陽
で
あ
る
の
が
自
然
で
あ
り
︑
人
間
と
い
え
ど
も
逆
向
き
に
陰
陽

が
偏
っ
た
状
態
は
よ
く
な
い
︒
後
ろ
向
き
に
歩
く
こ
と
で
︑
背
中
側
を

陽
︑
腹
側
を
陰
に
す
る
こ
と
が
で
き
︑
陰
陽
の
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
で
き

る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒︵
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︑
二
〇
一
三
年
十
一
月
︶

5　
二
〇
〇
六
年
に
訪
問
し
た
当
初
は
木
に
打
っ
て
あ
る
釘
に
も
カ
バ
ン
を

掛
け
て
い
た
が
︑
二
〇
一
二
年
に
来
た
と
き
に
は
木
に
﹁
釘
打
ち
禁

止
﹂
の
札
が
見
ら
れ
︑
紐
だ
け
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
︒

6　
中
国
武
術
協
会
と
は
︑
国
家
体
育
総
局
の
直
属
事
業
と
し
て
一
九
九
四

年
に
設
立
さ
れ
た
国
家
体
育
総
局
武
術
運
動
管
理
中
心
の
常
設
事
務
機

構
で
あ
る
︒
業
務
と
し
て
は
︑
競
技
套
路
・
散
打
競
技
規
則
・
会
員
制

度
・
段
位
制
度
な
ど
の
整
備
の
ほ
か
︑
国
内
外
の
武
術
活
動
の
指
導
管

理
も
行
っ
て
き
た
︒
目
下
は
︑
競
技
武
術
に
加
え
て
︑
社
会
体
育
と
し

て
の
武
術
に
も
力
を
入
れ
て
い
る
︒︵
中
国
武
術
協
会
︑
二
〇
一
〇
︶

民
間
の
武
術
実
践
の
調
査
は
︑
後
者
の
目
的
で
行
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒

7　
中
国
武
術
協
会
は
︑
各
地
の
武
術
の
実
践
に
つ
い
て
目
下
の
状
況
を
把

握
す
る
た
め
に
文
書
の
提
出
を
求
め
た
︒
L
X
先
生
は
︑
二
〇
一
三
年

九
月
に
完
成
さ
せ
た
ば
か
り
の
文
書
を
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
筆
者

に
渡
し
て
く
れ
た
︒︵
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︑
二
〇
一
三
年
十
一
月
二
日
︶

8　

筆
者
が
L
X
先
生
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
Y
X
さ
ん
と
い
う

男
性
の
紹
介
を
通
し
て
で
あ
っ
た
︒
Y
X
さ
ん
は
日
本
に
留
学
し
た
の

ち
上
海
で
働
い
て
い
た
が
︑
出
身
は
新
郷
市
で
L
X
先
生
と
は
幼
い
頃

か
ら
の
知
り
合
い
で
︑
太
極
拳
を
習
っ
て
い
た
︒
彼
は
︑
日
本
留
学
中

に
太
極
拳
を
教
え
た
経
験
を
綴
っ
た
文
章
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
発
表

し
て
お
り
︑
私
は
た
ま
た
ま
そ
れ
を
見
つ
け
て
︑
調
査
に
応
じ
て
く
れ

る
太
極
拳
の
先
生
を
紹
介
し
て
ほ
し
い
と
頼
ん
だ
と
こ
ろ
︑
快
く
引
き

受
け
て
く
れ
た
の
で
あ
る
︒

9　
こ
う
し
た
入
念
な
準
備
は
︑
土
の
性
質
と
関
係
が
あ
る
︒
新
郷
は
太
行

山
脈
と
い
う
黄
土
高
原
の
南
東
に
位
置
し
て
お
り
︑
人
民
公
園
も
粒
子

の
細
か
い
シ
ル
ト
状
の
黄
土
で
覆
わ
れ
て
い
る
︒
黄
土
は
︑
濡
れ
て
い

る
と
き
は
な
め
ら
か
な
粘
土
状
の
ぬ
か
る
み
に
な
り
︑
乾
燥
す
れ
ば
細

か
い
土
埃
が
舞
い
や
す
い
の
で
あ
る
︒

10　
白
鶴
亮
翅
と
い
う
名
前
は
︑
両
腕
を
大
き
く
左
右
に
開
く
姿
を
︑
白
鶴

が
羽
根
を
広
げ
る
様
子
に
見
立
て
た
こ
と
に
由
来
す
る
︒

11　
白
鶴
亮
翅
は
︑
老
架
一
路
の
套
路
を
な
す
七
十
四
の
技
の
な
か
で
三
回

行
わ
れ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
第
七
式
︑
第
二
十
一
式
︑
第
五
十
六
式
の

技
が
白
鶴
亮
翅
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
練
習
さ
れ
て
い
る
の
は
第
七
式
の

も
の
で
あ
る
︒

12　
Z
J
さ
ん
が
推
す
動
作
を﹁
見
れ
ど
も
見
え
ず
﹂だ
っ
た
の
は
︑
二
〇
〇

三
年
に
T
L
先
生
に
老
架
一
路
を
習
い
始
め
た
と
き
に
ま
で
㴑
る
こ
と

が
可
能
か
も
し
れ
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
T
L
先
生
が
L
X
先
生
の

64
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兄
弟
弟
子
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
︑
T
L
先
生
も
L
X
先
生
同
様

に
白
鶴
亮
翅
の
な
か
で
推
す
動
作
を
行
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
︒

13　

筆
者
は
日
本
の
武
術
教
室
S
流
を
考
察
し
た
著
作
︵
倉
島
︑
二
〇
〇

七
︶
で
︑
こ
の
よ
う
な
漸
進
的
な
可
視
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
た

め
に
﹁
微
分
﹂
と
い
う
数
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
用
い
た
︒
数
学
で
い
う

微
分
と
は
︑
あ
る
関
数
の
変
化
を
捉
え
る
た
め
の
時
間
の
区
切
り
を
無

限
に
短
く
す
る
こ
と
で
︑
瞬
間
に
お
け
る
変
化
率
を
導
く
こ
と
で
あ
る
︒

こ
う
し
て
導
か
れ
た
瞬
間
の
変
化
率
に
は
︑
関
数
の
全
体
が
集
約
さ
れ

て
い
る
︒
同
様
に
︑
技
に
お
い
て
も
︑
そ
れ
を
捉
え
る
た
め
の
時
間
の

区
切
り
が
︑
技
全
体
の
最
終
的
な
姿
を
目
指
す
大
雑
把
な
も
の
か
ら
︑

よ
り
微
細
な
も
の
に
変
化
す
る
こ
と
で
︑
技
全
体
の
本
質
が
集
約
さ
れ

た
瞬
間
的
な
デ
ィ
テ
ー
ル
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒

　

た
だ
し
︑
C
Z
分
会
に
お
け
る
技
の
漸
進
的
な
可
視
化
と
S
流
に

お
け
る
そ
れ
に
は
違
い
も
認
め
ら
れ
る
︒
S
流
で
は
二
人
一
組
の
型
稽

古
が
行
わ
れ
て
お
り
︑
相
手
を
投
げ
る
こ
と
の
成
否
や
︑
相
手
と
の
身

体
的
接
点
の
感
触
と
い
う
形
で
技
の
有
効
性
が
知
覚
さ
れ
た
︒
こ
う
し

た
有
効
性
が
練
習
を
重
ね
る
に
つ
れ
繰
り
返
し
変
化
す
る
こ
と
を
︑﹁
技

の
有
効
性
の
微
分
﹂
と
し
て
記
述
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
変
化
は
︑
先
生

が
直
接
的
に
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
く
︑
先
生
に
も
生
徒
に
も
予
期
で

き
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
発
生
す
る
︑
生
徒
の
体
内
感
覚
の
変
化
で
あ
る
︒

　

S
流
に
比
べ
る
と
︑
C
Z
分
会
で
は
単
独
の
套
路
の
練
習
が
中
心
で

あ
り
︑
先
生
が
よ
り
直
接
的
に
関
与
し
て
技
の
可
視
化
が
行
わ
れ
る
︒

だ
が
︑
C
Z
分
会
に
お
い
て
も
︑
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
動
作
の

よ
う
な
非
日
常
的
動
作
に
つ
い
て
は
︑
先
生
が
腰
を
操
作
し
た
あ
と
は
︑

生
徒
自
身
の
体
内
感
覚
の
変
化
に
よ
っ
て
可
視
化
が
漸
進
す
る
ほ
か
な

く
︑
こ
の
変
化
が
い
つ
起
こ
る
か
は
先
生
に
も
生
徒
に
も
予
測
が
つ
か

な
い
の
で
あ
る
︒
こ
の
意
味
で
︑
Ｃ
Ｚ
分
会
に
お
い
て
も
S
流
に
お
け

る
の
と
同
様
の
微
分
が
見
ら
れ
る
と
い
え
る
︒

14　
英
国
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
に
お
け
る
太
極
拳
教
室
の
調
査
の
成
果
は
︑︵
倉

島
︑
二
〇
〇
九
︑
二
〇
一
二
︑
二
〇
一
六
︶
を
参
照
︒

15　
こ
の
意
味
で
︑﹁
推
す
﹂
は
生
田
久
美
子
の
言
う
わ
ざ
言
語
︵
生
田
︑
一

九
八
五
︶
で
あ
る
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
わ
ざ
言
語
が
特
定
の
共
同
体

の
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
指
導
効
果
を
持
ち
う
る
と

考
え
る
生
田
に
対
し
︑
筆
者
は
︑
わ
ざ
言
語
が
日
常
的
行
為
と
慣
習
的

に
結
合
し
て
い
る
か
ぎ
り
︑
共
同
体
の
内
外
と
は
無
関
係
に
指
導
効
果

を
持
ち
う
る
と
考
え
る
︒
詳
し
く
は
︵
倉
島
︑
二
〇
〇
七
︶
の
三
章

﹁
わ
ざ
言
語
と
実
践
﹂
を
参
照
︒

16　
﹁
腰
を
沈
め
つ
つ
回
転
さ
せ
る
﹂
動
作
を
行
っ
た
と
き
の
感
覚
が
︑
日

常
的
に
腰
を
沈
め
る
感
覚
と
も
︑
腰
を
回
転
さ
せ
る
感
覚
と
も
似
つ
か

な
い
と
い
う
事
実
は
︑
わ
ざ
言
語
に
よ
る
指
導
の
限
界
を
示
す
も
の
で

あ
る
と
い
え
る
︒
筆
者
は
︵
倉
島
︑
二
〇
〇
七
︶
の
三
章
五
節
﹁
意
味

か
ら
慣
習
へ
﹂
に
お
い
て
︑
ボ
ク
シ
ン
グ
の
教
本
を
題
材
に
︑
わ
ざ
言

語
が
︑
そ
れ
と
慣
習
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
日
常
的
行
為
の
有
効
性
を

喚
起
し
︑
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
提
出

し
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
視
点
は
︑
太
極
拳
の
初
歩
的
な
部
分

―
﹁
推

す
﹂
な
ど
の
日
常
的
語
彙
に
よ
っ
て
表
現
で
き
る
部
分

―
の
指
導

に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
が
︑
日
常
的
な
身
体
性
を
根
本
か
ら
作
り
変
え

よ
う
と
す
る
部
分

―
腰
の
動
作
な
ど

―
に
つ
い
て
は
妥
当
し
な

い
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

17　
こ
こ
で
﹁
体
内
感
覚
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
は
︑
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
る
﹁
身
体
感
覚
﹂
と
い
う
言
葉
の
多
義
性
を
避
け
る
た
め
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑﹁
身
体
感
覚
﹂
は
ブ
ル
デ
ュ
ー
︵
そ
し
て
ヴ
ァ
カ
ン
︶
の

い
う
﹁
実
践
感
覚
︵le sens pratique

︶﹂
に
近
い
意
味
で
も
用
い
ら
れ
る

が
︑﹁
実
践
感
覚
﹂
と
は
︑
行
為
者
の
置
か
れ
た
社
会
的
場
に
ふ
さ
わ

し
い
知
覚
や
行
為
を
意
識
の
関
与
な
し
に
生
み
出
す
感
覚
で
あ
っ
て
︑

身
体
内
部
の
具
体
的
な
感
覚
の
こ
と
で
は
な
い
︒

18　
筆
者
が
Z
Q
さ
ん
の
腰
の
動
作
に
腸
骨
周
辺
の
痛
み
を
認
め
た
こ
と
は
︑

心
情
的
な
共
感
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
︑
筆
者
自
身

の
身
体
に
お
い
て
特
定
の
分
節
さ
れ
た
体
内
感
覚
を
も
た
ら
す
動
作
の

デ
ィ
テ
ー
ル
と
︑
Z
Q
さ
ん
の
身
体
に
認
め
ら
れ
る
動
作
の
デ
ィ
テ
ー

ル
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
い
う
︑
論
理
的
か
つ
技
術
的
な
判
断
に
も
と

づ
く
知
覚
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
知
覚
の
あ
り
よ
う
を
︑
筆
者
は
︵
倉

島
︑
二
〇
〇
七
︶
に
お
い
て
﹁
相
互
身
体
的
判
断
﹂
と
名
付
け
た
︒
Z
Q

さ
ん
の
痛
み
に
対
す
る
真
の
意
味
で
の
心
情
的
な
共
感
は
︑
こ
の
冷
静

な
判
断
の
後
で
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

19　
老
架
一
路
の
套
路
を
構
成
す
る
技
の
な
か
に
は
︑
一
般
的
に
は
比
較
的

速
い
動
作
で
行
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
︒﹁
掩
手
肱

捶
︵Yanshougongchui

︶﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
右
拳
を
突
き
出
す
技
は
そ

の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
︒
だ
が
指
導
に
お
い
て
は
︑
こ
の
技
も
他
の

技
同
様
に
ゆ
っ
く
り
と
行
わ
れ
る
︒

20　
筆
者
の
当
面
の
目
標
は
︑
套
路
の
練
習
を
続
け
つ
つ
︑
推
手
と
い
う
比

較
的
自
由
に
動
い
て
技
を
か
け
あ
う
練
習
で
︑
こ
の
腰
の
動
き
が
自
然

に
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
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1
宗
教
に
お
け
る
否
定
的
な
も
の
の
克
服

と
生
産

筆
者
は
心
理
療
法
を
専
門
と
し
て
お
り
︑
こ
の
論
考
も
心
理
療

法
に
お
け
る
負
の
感
情
や
否
定
的
な
も
の
の
浄
化
の
試
み
に
お
け

る
問
題
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
に
は
宗
教
に
お

い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
問
題
点
が
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
の
で
︑

ま
ず
宗
教
の
場
合
か
ら
問
題
設
定
を
整
理
し
た
い
︒

迷
い
か
ら
悟
り
へ
︑
欲
望
か
ら
こ
こ
ろ
の
平
安
へ
︑
あ
る
い
は

憎
し
み
か
ら
愛
へ
と
︑
そ
の
表
現
の
仕
方
や
焦
点
の
当
て
方
は
そ

れ
ぞ
れ
の
宗
教
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
て
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に

お
い
て
︑
負
の
感
情
の
浄
化
が
目
指
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
間
違
い

は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
宗
教
が
人
々
に
救
い
を
約
束
し
︑
ま
た
人
々

が
宗
教
を
求
め
る
ゆ
え
ん
が
そ
こ
に
あ
る
︒
そ
れ
に
は
︑
迷
い
や

欲
望
な
ど
の
負
の
感
情
を
︑
ま
さ
に
否
定
的
な
負
の
も
の
と
し
て

捉
え
︑
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
い
う
姿
勢
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
︒
ま
た
そ
も
そ
も
あ
る
宗
教
が
は
じ
ま
っ
た
り
︑
ま
た

既
存
の
宗
教
に
入
信
し
た
り
す
る
き
っ
か
け
が
否
定
的
な
体
験
で

あ
る
こ
と
も
多
い
︒
多
く
の
教
祖
に
関
し
て
︑
病
気
や
不
幸
が
宗

教
と
出
会
う
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
た
と

え
ば
釈
迦
の
出
家
の
動
機
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
﹁
四
門
出

遊
﹂
で
は
︑
老
︑
病
︑
死
と
の
出
会
い
が
出
家
へ
の
き
っ
か
け
と

さ
れ
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
宗
教
は
︑
否
定
的
な
体
験
の
克
服
と

浄
化
を
も
た
ら
す
い
わ
ば
ワ
ザ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
人
々

も
そ
れ
を
期
待
し
て
入
信
す
る
の
で
あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
が
宗
教
と
否
定
的
な
も
の
と
の
関
係
は
︑
宗
教
に
よ
っ

て
そ
れ
が
浄
化
さ
れ
た
り
克
服
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
単
純
な
も

の
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
に
ワ
ザ
と
し
て
の
宗
教
の

む
ず
か
し
さ
が
あ
る
︒
ま
ず
宗
教
は
そ
も
そ
も
否
定
的
な
こ
と
の

自
覚
を
促
す
こ
と
が
あ
り
︑
そ
れ
が
否
定
的
な
も
の
を
際
立
た
せ

る
︒
否
定
的
な
も
の
は
そ
れ
が
気
づ
か
れ
な
い
限
り
︑
否
定
的
な

も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
︒
悟
り
や
救
い
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
の
対
立
点
と
し
て
︑
否
定
的
な
も
の
を
特
に
強
調
す

る
こ
と
が
宗
教
に
は
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
話
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
︑

釈
迦
の
﹁
四
門
出
遊
﹂
も
老
︑
病
︑
死
と
い
う
否
定
的
な
こ
と
の

気
づ
き
と
自
覚
の
話
と
し
て
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も

宗
教
は
現
実
や
世
界
を
﹁
苦
﹂︑﹁
迷
い
﹂
な
ど
と
否
定
的
な
も
の

と
し
て
定
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
宗
教
に
よ
る
救
い

を
導
き
だ
そ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
り
︑
そ
の
意
味
で
否
定
的
な
も

の
を
観
念
と
し
て
生
み
出
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
は
西
洋

文
明
を
知
っ
た
た
め
に
︑
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
文
化
や
生
活
を
否

定
的
に
見
る
よ
う
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
他
の
文
明
の
人
々

の
態
度
に
似
て
い
る
︒
救
い
と
い
う
観
念
が
︑
現
実
を
否
定
的
な

も
の
と
し
て
生
み
出
す
︒

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
︑
宗
教
に
お
い
て
救
い
や
悟
り
を
求
め
︑

本
来
は
負
の
感
情
の
浄
化
を
も
た
ら
す
は
ず
の
行
為
が
︑
逆
に
負

の
感
情
を
呼
び
起
こ
し
︑
強
め
る
結
果
に
な
る
︒
救
い
や
悟
り
を

求
め
て
の
信
仰
や
修
行
の
深
ま
り
は
︑
も
と
も
と
の
状
態
よ
り
も

さ
ら
に
大
き
く
強
い
苦
し
み
を
も
た
ら
す
こ
と
が
多
い
︒
釈
迦
の

場
合
で
も
六
年
間
の
苦
行
を
送
っ
た
と
さ
れ
る
︒
信
仰
が
深
ま
れ

ば
深
ま
る
ほ
ど
︑
逆
説
的
に
疑
い
と
苦
し
み
が
増
し
た
ル
タ
ー
の

例
の
よ
う
に
︑
宗
教
体
験
の
深
ま
り
は
負
の
感
情
を
強
め
る
こ
と

が
多
い
の
で
あ
る
︒

否
定
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
は
︑
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒

宗
教
に
よ
っ
て
自
分
が
救
わ
れ
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
か
︑
周
囲
の

人
間
や
︑
人
類
全
体
︑
さ
ら
に
は
人
間
以
外
の
否
定
は
ど
う
な
る

の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
︒
悟
り
を
開
い
て
死
の
う
と
し

た
と
さ
れ
る
釈
迦
が
︑
自
分
の
教
え
を
広
め
よ
う
と
し
た
の
も
︑
ま

た
後
の
仏
教
に
お
い
て
一
般
の
人
を
救
う
と
い
う
大
乗
仏
教
と
い

う
方
向
性
が
生
じ
て
き
た
の
も
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
と
言
え
よ

う
︒
た
と
え
自
分
の
も
と
で
は
否
定
的
な
も
の
が
な
く
な
っ
て
も
︑

自
分
以
外
の
と
こ
ろ
で
は
ど
う
な
の
か
︑
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
は

自
分
以
外
の
と
こ
ろ
に
移
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
は
︑
重
要
な
問
い
で
あ
る
︒

さ
ら
に
は
︑
宗
教
自
体
が
霊
的
暴
力
を
生
む
と
い
う
問
題
が
あ

る
︒
自
分
の
宗
教
が
正
し
い
と
み
な
す
が
ゆ
え
に
︑
他
の
宗
教
を

排
斥
し
た
り
︑
弾
圧
し
た
り
す
る
︒
具
体
的
な
例
に
こ
こ
で
は
立

ち
入
ら
な
い
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
人
類
の
歴
史
に
お
い
て
繰
り
返

し
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
︑
現
在
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
︒
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す
る
と
︑
ま
る
で
ウ
ィ
ル
ス
や
細
菌
を
撲
滅
し
た
り
減
ら
し
た

り
す
る
よ
う
に
︑
宗
教
が
負
の
感
情
を
全
体
と
し
て
減
少
さ
せ
た

り
消
滅
さ
せ
た
り
し
よ
う
と
い
う
の
は
︑
素
朴
す
ぎ
る
発
想
で
あ

り
︑
ま
た
こ
こ
ろ
の
現
実
に
沿
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
︒
む
し
ろ
否
定
的
な
も
の
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
︑
少

な
く
な
っ
た
り
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
な
発
想
か
ら
︑
心
理
療
法
家
の
ユ
ン
グ
は
︑
キ
リ
ス

ト
教
の
問
題
を
感
じ
取
り
︑
悪
の
問
題
を
自
覚
し
た
と
思
わ
れ
る
︒

そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
悪
が
排
除
さ
れ
た
の
に
対
し
て
︑
む

し
ろ
こ
こ
ろ
の
全
体
の
中
で
悪
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
の
が
︑
ユ

ン
グ
の
心
理
学
で
あ
り
︑
三
位
一
体
に
対
し
て
悪
が
含
ま
れ
る
四

位
一
体
性
な
ど
を
模
索
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
よ
う
に
考
え

る
と
︑
結
局
否
定
的
な
も
の
を
な
く
そ
う
と
か
︑
克
服
し
よ
う
と

い
う
発
想
に
問
題
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る

の
で
あ
る
︒

 

2
心
理
療
法
に
お
け
る
否
定
的
な
も
の

前
節
で
宗
教
を
手
が
か
り
に
︑
否
定
的
な
も
の
や
負
の
感
情
に

つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
か
ら
考
察
し
た
こ
と
は
︑
心
理
療
法
に

お
い
て
も
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
心
理
療
法
に
お
い
て
も
︑

負
の
感
情
を
は
じ
め
と
す
る
否
定
的
な
こ
と
の
克
服
が
課
題
と
な

る
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
が
単
純
に
解
決
で
き
る
の
で
は
な
い
よ
う
な

の
で
︑
そ
れ
を
ま
ず
一
般
的
に
明
ら
か
に
し
︑
そ
れ
か
ら
後
に
こ

の
問
題
に
関
連
し
て
行
っ
た
調
査
を
紹
介
し
た
い
︒

心
理
療
法
は
︑
何
ら
か
の
悩
み
を
持
つ
人
が
︑
そ
れ
の
解
決
を

目
指
し
て
セ
ラ
ピ
ス
ト
と
定
期
的
に
会
っ
て
話
し
て
い
く
こ
と
が

通
常
で
あ
る
︒
そ
れ
は
医
学
的
な
モ
デ
ル
か
ら
す
る
と
︑
さ
ま
ざ

ま
な
症
状
の
解
消
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
な
る
し
︑
ま
た
必
ず

し
も
医
学
的
な
モ
デ
ル
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
心
理
療
法
に
お
い

て
も
︑
何
ら
か
の
問
題
や
悩
み
の
解
決
を
図
る
こ
と
に
な
る
︒
そ

れ
は
症
状
と
し
て
は
不
安
で
あ
っ
た
り
︑
う
つ
状
態
で
あ
っ
た
り
︑

あ
る
い
は
家
族
の
中
や
社
会
で
の
人
間
関
係
の
葛
藤
や
悩
み
で
あ

っ
た
り
す
る
︒
そ
の
意
味
で
は
心
理
療
法
は
間
違
い
な
く
否
定
的

な
こ
と
や
︑
負
の
感
情
の
解
消
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
︒

心
理
療
法
を
受
け
に
来
る
多
く
の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
︑
自
分
の
な

か
の
問
題
や
マ
イ
ナ
ス
の
こ
と
の
解
決
を
切
に
望
ん
で
お
り
︑
あ

る
い
は
少
な
く
と
も
そ
れ
と
の
う
ま
い
付
き
合
い
方
を
目
指
し
て

い
る
︒
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
心
理
療
法
の
立
場
の
中
で
も
行
動
療

法
や
認
知
行
動
療
法
は
︑
症
状
や
否
定
的
な
見
方
の
解
消
や
軽
減

を
ス
ト
レ
ー
ト
に
目
指
す
も
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
ま
ず
心
理
療
法
に
お
い
て
も
︑
宗
教
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
否
定
的
な
こ
と
の
自
覚
と
い
う
問
題
が
あ
る
︒
身
体
的
な

病
気
や
治
療
と
は
異
な
っ
て
︑
心
理
療
法
に
お
い
て
は
︑
原
則
と

し
て
自
分
で
問
題
を
感
じ
た
人
が
相
談
に
自
主
的
に
来
る
こ
と
に

な
る
︒
し
た
が
っ
て
本
人
が
何
ら
か
の
問
題
を
意
識
し
︑
自
覚
す

る
こ
と
は
非
常
に
大
切
な
契
機
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
た
と
え

ば
引
き
籠
も
り
の
場
合
の
よ
う
に
︑
一
番
問
題
行
動
を
示
し
て
い

る
人
が
必
ず
し
も
心
理
療
法
を
受
け
に
来
る
の
で
は
な
く
て
︑
問

題
に
感
じ
た
保
護
者
な
ど
︑
周
囲
の
人
が
心
理
療
法
家
を
訪
れ
て

く
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
意
味
で
自
覚
や
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
主
体

性
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
︑
客
観
的
に
重
篤
な
問
題
が
あ
る
の
に

そ
れ
が
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
な
い
の
は
大
い
に
懸
念
さ
れ
る
べ

き
こ
と
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
時
に
は
逆
に
自
覚
が
問
題
を
引
き
起

こ
す
こ
と
も
あ
る
︒
特
に
劣
等
感
な
ど
に
ま
つ
わ
る
問
題
な
ど
に

つ
い
て
は
︑
自
分
が
劣
っ
て
い
る
と
い
う
行
き
過
ぎ
た
認
識
が
悩

み
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
︒
自
分
は
不
幸
で
あ
る
︑
劣

っ
て
い
る
︑
親
の
育
て
方
が
ひ
ど
か
っ
た
︑
な
ど
と
い
う
認
識
が

極
端
で
あ
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
負
の
感
情
の
自
覚
と
そ
れ
へ
の
こ

だ
わ
り
が
問
題
自
体
で
あ
る
場
合
は
多
い
の
で
あ
る
︒
そ
の
場
合

に
は
︑
否
定
的
な
事
態
で
は
な
く
て
︑
否
定
的
な
見
方
か
ら
解
放

さ
れ
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
︒

次
に
宗
教
に
お
い
て
︑
救
い
を
求
め
て
入
信
し
た
り
︑
修
行
に

入
っ
た
り
し
て
も
︑
そ
れ
が
苦
行
の
よ
う
に
さ
ら
な
る
苦
し
み
を

引
き
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
の
を
指
摘
し
た
が
︑
同
じ
よ
う
な
こ
と

は
心
理
療
法
に
も
当
て
は
ま
る
︒
心
理
療
法
家
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
夢

に
お
い
て
美
容
師
や
歯
科
医
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒

美
容
師
は
︑
髪
を
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
を
変
え
て
い
く
こ
と
︑

そ
れ
が
元
服
や
断
髪
の
儀
式
の
よ
う
に
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
意

味
を
持
つ
こ
と
︑
ま
た
美
容
院
で
よ
く
あ
る
よ
う
に
︑
美
容
師
と

の
会
話
が
心
理
療
法
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
歯
科
医
は
︑
口
の
中
と
い

う
い
わ
ば
内
面
を
覗
き
込
み
︑
そ
れ
を
治
療
す
る
こ
と
︑
ア
フ
リ

カ
な
ど
に
お
け
る
人
類
学
研
究
に
お
い
て
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に

抜
歯
が
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
イ
ニ
シ
エ
ー
シ

ョ
ン
に
よ
る
変
容
と
い
う
意
味
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
そ

れ
に
加
え
て
︑
髪
を
切
る
こ
と
と
は
異
な
っ
て
︑
歯
の
治
療
に
痛

み
が
伴
う
こ
と
も
大
切
な
要
素
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
少
し
痛
む

と
思
っ
て
歯
の
治
療
を
受
け
に
い
く
と
︑
実
は
は
る
か
に
重
篤
な

問
題
が
あ
り
︑
そ
の
治
療
が
最
初
の
歯
の
痛
み
よ
り
強
い
も
の
に

な
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
け
れ
ど
も
︑
心
理
療
法
に
お
い
て
も
︑

何
か
の
問
題
や
悩
み
を
解
決
し
よ
う
と
し
て
心
理
療
法
を
受
け
に

行
く
と
︑
実
は
も
っ
と
根
深
い
問
題
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
に
取
り
組

む
た
め
に
は
非
常
に
痛
み
が
伴
う
と
い
う
の
は
一
般
的
に
よ
く
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

そ
の
意
味
で
心
理
療
法
は
︑
負
の
感
情
を
す
ぐ
に
取
り
去
っ
て

く
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
も
っ
と
強
い
苦
し
み
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ

る
︒
そ
の
苦
し
み
を
避
け
た
い
が
た
め
に
︑
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
い

わ
ゆ
る
﹁
抵
抗
﹂
と
言
わ
れ
る
こ
と
を
心
理
療
法
の
中
で
示
す
よ

う
に
な
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
少
し
順
調
に
治
療
プ
ロ
セ
ス

が
進
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
た
後
で
︑
心
理
療
法
の
時
間
に
遅
刻
し

て
い
く
︑
キ
ャ
ン
セ
ル
す
る
︑
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
怒
り
な
ど
の
否
定

的
感
情
を
覚
え
た
り
︑
ぶ
つ
け
た
り
す
る
︑
料
金
に
つ
い
て
ク
レ

ー
ム
を
つ
け
る
な
ど
の
行
動
を
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
取
る
こ
と
が
あ

る
が
︑
こ
れ
は
治
療
が
進
展
し
て
苦
し
く
な
っ
て
き
た
こ
と
に
対

す
る
抵
抗
で
あ
る
と
し
て
理
解
さ
れ
る
︒

時
に
は
︑
あ
ま
り
は
っ
き
り
と
し
た
症
状
や
問
題
も
な
し
に
︑
い

わ
ゆ
る
自
分
を
知
り
た
い
と
か
自
分
を
向
上
さ
せ
た
い
と
か
い
う

理
由
で
心
理
療
法
を
は
じ
め
た
人
が
︑
う
つ
状
態
に
な
っ
た
り
︑
そ

れ
ど
こ
ろ
か
不
安
発
作
な
ど
の
心
理
的
な
症
状
を
持
っ
た
り
す
る

よ
う
に
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
︒
も
と
も
と
症
状
が
あ
っ
た

人
も
︑
心
理
療
法
を
受
け
て
い
る
う
ち
に
暴
力
的
に
な
っ
た
り
︑
現

実
で
問
題
を
起
こ
し
た
り
し
て
︑
一
見
す
る
と
悪
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
る
こ
と
が
よ
く
あ
る
︒
特
に
葛
藤
が
自
覚
さ
れ
て
く

る
と
︑
家
族
と
衝
突
す
る
こ
と
が
増
え
︑
家
族
か
ら
す
る
と
心
理

療
法
に
よ
っ
て
負
の
感
情
が
浄
化
さ
れ
て
い
く
ど
こ
ろ
か
︑
む
し
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ろ
悪
化
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
︒
身
体
的
な
病
気
に

な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
認
め
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
自
閉
症
ス
ペ
ク

ト
ラ
ム
障
害
の
子
ど
も
や
︑
拒
食
症
の
思
春
期
の
女
性
は
︑
風
邪

を
引
く
な
ど
の
身
体
的
な
病
気
に
な
り
に
く
い
け
れ
ど
も
︑
心
理

療
法
が
進
ん
で
い
く
と
︑
風
邪
な
ど
の
体
の
病
気
に
な
る
こ
と
が

よ
く
認
め
ら
れ
る
︒

宗
教
に
関
連
し
て
︑
個
人
に
お
け
る
救
い
と
周
囲
と
の
関
係
で

の
否
定
的
な
も
の
に
つ
い
て
言
及
し
た
け
れ
ど
も
︑
同
じ
よ
う
な

こ
と
は
心
理
療
法
に
お
い
て
も
当
て
は
ま
る
︒
理
想
的
な
心
理
療

法
は
︑
古
典
的
な
不
登
校
の
事
例
に
お
い
て
︑
母
親
が
面
接
を
受

け
て
い
る
う
ち
に
︑
子
ど
も
が
学
校
に
行
く
よ
う
に
な
っ
た
ば
か

り
で
な
く
︑
母
親
と
子
ど
も
の
関
係
が
変
わ
り
︑
さ
ら
に
は
夫
婦

関
係
も
改
善
さ
れ
る
よ
う
な
変
化
で
あ
る
け
れ
ど
も
︑
誰
か
が
よ

く
な
る
と
︑
他
の
人
の
具
合
が
悪
く
な
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
経
験

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
あ
る
子
ど
も
が
不
登
校
で
あ

っ
た
の
が
︑
心
理
療
法
を
受
け
る
う
ち
に
元
気
に
な
っ
て
き
て
︑
学

校
に
行
け
る
よ
う
に
な
る
と
︑
そ
の
兄
弟
の
誰
か
が
不
登
校
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
ま
た
不
登
校
や
引
き
籠
も
り
や
摂
食
障

害
に
な
っ
て
い
る
子
ど
も
が
︑
い
わ
ば
否
定
的
な
こ
と
を
一
人
で

担
っ
て
い
た
よ
う
な
の
に
︑
少
し
そ
の
子
に
改
善
が
見
ら
れ
は
じ

め
る
と
︑
こ
れ
ま
で
非
常
に
固
い
態
度
で
︑
自
分
の
気
持
ち
な
ど

お
よ
そ
話
さ
な
か
っ
た
そ
の
母
親
が
︑
心
理
的
な
変
化
は
あ
ま
り

示
さ
な
く
て
も
︑
身
体
的
な
病
気
に
な
る
こ
と
も
多
い
︒
こ
れ
は

子
ど
も
の
担
っ
て
い
た
否
定
的
な
も
の
が
︑
身
体
的
な
病
と
い
う

形
で
母
親
に
移
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の

よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
例
は
︑
否
定
的
な
も
の
は
単
純
に
撲
滅
さ
れ

る
の
で
は
な
く
て
︑
そ
れ
の
形
や
対
象
を
変
え
て
い
く
だ
け
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
に
類
す
る
こ
と
で
︑
症
状
が
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
う
つ
っ
た
り
︑

セ
ラ
ピ
ス
ト
が
身
体
的
な
変
調
を
来
す
こ
と
も
比
較
的
多
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
側
の
変
化
に
つ
い
て
は
︑
い
わ
ゆ

る
﹁
逆
転
移
﹂
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
て
い
て
︑
セ
ラ
ピ
ス
ト

に
身
体
的
な
変
調
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
指
摘
さ
れ
て
き
て

い
る1
︒
特
に
身
体
疾
患
の
人
に
心
理
療
法
的
に
関
わ
っ
た
場
合
に
︑

セ
ラ
ピ
ス
ト
に
身
体
的
な
変
調
が
生
じ
る
こ
と
は
多
い
よ
う
に
思

わ
れ
る2
︒
そ
の
意
味
で
ど
う
も
否
定
的
な
も
の
は
解
消
さ
れ
る
の

で
は
な
く
て
︑
姿
や
対
象
を
変
え
る
だ
け
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
︒
単
純
に
負
の
感
情
や
否
定
的
な
も
の
は
解
消
で
き
る
の

で
は
な
く
て
︑
そ
れ
を
浄
化
し
よ
う
と
い
う
ワ
ザ
に
は
︑
否
定
的

な
も
の
が
新
た
に
生
み
出
さ
れ
た
り
︑
別
の
と
こ
ろ
に
移
っ
た
り
︑

時
に
は
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
移
っ
た
り
す
る
リ
ス
ク
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
︒

3
前
近
代
で
の
考
え
方

心
理
療
法
に
お
け
る
否
定
的
な
も
の
が
単
純
に
解
消
さ
れ
る
の

で
は
な
い
こ
と
は
認
め
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
が
他
の
人
に
う
つ
さ

れ
た
り
︑
他
の
形
に
姿
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
は
︑
近
代
的
な
こ

こ
ろ
観
や
疾
病
観
か
ら
す
る
と
奇
妙
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

近
代
医
学
か
ら
す
る
と
︑
感
染
症
な
ど
の
場
合
は
除
い
て
︑
治
療

に
当
た
っ
て
い
る
医
者
に
病
気
が
う
つ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
︒
し
か
し
こ
れ
は
前
近
代
の
世
界
に
お
け
る
疾
病
観

や
治
療
観
に
よ
る
と
当
然
の
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

﹃
無
意
識
の
発
見
﹄
に
お
い
て
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー3
が
指
摘
し
て
い

る
よ
う
に
︑
前
近
代
の
世
界
に
お
け
る
疾
病
観
に
お
い
て
は
︑
こ

こ
ろ
の
病
と
身
体
の
病
の
間
の
区
別
は
な
く
て
︑
ま
た
病
と
は
魂

の
喪
失
か
︑
悪
霊
な
ど
が
取
り
憑
い
た
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
誰
か
の
と
こ
ろ
に
取
り
憑
い
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
否
定
的
な
も
の
が
︑
た
と
え
そ
れ
が
祓
わ
れ
た
と
し
て

も
︑
他
の
人
や
も
の
に
取
り
憑
く
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
は
︑
前

近
代
の
世
界
観
か
ら
す
る
と
何
も
不
思
議
で
は
な
い
︒
そ
こ
で
は

否
定
的
な
も
の
は
移
っ
て
は
い
く
も
の
の
︑
消
失
す
る
こ
と
は
な

い
︒こ

の
意
味
で
﹁
瘤
取
り
爺
さ
ん
﹂
の
モ
チ
ー
フ
は
示
唆
的
で
あ

る
︒
瘤
の
あ
る
お
爺
さ
ん
は
瘤
を
取
っ
て
も
ら
う
け
れ
ど
も
︑
瘤

の
な
い
お
爺
さ
ん
は
逆
に
瘤
を
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
︒
こ
の
昔
話

は
︑
良
い
性
格
の
者
に
良
い
こ
と
が
︑
悪
い
性
格
の
者
に
悪
い
こ

と
が
生
じ
る
勧
善
懲
悪
の
話
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ

う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
︒
む
し
ろ
否
定
的
な
も
の
は
単
純
に
消
滅

す
る
の
で
は
な
く
て
︑
ど
こ
か
別
の
と
こ
ろ
に
移
っ
て
い
く
こ
と

を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
否
定
的
な
も
の
の
あ
り
方
や
そ
れ
と
の
関
わ
り
方

は
︑
単
に
前
近
代
的
な
世
界
観
と
し
て
認
め
ら
れ
る
だ
け
で
は
な

く
て
︑
現
代
の
心
理
療
法
に
お
い
て
も
残
っ
て
い
る
の
が
興
味
深

い
︒
心
理
療
法
の
過
程
に
お
い
て
︑
こ
の
よ
う
な
こ
こ
ろ
の
古
層

が
︑
現
に
ま
だ
働
い
て
い
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

4
発
達
障
害
の
心
理
療
法
で
の
否
定
的
な

も
の
の
調
査

筆
者
た
ち
の
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
に
お
け

る
研
究
グ
ル
ー
プ
は
︑
発
達
障
害
の
子
ど
も
へ
の
心
理
療
法
的
ア

プ
ロ
ー
チ
を
行
い
︑
そ
の
成
果
を
発
達
障
害
と
は
見
立
て
ら
れ
な

い
子
ど
も
と
の
比
較
で
検
討
し
て
い
っ
て
い
る
︒
そ
の
研
究
の
一

貫
と
し
て
︑
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
の
過
程
の
中
で
否
定
的
な
も
の
が

ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
か
の
調
査
研
究
を
行
っ
た
︒
こ
れ
は
あ

る
種
の
メ
タ
研
究
で
︑
発
達
障
害
と
考
え
ら
れ
る
一
二
名
︑
発
達

障
害
と
考
え
ら
れ
な
い
二
四
名
に
お
け
る
否
定
的
な
出
来
事
の
出

現
を
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ
る4
︒

プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
に
お
け
る
否
定
的
な
も
の
の
表
出
は
︑
遊
び

の
中
で
人
物
を
殺
す
︑
セ
ラ
ピ
ス
ト
に
嫌
な
物
を
食
べ
さ
せ
る
︑
ゲ

ー
ム
で
ず
る
を
す
る
な
ど
の
﹁
内
的
表
現
﹂︑
う
ん
ち
を
す
る
︑
お

も
ち
ゃ
を
こ
わ
す
な
ど
の
﹁
直
接
噴
射
﹂︑
プ
レ
イ
ル
ー
ム
を
水
浸

し
に
す
る
︑
ぼ
ん
や
り
と
す
る
な
ど
の
﹁
拡
散
﹂︑
偶
然
お
も
ち
ゃ

が
壊
れ
る
︑
熱
が
出
る
な
ど
の
﹁
ハ
プ
ニ
ン
グ
﹂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
分
類
さ
れ
た
︒
そ
し
て
︑
否
定
的
な
こ
と
を
﹁
内
的
表
現
﹂
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
内
省
が
生
ま
れ
た
り
︑﹁
い
や
ー
﹂
と
は
じ
め
て

直
接
的
に
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
が
生
ま
れ
た
り
︑
壊
れ

る
な
ど
の
ハ
プ
ニ
ン
グ
に
よ
っ
て
自
分
の
感
情
が
出
て
き
た
り
す

る
契
機
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
事
例
の
分
析
か
ら
わ
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
に
否
定
的
な
こ
と
に
よ
っ
て
︑
治
療
が
展
開
し
︑
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
が
変
化
し
て
い
く
転
機
に
な
っ
て
お
り
︑
否
定
的
な

こ
と
の
重
要
性
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
否
定
的
な
こ
と
が
生
じ

る
と
︑
保
護
者
と
し
て
は
治
療
が
う
ま
く
進
ん
で
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
が
ち
な
の
で
︑
そ
れ
を
保
護
者
面
接
で
フ
ォ
ロ
ー

す
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
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さ
ら
に
は
発
達
障
害
と
見
立
て
ら
れ
る
子
ど
も
と
︑
発
達
障
害

と
見
立
て
ら
れ
な
い
子
ど
も
と
の
間
で
︑
否
定
的
な
こ
と
の
種
類

が
異
な
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
︒
発
達
障
害
の
子
ど
も
に
お
い
て
︑

﹁
拡
散
﹂
と
﹁
ハ
プ
ニ
ン
グ
﹂
が
有
意
に
多
か
っ
た
の
に
対
し
て
︑

発
達
障
害
と
見
立
て
ら
れ
な
い
子
ど
も
に
お
い
て
は
︑﹁
内
的
表

現
﹂
が
有
意
に
多
か
っ
た
︒﹁
内
的
表
現
﹂
が
主
体
的
な
行
為
で
あ

る
の
に
対
し
て
︑﹁
拡
散
﹂︑
特
に
﹁
ハ
プ
ニ
ン
グ
﹂
は
自
分
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
否
定
的
な
こ
と
で
あ
る
︒
治
療
が
展
開
し

て
い
く
契
機
と
し
て
︑
否
定
的
な
こ
と
が
意
味
を
持
つ
の
は
発
達

障
害
の
場
合
で
も
︑
非
発
達
障
害
の
場
合
で
も
同
じ
で
あ
る
け
れ

ど
も
︑
否
定
的
な
も
の
の
あ
り
方
が
︑
発
達
障
害
の
場
合
に
は
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
か
ら
し
て
も
セ
ラ
ピ
ス
ト
か
ら
し
て
も
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
を
超
え
て
い
る
の
が
興
味
深
い
︒

発
達
障
害
の
心
理
療
法
は
通
常
は
困
難
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
て

お
り5
︑
そ
れ
が
展
開
す
る
た
め
に
は
︑
意
図
的
な
介
入
を
超
え
た

こ
と
が
生
じ
て
く
る
必
要
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
同

じ
よ
う
な
こ
と
は
︑
身
体
疾
患
に
心
理
的
な
ケ
ア
を
行
っ
た
と
き

に
︑
セ
ラ
ピ
ス
ト
が
身
体
的
な
変
調
を
来
す
こ
と
に
つ
い
て
も
当

て
は
ま
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
個
別
に
︑
ま
た

さ
ら
に
多
く
の
事
例
か
ら
の
メ
タ
研
究
を
続
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒

5
心
理
療
法
で
の
メ
タ
調
査

筆
者
た
ち
は
︑
心
理
療
法
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
︑
霊
的
暴
力
︑
否

定
的
な
も
の
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
︑
ま
た
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
変

化
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
否
定
的
な
も
の
が
家
族
な
ど
の
周
囲
と
の

関
係
で
引
き
受
け
ら
れ
方
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
の
か
を

検
討
し
て
き
て
い
る
︒
そ
れ
に
は
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
個
人
の
中
で
︑
身

体
的
に
生
じ
て
い
た
も
の
が
心
理
的
な
も
の
に
変
化
し
て
い
く
こ

と
も
あ
る
︒
ま
た
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
言
わ
ば
霊
的
暴
力
と
取
り
組

む
こ
と
で
︑
家
族
全
体
が
よ
い
よ
う
に
変
化
し
︑
言
わ
ば
家
族
内

の
霊
的
暴
力
が
浄
化
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
逆
に
ク
ラ
イ
エ
ン
ト

が
よ
く
な
る
こ
と
で
︑
家
族
内
︑
周
囲
で
別
の
人
が
霊
的
暴
力
に

さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
も
あ
る
︒

方
法
と
し
て
は
︑
河
合
お
よ
び
共
同
研
究
に
参
加
し
て
く
れ
る

田
中
康
裕
が
︑
グ
ル
ー
プ
・
ス
ー
パ
ー
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
で
聴
く
事
例

に
つ
い
て
︑
上
記
の
視
点
か
ら
分
析
を
加
え
た
︒
ま
だ
研
究
は
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
︑
詳
細
な
分
析
は
ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い

け
れ
ど
も
︑
現
時
点
で
否
定
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑
非

常
に
特
徴
的
な
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
︑
こ
こ
で
報
告

し
て
お
き
た
い6
︒

も
と
も
と
は
︑
心
理
療
法
に
お
け
る
否
定
的
な
も
の
が
変
容
し

た
り
︑
あ
る
い
は
逆
に
生
み
出
さ
れ
た
り
と
い
う
事
象
を
捉
え
る

こ
と
を
こ
の
研
究
の
目
的
と
し
て
い
た
が
︑
現
在
の
と
こ
ろ
で
は
︑

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
否
定
的
な
も
の
に
い
わ
ば
執
着
す
る
事
例
が
意

外
に
目
立
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒
普
通
に
考
え

る
と
︑
否
定
的
な
も
の
か
ら
離
れ
︑
そ
れ
を
解
消
す
る
ほ
う
が
よ

い
よ
う
な
の
に
︑
人
の
こ
こ
ろ
は
複
雑
で
︑
心
理
的
な
症
状
や
社

会
的
に
困
難
な
状
況
な
ど
の
否
定
的
な
も
の
を
無
意
識
的
な
こ
こ

ろ
の
働
き
で
は
あ
れ
︑
キ
ー
プ
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

解
釈
で
き
る
事
例
が
多
い
︒
否
定
的
な
も
の
は
簡
単
に
解
消
で
き

な
い
だ
け
で
は
な
く
て
︑
否
定
的
な
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
の
が
う
か
が
わ
れ
︑
否
定
的
な
も
の
と
の
取
り
組
み
の
研

究
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
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康
裕
他

﹁
発
達
障
害
の
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
に
お
け
る
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
事
象

―

発
達
検
査
︑
日
常
生
活
の
検
討
を
含
め
て
﹂
第
三
〇
回
日
本
箱
庭
療
法

学
会
︵
二
〇
一
六
年
一
〇
月
一
六
日
︶︒

5　

河
合
俊
雄
編
︵
二
〇
一
〇
︶﹃
発
達
障
害
へ
の
心
理
療
法
的
ア
プ
ロ
ー

チ
﹄
創
元
社
︒

6　
河
合
俊
雄
︑
広
井
良
典
︑
内
田
由
紀
子
﹁
文
化
・
歴
史
的
観
点
か
ら
の

こ
こ
ろ
の
豊
か
さ
比
較
研
究
﹂
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ

ー
研
究
報
告
会
ポ
ス
タ
ー
発
表
︵
二
〇
一
六
年
一
二
月
一
一
日
︶︒

�
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1
木
村
素
衞
と
糸
賀
一
雄

本
稿
の
目
的
は
︑
京
都
学
派1
の
美
学
・
教
育
学
者
木
村
素も
と

衞も
り︵

一

八
九
五
︲
一
九
四
六2
︶
と
︑﹁
障
害
福
祉
の
父
﹂
糸
賀
一
雄
︵
一
九
一

四
︲
一
九
六
八
︶
と
の
思
想
的
つ
な
が
り
に
着
目
し
︑﹁
作
る
こ
と
﹂

を
め
ぐ
る
身
心
変
容
と
社
会
形
成
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
で
あ
る
︒

木
村
素
衞
は
︑
戦
前
・
戦
時
下
の
教
育
思
想
界
で
︑
生
命
現
象

と
し
て
﹁
表
現
﹂﹁
形
成
﹂﹁
作
る
こ
と
﹂
を
深
く
探
究
し
︑﹁
表
現

愛
﹂
概
念
を
軸
に
日
本
の
教
育
哲
学
の
礎
を
築
い
た
人
物
で
あ
る
︒

木
村
は
一
九
三
三
年
︑
京
都
帝
国
大
学
の
教
育
学
教
授
法
講
座
へ

教
育
学
者
小
西
重
直
︵
一
八
七
五
︲
一
九
四
八
︶
の
後
任
者
と
し
て

赴
き
︑
教
育
学
研
究
に
転
じ
た
︒
そ
の
際
木
村
は
︑
美
学
・
哲
学

研
究
と
教
育
学
研
究
と
を
別
個
の
学
問
領
域
と
は
捉
え
ず
︑﹁
実
践

の
哲
学
の
研
究
﹂
と
い
う
枠
組
み
よ
り
つ
な
ぎ
留
め
︑
領
域
横
断

的
に
探
究
す
る
立
場
を
と
っ
た
︒
そ
の
道
の
り
に
お
い
て
身
体
性

の
議
論
は
︑
前
期
思
想
か
ら
後
期
思
想
ま
で
一
貫
し
て
︑
中
心
的

テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る3
︒

一
方
︑
糸
賀
一
雄
は
︑
一
九
三
五
年
に
京
都
帝
国
大
学
文
学
部

哲
学
科
に
入
学
し
︑
波
多
野
精
一
︵
一
八
七
七
︲
一
九
五
〇
︶
の
下

で
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
た
︒
そ
し
て
卒
業
後
は
︑
一
九
三
八
年
四

月
か
ら
約
一
年
間
︑
京
都
市
立
第
二
衣
笠
尋
常
小
学
校
で
教
員
を

務
め
︑
そ
の
後
故
郷
鳥
取
の
部
隊
へ
の
召
集
を
経
て
︑
一
九
四
〇

年
に
滋
賀
県
庁
へ
社
会
教
育
主
事
補
と
し
て
赴
任
し
た
︒
こ
の
際
︑

糸
賀
の
転
機
を
働
き
か
け
た
の
が
木
村
で
あ
っ
た
︒﹃
こ
の
子
ら
を

世
の
光
に
―
近
江
学
園
二
十
年
の
願
い
﹄︵
一
九
六
五
年
︶
の
な

か
で
︑
糸
賀
は
木
村
と
の
交
流
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
︒木

村
先
生
を
中
心
と
し
た
グ
ル
ー
プ
に
は
い
っ
た
の
は
︑
卒

業
後
︑
京
都
市
の
第
二
衣
常
小
学
校
の
代
用
教
員
と
な
っ
て
か

ら
の
ち
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
十
三
年
か
ら
お
な
く
な
り
に
な
る

二
十
一
年
ま
で
の
足
か
け
九
年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
し

年
と
と
も
に
深
い
交
わ
り
が
許
さ
れ
た
︒
私
は
木
村
先
生
の
お

す
す
め
で
滋
賀
県
に
来
た
の
で
あ
る
が
︑
終
戦
の
前
後
は
す
っ

か
り
経
済
畑
の
行
政
に
埋
没
し
て
い
て
︑
教
育
の
行
政
か
ら
は

縁
ど
お
く
な
っ
て
い
た
︒
し
か
し
木
村
先
生
と
時
ど
き
話
し
合

い
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
限
り
な
い
慰
め
で
あ
り
救
い
で
あ

っ
た
︒
先
生
は
執
筆
の
た
め
も
あ
っ
て
︑
よ
く
琵
琶
湖
畔
に
宿

を
と
り
︑
数
日
間
滞
在
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
と
き

は
私
は
そ
の
お
世
話
を
す
る
余
沢
で
︑
ひ
と
晩
く
ら
い
は
先
生

と
大
い
に
語
る
の
で
あ
っ
た
︒
徹
夜
を
し
て
し
ま
う
よ
う
な
こ

と
も
あ
っ
た
︒﹇
糸
賀
︑
一
九
八
二
a
：
三
六
﹈

両
者
の
親
交
が
始
ま
っ
た
一
九
三
八
年
は
︑
折
し
も
木
村
が
主

著
﹃
表
現
愛
﹄︵
一
九
三
九
年
︶
に
所
収
さ
れ
る
諸
論
考
を
構
想
︑
執

筆
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
︒
糸
賀
は
︑
池
田
太
郎4
︵
一
九
〇
八

︲
一
九
八
七
︶
と
と
も
に
頻
繁
に
木
村
の
家
を
訪
れ
︑
教
育
に
つ
い

て
語
り
合
い
多
く
の
示
唆
を
得
た5
﹇
髙
谷
二
〇
〇
五
：
七
三
︲
七
四
﹈︒

糸
賀
の
述
懐
に
よ
る
と
︑﹁
終
戦
の
詔
勅
﹂
の
四
︑
五
日
前
︑
た
ま

た
ま
訪
ね
て
き
て
い
た
木
村
に
︑
糸
賀
は
﹁
新
聞
記
者
た
ち
の
さ

さ
や
き
か
ら
﹂
聞
き
知
っ
た
ば
か
り
の
﹁
重
大
ニ
ュ
ー
ス
﹂
を
伝

え
た
︒﹁
先
生
は
そ
の
と
き
く
わ
っ
と
目
を
み
ひ
ら
き
︑
射
す
よ
う

な
光
を
た
た
え
て
︑
私
の
手
を
ひ
し
と
握
ら
れ
た
︒
そ
し
て
︑﹃
い

と
が
君
︑
こ
れ
か
ら
だ
な
︒
い
よ
い
よ
こ
れ
か
ら
だ
ぞ
﹄
と
か
た

く
握
り
し
め
る
の
で
あ
っ
た
﹂﹇
糸
賀
一
九
八
二
b
：
三
五
﹈︒

そ
の
翌
年
の
二
月
︑
木
村
は
後
の
糸
賀
と
同
じ
く
︑
講
演
先
で

急
逝
す
る
の
だ
が
︑
糸
賀
は
そ
の
年
の
一
一
月
に
︑
戦
争
で
家
族

や
住
む
場
所
を
失
っ
た
戦
災
孤
児
と
知
的
障
害
児6
の
た
め
に
近
江

学
園
を
設
立
し
︑
理
論
と
実
践
と
を
か
け
結
び
な
が
ら
︑
障
害
福

祉
の
充
実
に
生
涯
を
捧
げ
た
︒
糸
賀
の
膨
大
な
功
績
に
つ
い
て
こ

こ
で
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が7
︑
本
稿
は
︑
糸
賀
が
障

害
福
祉
の
営
み
の
先
に
︑
社
会
形
成
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
た

事
実
に
着
目
し
︑
木
村
教
育
学
と
の
共
鳴
を
浮
き
彫
り
に
し
て
み

た
い
︒
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第二部　身心変容と芸術・芸能

「
作
る
こ
と
」と
身
心
変
容

―
木
村
素
衞
︲
糸
賀
一
雄
の
思
想
的
つ
な
が
り
を
通
し
て

門
前
斐
紀

大
阪
成
蹊
大
学
・
天
理
大
学
非
常
勤
講
師
／
教
育
学

第
二
部
❖
身
心
変
容
と
芸
術
・
芸
能



2
木
村
素
衞
の
教
育
思
想

2-
1
　「
表
現
愛
」の
教
育
学

﹁
表
現
愛
﹂
の
概
念
は
︑
代
表
的
論
文
﹁
表
現
愛
﹂︵
一
九
三
八

年
︶
第
二
部
﹁
表
現
愛
の
構
造
﹂
の
な
か
で
提
起
さ
れ
た8
︒
注
意

す
べ
き
は
そ
の
言
葉
が
︑
個
人
的
内
面
的
感
情
と
し
て
の
﹁
愛
﹂

―
﹁
愛
の
表
現
﹂﹁
表
現
を
愛
す
る
﹂
な
ど
―
を
指
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
点
で
あ
る
﹇
小
林
一
九
九
七
：
二
二
四
﹈︒
木
村
の
言

う
﹁
表
現
愛
﹂
と
は
︑﹁
身
体
的
存
在
﹂
と
し
て
生
き
る
﹁
人
間
的

存
在
﹂
に
と
っ
て
の
世
界
の
成
り
立
ち
︑
世
界
構
造
を
意
味
す
る
︒

そ
し
て
︑﹁
表
現
愛
﹂
を
記
述
す
る
う
え
で
鍵
と
な
る
の
が
︑
彫
刻

を
刻
々
と
か
た
ち
作
る
﹁
鑿の

み

に
於
け
る
眼
﹂
や
︑
描
画
の
一
手
間

ご
と
の
あ
い
だ
に
働
く
﹁
刷は

毛け

の
眼
﹂
な
ど
︑﹁
作
る
こ
と
﹂
の
動

勢
に
沿
う
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
身
体
論
で
あ
る
︒

﹁
表
現
愛
﹂
に
つ
い
て
の
論
考
が
︑
こ
の
よ
う
に
芸
術
的
制
作
の

作
業
性
に
焦
点
を
絞
っ
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
大
き
い
︒
た
だ
し

木
村
は
︑
自
身
の
論
理
が
芸
術
的
制
作
の
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
に
着

目
す
る
か
ら
と
い
っ
て
︑
自
ら
の
立
場
が
︑
人
間
の
生
活
全
体
を

芸
術
か
ら
捉
え
返
す
﹁
芸
術
至
上
主
義
﹂
や
﹁
汎
美
主
義
﹂
で
は

決
し
て
な
い
こ
と
を
断
っ
て
い
る
﹇
木
村
一
九
四
一
a
：
九
二9
﹈︒

そ
の
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
は
︑
思
想
の
端
緒
と
言

わ
れ
る
時
期
の
論
理
構
想
で
あ
る
︒
一
九
三
一
年
よ
り
推
敲
が
重

ね
ら
れ
︑
思
想
開
花
を
象
徴
す
る
と
言
わ
れ
る
論
文
﹁
一
打
の
鑿
﹂

︵
一
九
三
三
年
︶
は
︑
先
述
の
﹁
鑿
の
眼
﹂
の
身
体
論
を
論
じ
る
芸

術
的
制
作
的
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
論
で
あ
る
︒
た
だ
︑
論
文
﹁
一
打

の
鑿
﹂
は
同
時
期
に
思
索
時
期
を
重
ね
る
か
た
ち
で
執
筆
さ
れ
た

論
文
﹁
意
志
と
行
為
﹂︵
一
九
三
二
年
︶
の
道
徳
的
社
会
的
﹁
プ
ラ

ク
シ
ス
﹂
論
と
セ
ッ
ト
で
構
想
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
前
期
で

は
さ
し
あ
た
り
舞
台
を
分
け
て
考
察
さ
れ
て
い
た
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂

と
﹁
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
は
︑
後
期
教
育
学
に
至
り
最
終
的
に
は
︑
身

体
的
行
為
一
般
の
原
理
と
し
て
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
＝
プ
ラ
ク
シ
ス10
﹂

と
記
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
表
現
愛
﹂
の
思
想
は
︑
芸
術
的
制
作
の

﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
の
原
理
を
︑
人
間
的
生
の
﹁
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
原
理

が
も
っ
と
も
鮮
明
に
現
れ
る
根
源
的
な
営
み
と
捉
え
て
い
る
の
で

あ
り
︑
思
索
の
重
心
は
ど
ち
ら
か
一
方
と
い
う
よ
り
も
︑
つ
ね
に
︑

芸
術
的
制
作
的
創
造
性
と
社
会
的
実
践
的
道
徳
性
と
の
切
り
結
び
︑

相
互
依
拠
的
連
関
︑
相
乗
的
な
ふ
く
ら
み
に
向
け
ら
れ
て
い
た
︒

独
り
芸
術
家
の
み
な
ら
ず
一
般
の
人
々
も
亦
常
に
具
体
的
直

接
的
に
は
一
切
の
概
念
を
何
等
か
の
程
度
に
於
て
感
性
的
に
生

き
抜
い
て
い
る
﹇
木
村
︑
一
九
九
七
：
一
二
〇
︲
一
二
一
﹈

木
村
は
こ
の
よ
う
に
︑
す
べ
て
の
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
現
場
に
お

い
て
︑
知
識
や
概
念
を
﹁
感
性
的
に
生
き
抜
い
て
い
る
﹂
こ
と
を

直
観
し
︑
そ
の
よ
う
な
人
間
の
生
の
奥
行
き
へ
分
け
入
る
た
め
の

概
念
装
置
と
し
て
﹁
表
現
愛
﹂
を
提
起
し
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
︑

そ
れ
ぞ
れ
に
相
異
な
り
と
き
に
相
剋
し
合
う
﹁
個
的
存
在
﹂
同
士

が
︑﹁
歴
史
的
社
会
的
存
在
﹂
と
し
て
い
か
に
関
わ
り
合
い
共
存
し

得
る
か
を
︑
教
育
学
の
領
域
か
ら
示
し
出
す
こ
と
を
自
身
の
課
題

と
し
た
︒

2-

2
　「
表
現
愛
」を
生
き
る
身
体

表
現
と
云
う
と
き
︑
こ
の
書
に
於
て
は
私
は
そ
れ
を
広
い
意

味
に
理
解
し
て
い
る
︒
単
に
内
的
生
命
の
身
体
に
於
け
る
直
接

の
発
動
や
或
は
言
表
に
限
ら
ず
︑
ま
た
作
り
現
わ
さ
れ
た
も
の

と
し
て
の
様
々
な
制
作
物
や
所
産
に
限
ら
ず
︑
こ
れ
ら
を
含
み

入
れ
て
更
に
一
層
具
体
的
包
括
的
に
︑
凡
そ
何
も
の
か
を
作
り

現
わ
す
こ
と
に
於
て
み
ず
か
ら
の
存
在
を
具
体
的
に
維
持
し
て

行
く
よ
う
な
生
命
の
は
た
ら
き
を
︑
表
現
と
し
て
理
解
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒﹇
木
村
︑
一
九
九
七
：
八
﹈

こ
れ
は
主
著
﹃
表
現
愛
﹄
序
文
の
な
か
の
一
節
で
あ
る
︒﹁
表
現

愛
﹂
の
世
界
構
造
に
お
い
て
は
こ
の
よ
う
に
︑
日
々
の
身
体
表
現

や
︑
芸
術
的
制
作
や
創
作
の
表
現
活
動
︑
ま
た
そ
の
過
程
で
作
り

現
さ
れ
る
事
物
や
作
品
な
ど
を
含
み
入
れ
︑﹁
更
に
一
層
具
体
的
包

括
的
﹂
に
︑﹁
何
も
の
か
を
作
り
現
わ
す
こ
と
に
於
て
み
ず
か
ら
の

存
在
を
具
体
的
に
維
持
し
て
行
く
よ
う
な
生
命
の
は
た
ら
き
﹂
の

次
元
か
ら
﹁
表
現
﹂
の
営
み
が
捉
え
返
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
自
己

と
他
者
︑
主
体
と
客
体
と
を
分
つ
﹁
分
析
論
理
﹂
を
超
え
た
議
論

で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
こ
で
言
う
﹁
表
現
﹂
が
︑
自
己
表
現
の

枠
組
み
に
は
回
収
さ
れ
ず
︑﹁
表
現
愛
﹂
と
い
う
世
界
構
造
を
共
有

す
る
あ
ら
ゆ
る
自
他
︑
主
客
の
関
わ
り
合
い
そ
の
も
の
︑
つ
ま
り

は
﹁
表
現
的
世
界
﹂
の
側
の
生
命
現
象
を
指
し
て
い
る
点
に
留
意

し
て
お
き
た
い
︒

木
村
に
よ
れ
ば
︑﹁
表
現
愛
﹂
と
い
う
世
界
構
造
は
︑﹁
エ
ロ
ス
﹂

と
﹁
ア
ガ
ペ
﹂
と
い
う
二
つ
の
愛
の
原
理
の
﹁
弁
証
法
的
綜
合
﹂

か
ら
成
り
立
つ
︒
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
と
い
う
術
語
は
︑
ス
ウ
ェ
ー

デ
ン
の
神
学
者
A
・
ニ
グ
レ
ン
︵A

nders N
ygren

：
一
八
九
〇
︲
一

九
七
八
︶
の
著
作
﹃
ア
ガ
ペ
ー
と
エ
ロ
ー
ス
︵Eros und Agape

︶﹄︵
一

九
三
〇
︲
一
九
三
六
年
︶
に
由
来
す
る
︒
ニ
グ
レ
ン
は
︑
キ
リ
ス
ト

教
の
根
本
観
念
と
し
て
神
の
絶
対
愛
を
意
味
す
る
ア
ガ
ペ
が
︑
人

間
的
な
愛
︑
つ
ま
り
は
上
昇
志
向
の
自
己
救
済
愛
で
あ
り
究
極
の

と
こ
ろ
自
己
中
心
的
愛
で
あ
る
エ
ロ
ス
と
混
同
さ
れ
が
ち
で
あ
る

こ
と
を
非
難
し
︑
両
者
を
峻
別
す
る
︒

し
か
し
な
が
ら
木
村
は
︑
エ
ロ
ス
を
望
ま
し
い
も
の
を
求
め
作

り
現
そ
う
と
す
る
価
値
志
向
的
意
志
的
﹁
向
上
的
愛
﹂
と
理
解
し
︑

一
方
の
ア
ガ
ペ
を
価
値
に
対
し
て
無
関
心
的
で
無
動
機
的
な
絶
対

肯
定
的
﹁
絶
対
的
愛
﹂
と
し
て
︑
両
原
理
の
違
い
を
際
立
て
た
う

え
で
︑﹁
か
く
の
如
く
互
い
に
矛
盾
す
る
両
原
理
の
相
即
に
於
て
成

立
し
︑
本
来
的
に
両
原
理
の
弁
証
法
的
綜
合
を
構
造
連
関
と
す
る

よ
う
な
世
界
構
造
﹂
と
し
て
﹁
表
現
愛
﹂
を
提
起
す
る
︒
つ
ま
り
︑

﹁
表
現
愛
﹂
の
世
界
構
造
は
︑﹁
作
る
こ
と
﹂﹁
何
も
の
か
を
作
り
現

わ
す
こ
と
﹂
の
た
だ
中
に
お
い
て
︑
エ
ロ
ス
と
ア
ガ
ペ
が
互
い
の

原
理
の
違
い
を
一
方
の
不
可
欠
な
媒
介
作
用
と
し
︑﹁
弁
証
法
的
自

同
性
﹂
の
下
に
連
関
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
基
本
的
な
原
理
と
す

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒
言
い
換
え
る
と
︑﹁
表
現
愛
﹂
と
は
︑

個
々
人
と
し
て
の
﹁
個
的
主
体
﹂
が
︑
環
境
や
他
者
と
の
間
に
身

体
的
行
為
的
に
関
わ
り
合
う
な
か
に
︑
エ
ロ
ス
が
ア
ガ
ペ
に
支
え

ら
れ
︑
ア
ガ
ペ
が
エ
ロ
ス
を
契
機
と
し
て
と
も
に
成
り
立
つ
動
勢

を
示
し
出
す
概
念
と
言
え
る
︒

か
く
し
て
そ
こ
に
開
け
た
展
望
が
表
現
愛
の
世
界
に
他
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
歴
史
的
自
然
は
今
や
自
己
を
包
む
超
越

0

0

的0

世
界
の
内
に
自
己
を
発
見
す
る
︒
時
の
限
り
な
き
流
れ
が
永

遠
の
現
在
に
包
ま
れ
︑
意
志
の
限
り
な
き
悩
み
が
絶
対
の
愛
に

抱
か
れ
る
︒
文
化
の
意
味
は
一
層
深
め
ら
れ
︑
歴
史
は
こ
こ
で
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は
移
ろ
い
つ
つ
永
遠
に
移
ろ
わ
な
い
︒
―
人
間
の
自
覚
性
も

か
か
る
世
界
の
自
覚
点
と
し
て
自
己
の
主
体
性
を
自
覚
す
る
こ

と
に
於
て
︑
真
実
に
み
ず
か
ら
に
徹
す
る
と
云
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
︒
人
間
の
自
由
も
か
く
の
如
き
自
覚
に
於
て
初
め

て
一
切
の
障
り
か
ら
免
れ
て
完
き
を
得
る
と
云
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
︒
こ
こ
で
は
人
間
の
道
は
直
ち
に
絶
対
的
実
在
の

道
で
あ
り
︑
人
間
の
窮
極
的
使
命
は
か
く
の
如
き
自
覚
の
実
践

に
在
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
︒﹇
木
村
︑
一
九
九

七
：
八
四
﹈

以
上
の
よ
う
な
﹁
表
現
愛
﹂
の
構
造
は
︑
主
客
二
元
論
的
な
認

識
論
に
基
づ
く
限
り
見
え
て
こ
な
い
﹁
作
る
こ
と
﹂
の
側
面
に
光

を
当
て
て
い
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
は
︑﹁
作
り
現
す
﹂
作
用
が
︑

分
析
論
理
に
基
づ
く
自
他
の
認
識
や
︑
自
己
か
ら
他
者
・
環
境
へ
︑

あ
る
い
は
他
者
・
環
境
か
ら
自
己
へ
と
い
う
方
向
的
ベ
ク
ト
ル
軸

を
伴
う
能
動
的
主
体
性
の
枠
組
み
を
︑
つ
ね
に
超
え
出
る
側
面
で

あ
る
︒
引
用
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
︑﹁
表
現
愛
﹂
と
は
︑
分
節

的
に
区
別
さ
れ
る
主
体
と
客
体
︑
自
己
と
他
者
・
環
境
の
そ
れ
ぞ

れ
が
直
に
対
面
し
︑
対
象
的
に
把
握
す
る
世
界
で
は
な
い
︒﹁
表
現

愛
﹂
は
︑﹁
歴
史
的
自
然
﹂
―
そ
れ
は
対
話
的
交
渉
を
通
し
﹁
汝
﹂

的
に
対
面
さ
れ
る
外
界
と
し
て
の
環
境
で
は
な
く
︑
身
体
を
﹁
内

に
包
み
︑
そ
こ
に
於
て
生
み
そ
こ
に
於
て
育
て
そ
こ
に
於
て
営
ま

し
め
遂
に
そ
こ
に
於
て
死
な
し
め
る
歴
史
的
自
然
﹂
と
述
べ
ら
れ

る
﹇
木
村
一
九
九
七
：
五
九
︲
六
〇
﹈

―
つ
ま
り
は
︑
主
体
と
客

体
︑
自
己
と
他
者
・
環
境
と
の
刻
一
刻
の
関
係
性
自
体
が
︑
発
見

的
に
己
を
自
覚
す
る
﹁
超
越
的
世
界
﹂
で
あ
る11
︒
こ
こ
で
は
﹁
何

ご
と
か
を
作
り
現
わ
す
こ
と
﹂
は
︑
個
的
な
認
識
や
主
体
性
を
底

支
え
す
る
世
界
の
営
み
と
し
て
問
い
返
さ
れ
て
く
る
︒

こ
う
し
た
側
面
を
考
慮
す
る
こ
と
は
︑
認
識
や
能
動
的
主
体
性

の
働
き
を
反
古
に
す
る
の
で
は
な
く
︑
か
え
っ
て
そ
う
し
た
問
題

圏
が
ど
の
よ
う
に
立
ち
現
れ
て
い
る
の
か
を
根
本
的
に
理
解
す
る

う
え
で
極
め
て
重
要
と
考
え
ら
れ
る
︒
木
村
教
育
学
︑﹁
表
現
愛
﹂

思
想
を
読
み
解
く
こ
と
が
今
日
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
か
に
つ

い
て
は
︑
次
節
の
糸
賀
の
福
祉
思
想
を
踏
ま
え
た
う
え
で
改
め
て

後
述
す
る
が
︑
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
︑﹁
表
現
愛
﹂
を
生
き
る
身

体
が
︑
原
理
上
︑﹁
作
る
こ
と
﹂﹁
作
り
現
わ
す
こ
と
﹂
を
介
す
る

相
互
交
渉
を
︑
意
欲
的
意
志
的
努
力
的
な
﹁
エ
ロ
ス
的
立
場
﹂
と

し
て
直
接
的
に
折
衝
し
合
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
決
し
て
明
確

に
は
対
象
化
し
得
な
い
︑﹁
歴
史
的
自
然
﹂
の
生
命
的
次
元
に
根
差

し
つ
つ
表
現
的
形
成
的
に
﹁
作
り
現
わ
し
て
﹂
い
る
と
い
う
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

3
糸
賀
一
雄
の
福
祉
思
想

3-

1
　「
教
育
」と「
福
祉
」を
機
軸
と
す
る
社
会
形
成
論

一
九
六
〇
年
五
月
八
日
の
﹁
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会
﹂
講
演
会
で
︑

糸
賀
は
︑
障
害
福
祉
の
充
実
や
障
害
を
も
つ
人
々
の
社
会
進
出
に

は
︑
個
々
人
の
社
会
的
自
立
と
い
う
側
面
に
留
ま
ら
ず
︑
社
会
形

成
︑
社
会
の
変
革
の
意
義
が
あ
る
と
説
い
た
︒﹁
生
活
︑
教
育
︑
生

産
﹂
を
三
本
柱
と
す
る
糸
賀
の
一
連
の
実
践
は
︑
障
害
を
も
つ
人
々

の
た
め
の
み
な
ら
ず
︑
社
会
全
体
の
健
全
な
発
展
の
た
め
に
必
要

不
可
欠
な
営
み
だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
主
張
は
後
年
ま
で
引
き
継
が
れ
︑﹁
こ
の
子
ら
を
世
の
光

に
﹂
の
フ
レ
ー
ズ
を
下
支
え
す
る
思
想
と
な
っ
た12
︒
糸
賀
は
︑
障

害
福
祉
の
社
会
的
意
義
は
︑
障
害
を
も
つ
人
々
の
社
会
的
保
障
の

拡
大
と
充
実
に
留
ま
ら
ず
︑
そ
の
先
に
あ
る
と
考
え
た
︒
そ
し
て
︑

障
害
を
も
つ
人
々
が
社
会
に
関
わ
る
と
こ
ろ
に
︑﹁
内
容
的
に
新
し

い
内
面
的
な
社
会
形
成
が
成
さ
れ
る
方
向
﹂
を
確
信
し
て
い
た
︒

糸
賀
が
自
身
の
課
題
と
し
た
の
は
︑﹁
最
も
理
解
さ
れ
に
く
か
っ
た

精
神
薄
弱
者
の
こ
と
が
︑
彼
ら
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
よ
う
な
内
面
的
︑
質
的
な
社
会
形
成
の
問
題
﹂
の

解
明
で
あ
っ
た
﹇
糸
賀
一
九
八
二
b
：
三
一
四
︲
三
一
五
﹈︒

以
下
は
︑
糸
賀
の
思
想
を
も
っ
と
も
良
く
示
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
︑
論
文
﹁
自
己
実
現
の
教
育
―
重
症
心
身
障
害
児
教
育
の

実
践
を
通
し
て
学
ん
だ
も
の
﹂︵
一
九
六
七
年13

︶
の
最
後
の
一
節
で

あ
る
︒私

た
ち
は
︑
こ
の
子
た
ち
の
前
に
立
っ
て
教
育
を
語
る
ま
え

に
︑
自
分
自
身
を
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
の
で
す
︒
そ
し

て
さ
ら
に
︑
こ
の
問
題
は
︑
お
よ
そ
教
育
の
名
に
お
い
て
単
な

る
文
化
財
の
伝
達
を
も
っ
て
こ
と
足
れ
り
と
す
る
立
場
を
越
え

て
︑
教
育
が
そ
の
底
に
人
間
の
教
育
に
つ
い
て
掘
り
さ
げ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
く
れ
る
の
で
す
︒
お
そ
ら
く
は
教
育
と
か
福
祉
の
実
践

を
問
う
と
こ
ろ
に
私
た
ち
を
い
ざ
な
う
足
が
か
り
が
あ
る
と
い

っ
た
ほ
う
が
︑
よ
り
正
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
の
で

す
︒﹇
糸
賀
︑
二
〇
〇
九
：
八
六
﹈

こ
の
よ
う
に
糸
賀
は
︑
教
育
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
重
要
な
の

は
︑
教
育
内
容
の
伝
達
で
は
な
く
︑﹁
人
間
の
教
育
﹂
に
つ
い
て
掘

り
下
げ
る
こ
と
だ
と
言
う
︒
ま
た
福
祉
に
関
し
て
は
︑
糸
賀
は
福

祉
の
現
場
を
﹁
個
性
的
な
自
己
実
現
﹂
の
場
︑
一
人
ひ
と
り
が
生

ま
れ
な
が
ら
に
も
っ
て
い
る
﹁
人
格
発
達
の
権
利
﹂
を
追
求
す
る

現
場
と
捉
え
て
い
た
﹇
同
書
：
八
三
︲
八
四
﹈︒
こ
の
と
き
︑﹁
人
間

の
教
育
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
︑﹁
個
性
的
な
自
己
実
現
﹂
を

促
す
こ
と
は
い
か
に
可
能
か
︑
実
践
の
奥
行
き
を
問
い
続
け
る
と

こ
ろ
で
︑
教
育
と
福
祉
の
営
み
は
重
な
り
合
う
︒
こ
の
よ
う
に
︑
糸

賀
が
福
祉
の
実
践
の
な
か
に
社
会
形
成
の
鍵
と
な
る
特
有
な
意
義

を
見
出
す
と
き
︑
福
祉
の
実
践
は
お
の
ず
と
教
育
的
営
み
を
含
み

込
ん
で
お
り
︑
教
育
的
側
面
を
契
機
と
し
て
福
祉
は
他
の
社
会
的

営
み
と
有
機
的
つ
な
が
り
を
保
つ
︒

﹁
障
害
を
も
っ
た
子
ど
も
は
そ
の
障
害
と
戦
い
︑
障
害
を
克
服
し

て
い
く
努
力
の
な
か
に
︑
そ
の
人
格
が
ゆ
た
か
に
伸
び
て
い
き
ま

す
﹂︒
糸
賀
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
︑
福
祉
と
教
育
と
が
結
び
合
う
と

こ
ろ
に
︑
年
齢
的
な
発
達
段
階
説
や
能
力
観
に
則
し
た
縦
の
発
達

論
を
参
照
し
な
が
ら
も
︑
段
階
説
や
能
力
観
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
︑

﹁
発
達
段
階
の
中
身
﹂
そ
の
も
の
が
﹁
豊
か
に
充
実
し
て
い
く
生
き

方
﹂
を
見
出
す
︒
そ
し
て
︑
一
人
ひ
と
り
の
﹁
発
達
段
階
の
中
身
﹂

が
し
っ
か
り
と
保
障
さ
れ
見
守
ら
れ
る
社
会
は
︑
障
害
福
祉
の
領

域
に
限
ら
ず
︑
そ
の
他
の
全
体
的
な
制
度
や
体
制
︑
技
術
︑
ま
た

そ
れ
ら
を
支
え
る
人
間
理
解
に
お
い
て
も
︑
格
段
に
充
実
す
る
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
︑
と
糸
賀
は
考
え
る
︒

重
症
の
心
身
障
害
と
い
う
限
界
状
態
に
置
か
れ
て
い
る
こ
の

子
ら
の
努
力
の
姿
を
見
て
︑
か
つ
て
私
た
ち
の
社
会
功
利
主
義

的
な
考
え
方
が
反
省
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
︑
心
身
障
害
を
も
つ

す
べ
て
の
人
た
ち
の
生
産
的
生
活
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
そ
の
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こ
と
に
よ
っ
て
︑
社
会
が
開
眼
さ
れ
思
想
の
変
革
ま
で
が
生
産

さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
人
が
人
を
理
解
す

る
と
い
う
こ
と
の
深
い
意
味
を
探
究
し
︑
そ
の
価
値
に
め
ざ
め
︑

理
解
を
中
核
と
し
た
社
会
形
成
の
理
念
を
め
ざ
す
な
ら
ば
︑
そ

れ
は
ど
ん
な
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
︒﹇
同
書
：
八
四

︲
八
五
﹈

3-

2「
発
達
保
障
」思
想
に
お
け
る「
縦
軸
」と「
横
軸
」

上
記
の
よ
う
に
︑
糸
賀
の
福
祉
思
想
は
︑
障
害
福
祉
を
社
会
形

成
・
公
共
倫
理
の
起
爆
剤
と
し
て
位
置
づ
け
た
︒
つ
ま
り
︑﹁
重
症

心
身
障
害
児
﹂
が
﹁
自
己
実
現
と
い
う
生
産
活
動
﹂
に
携
わ
る
こ

と
に
は
︑
そ
の
子
ど
も
自
身
の
自
己
実
現
の
ほ
か
に
︑﹁
も
う
ひ
と

つ
新
し
い
生
産
活
動
﹂
が
伴
う
と
糸
賀
は
言
う
︒
こ
の
主
張
が
も

っ
と
も
鮮
明
に
反
映
さ
れ
た
の
は
︑
糸
賀
の
人
間
理
解
の
根
幹
と

言
え
る
﹁
発
達
保
障
﹂
の
概
念
で
あ
る14
︒
糸
賀
の
﹁
発
達
保
障
﹂

の
考
え
方
は
︑
以
下
の
記
述
に
示
し
出
さ
れ
て
い
る
︒

縦
軸
の
発
達
で
ほ
と
ん
ど
絶
望
で
あ
っ
て
も
︑
横
軸
の
発
達

は
無
限
と
い
っ
て
も
よ
い
︒
こ
の
横
軸
の
充
実
が
上
へ
の
発
達

を
促
す
の
で
あ
る
︒
ど
ん
な
に
ひ
ま
が
か
か
っ
て
も
︑
こ
の
道

行
き
そ
の
も
の
は
︑
万
人
に
共
通
の
も
の
で
あ
る
︒
無
限
な
横

軸
の
充
実
︑
そ
こ
に
そ
の
子
ど
も
の
人
生
の
充
実
が
期
待
さ
れ

る
︒
心
身
の
障
害
が
ど
ん
な
に
重
く
て
も
︑
そ
の
障
害
を
克
服

す
る
努
力
と
と
も
に
︑
い
ま
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
方

向
で
︑
無
限
の
発
達
の
可
能
性
に
挑
戦
す
る
と
い
う
の
が
こ
の

子
の
人
生
の
意
義
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
び

と
に
あ
て
は
ま
る
原
理
で
は
あ
る
ま
い
か
︒
人
間
の
価
値
は
こ

の
縦
軸
の
比
較
の
世
界
で
相
対
的
に
評
価
さ
れ
る
ば
か
り
で
な

く
︑
横
軸
へ
の
無
限
の
挑
戦
の
中
に
見
ら
れ
る
絶
対
的
な
価
値

の
基
準
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒﹇
糸

賀
︑
一
九
八
三
：
四
〇
一
︲
四
〇
二
﹈

糸
賀
の
﹁
発
達
保
障
﹂
論
は
︑
こ
の
よ
う
に
︑
障
害
の
重
さ
や

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
縦
軸
の
発
達
﹂
軸
の
す
べ
て
の
瞬
間
に
お

い
て
︑﹁
無
限
な
横
軸
の
充
実
﹂︑﹁
人
生
の
充
実
﹂
が
広
が
り
得
る

と
指
摘
す
る
︒
こ
の
見
通
し
は
大
筋
の
と
こ
ろ
︑
刻
一
刻
の
意
欲

的
意
志
的
努
力
的
な
﹁
エ
ロ
ス
的
立
場
﹂
が
︑
一
瞬
ご
と
の
現
在

の
絶
対
肯
定
で
あ
る
﹁
ア
ガ
ペ
﹂
と
相
互
依
拠
的
に
連
関
す
る
︑

﹁
表
現
愛
﹂
の
世
界
構
造
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
木
村
教

育
学
が
﹁
表
現
愛
﹂
を
生
き
る
身
体
を
終
始
︑
芸
術
的
で
創
造
性

に
関
わ
る
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
﹂
と
社
会
的
で
人
格
性
に
関
わ
る
﹁
プ

ラ
ク
シ
ス
﹂
の
両
軸
か
ら
探
り
︑
最
終
的
に
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
＝
プ

ラ
ク
シ
ス
﹂
と
述
べ
た
点
も
︑﹁
縦
軸
の
発
達
﹂
と
﹁
無
限
な
横

軸
﹂
の
伸
び
広
が
り
を
摑
み
取
る
糸
賀
の
﹁
発
達
保
障
﹂
の
考
え

に
流
れ
込
ん
で
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑
糸
賀
が
教
育
︲
福
祉
を
機
軸
に
構
想
し
た
社

会
形
成
の
論
理
は
︑
木
村
教
育
学
と
同
様
︑
目
の
前
に
立
ち
現
れ

て
く
る
他
者
の
在
り
方
に
無
限
の
奥
行
き
を
見
出
し
︑
単
な
る
社

会
契
約
的
な
関
係
性
を
超
え
て
︑
互
い
に
未
知
の
発
展
・
変
容
可

能
性
を
見
据
え
つ
つ
関
わ
り
合
う
地
平
を
描
き
出
し
て
い
る
︒
こ

の
視
点
は
︑
福
祉
的
教
育
的
関
係
性
に
不
可
欠
の
み
な
ら
ず
︑
社

会
一
般
の
人
々
が
伸
び
や
か
に
自
己
を
編
み
直
し
つ
つ
関
わ
り
合

う
鍵
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
木
村
教
育
学
か
ら
照
射
さ

れ
る
﹁
表
現
﹂﹁
形
成
﹂﹁
作
る
こ
と
﹂
の
テ
ー
マ
に
沿
い
︑
糸
賀

の
﹁
人
間
の
教
育
﹂
に
関
す
る
思
想
が
い
か
な
る
実
践
に
結
び
つ

い
て
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
今
後
機
会
を
改
め
て
検
討
し
た

い
︒
た
だ
︑
こ
こ
で
は
糸
賀
が
︑
障
害
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
の
﹁
生

産
教
育
﹂
の
鍵
を
半
ば
﹁
す
べ
て
の
人
び
と
﹂
に
敷
衍
す
る
か
た

ち
で
︑
以
下
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
︒

家
庭
で
も
︑
学
校
で
も
︑
施
設
で
も
︑
精
神
薄
弱
者
ま
た
は

精
神
薄
弱
児
が
社
会
的
な
広
が
り
を
も
っ
て
く
る
そ
の
手
が
か

り
と
な
る
も
の
は
︑
具
体
的
に
は
な
に
か
と
い
う
と
︑
物
を
つ

く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
物
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
を
と
お

し
て
以
外
に
は
︑
私
た
ち
は
社
会
的
な
広
が
り
を
も
つ
こ
と
は

で
き
な
い
と
考
え
て
も
い
い
︒﹇
糸
賀
︑
一
九
八
二
b
：
三
一
三
﹈

糸
賀
の
主
張
は
︑﹁
愛
と
共
感
﹂
の
テ
ー
マ
な
ど
に
お
い
て
︑
他

者
理
解
と
い
っ
た
内
面
性
の
議
論
や
思
い
や
り
の
心
情
論
に
集
約

さ
れ
が
ち
だ
が
︑
実
の
と
こ
ろ
は
引
用
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑

﹁
物
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
﹂
と
社
会
性
︑
木
村
教
育
学
の
用
語
で

言
え
ば
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
＝
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
を
め
ぐ
る
人
間
存
在
論

を
呈
し
て
い
る
︒
糸
賀
は
︑
社
会
的
立
場
や
職
業
に
か
か
わ
ら
ず
︑

す
べ
て
の
人
間
は
社
会
的
な
﹁
間
柄
的
存
在
﹂
で
あ
り
︑
存
在
の

仕
方
の
根
本
か
ら
︑
広
義
の
教
育
︲
福
祉
的
実
践
課
題
を
携
え
つ

つ
関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
考
え
た
︒
こ
の
点
か
ら
も
︑
木
村
教
育

学
が
﹁
表
現
愛
﹂
と
し
て
探
究
し
た
﹁
身
体
的
存
在
﹂
に
と
っ
て

の
世
界
構
造
が
︑
糸
賀
に
お
い
て
は
障
害
福
祉
の
現
場
か
ら
問
い

質
さ
れ
︑
教
育
と
福
祉
と
を
統
合
し
た
切
り
口
か
ら
︑
社
会
形
成

の
論
理
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

4
「
作
る
こ
と
」と
身
心
変
容

以
上
︑
本
稿
は
美
学
・
教
育
学
者
木
村
素
衞
と
︑﹁
障
害
福
祉
の

父
﹂
糸
賀
一
雄
の
思
想
的
つ
な
が
り
を
︑﹁
作
る
こ
と
﹂︑
身
体
的

行
為
的
に
﹁
何
も
の
か
を
作
り
現
わ
す
こ
と
﹂
を
め
ぐ
る
人
間
存

在
論
に
見
出
し
て
き
た
︒
そ
こ
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
︑
両
者

と
も
に
﹁
作
る
こ
と
﹂
の
作
用
を
︑
主
客
・
自
他
未
分
的
に
捉
え
︑

分
析
論
理
を
超
え
た
と
こ
ろ
か
ら
の
身
心
変
容
・
社
会
形
成
の
機

軸
と
捉
え
て
い
る
点
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
生
産
︲
消
費
軸
に
沿
う
合
理
的
な
見
方
と
は
異
な
る

と
こ
ろ
か
ら
︑﹁
作
る
こ
と
﹂
を
見
据
え
る
視
点
と
言
え
る
︒
こ
の

視
点
に
立
つ
と
き
︑
木
村
の
言
う
﹁
人
間
的
存
在
﹂
や
﹁
身
体
的

存
在
﹂︑
糸
賀
の
言
う
﹁
間
柄
的
存
在
﹂
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
創
造
性

を
育
み
独
創
的
で
あ
る
こ
と
を
介
し
て
︑
豊
か
な
対
人
的
社
会
的

な
実
践
を
結
び
合
う
と
い
う
原
理
が
浮
き
彫
り
と
な
る
︒
ま
た
さ

ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
︑
そ
う
し
た
個
人
や
社
会
の
創
造
的
な
豊

か
さ
は
︑
木
村
教
育
学
に
沿
え
ば
︑
意
欲
的
意
志
的
努
力
的
な

個
々
の
﹁
エ
ロ
ス
的
立
場
﹂
か
ら
端
的
に
﹁
作
り
現
す
﹂
こ
と
は

で
き
ず
︑
他
者
と
の
具
体
的
な
関
係
性
が
﹁
ア
ガ
ペ
﹂
の
無
限
の

広
が
り
を
拓
き
合
う
な
か
で
︑
さ
さ
や
か
に
生
起
す
る
事
柄
な
の

で
あ
る
︒

で
は
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
作
る
こ
と
﹂
を
介
す
る
身
心
変
容
・
社

会
形
成
の
原
理
に
光
を
当
て
る
こ
と
は
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
︒
以
下
︑
木
村
︲
糸
賀
が
共
通
の
課
題
と
し
た
教

育
の
領
域
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
て
お
き
た
い
︒

今
日
の
学
校
教
育
で
は
︑
学
力
の
一
要
素
と
し
て
﹁
表
現
力15
﹂
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が
重
視
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
﹁
表
現
﹂
を
︑
変
動
す
る
社
会
を

生
き
抜
く
術
と
し
て
位
置
づ
け
︑
協
同
可
能
性
や
社
会
的
即
戦
力

に
直
結
す
る
資
質
や
能
力
の
一
つ
と
し
て
重
視
す
る
見
方
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
新
し
い
知
識
・
情
報
が
日
々
更
新

さ
れ
︑
様
々
な
通
信
技
術
に
よ
り
そ
れ
ら
が
手
軽
に
ア
ク
セ
ス
可

能
と
な
っ
た
﹁
知
識
基
盤
型
社
会
︵knowledge-based society

︶16

﹂
で

は
︑
知
識
や
情
報
の
量
よ
り
も
︑
そ
れ
ら
を
持
ち
寄
り
文
脈
に
即

し
て
練
り
直
し
︑
協
同
的
に
課
題
や
問
題
解
決
へ
向
か
う
姿
勢
が

求
め
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
学
び
の
現
場
で
は
︑
知
識
や
情
報
を
獲

得
し
蓄
積
す
る
イ
ン
プ
ッ
ト
よ
り
︑
知
識
や
情
報
を
す
り
合
せ
再

組
織
し
て
い
く
創
造
的
な
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
へ
と
比
重
が
か
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る17
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
は
﹁
表
現
力
﹂
は
︑
協
同
に
向
け
た
自
己
表

現
と
し
て
の
意
味
に
容
易
に
回
収
さ
れ
る
︒
つ
ま
り
教
育
は
﹁
表

現
﹂
の
営
み
を
︑
そ
の
内
実
や
出
来
事
性
を
分
断
す
る
か
た
ち
で
︑

そ
れ
が
︻
誰
︼
の
﹁
表
現
﹂
で
あ
る
か
を
問
い
︑
そ
こ
に
教
育
目

標
や
評
価
を
持
ち
込
む
き
ら
い
が
あ
る
︒
こ
の
見
方
に
慣
れ
た
身

体
は
︑
自
他
の
﹁
表
現
力
﹂
を
個
人
的
レ
ベ
ル
で
容
易
に
合
理
的

に
差
配
し
得
る
作
用
と
捉
え
︑
価
値
判
断
す
べ
き
対
象
と
理
解
す

る
こ
と
で
︑
木
村
が
﹁
表
現
愛
﹂
と
し
て
提
起
し
た
世
界
構
造
の

ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
見
失
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒

今
日
の
教
育
は
︑
従
来
の
行
動
主
義
的
学
習
観
や
認
知
主
義
的

学
習
観
が
陥
り
が
ち
だ
っ
た
知
識
偏
重
の
詰
め
込
み
様
式
を
ぬ
け

出
し
︑
集
団
に
お
け
る
相
互
交
渉
の
プ
ロ
セ
ス
を
重
視
す
る
社
会

構
成
主
義
的
学
習
観
へ
シ
フ
ト
す
る
傾
向
に
よ
り
︑
一
見
流
動
的

で
実
践
的
な
活
動
を
可
能
と
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
で
は
教
育
の
矛

先
が
︑
認
識
さ
れ
る
限
り
で
の
姿
勢
や
身
構
え
と
し
て
個
人
の
﹁
表

現
﹂
へ
直
結
さ
れ
る18
︒
こ
の
と
き
﹁
作
る
こ
と
﹂﹁
作
り
現
す
こ

と
﹂
は
分
析
論
理
的
に
捉
え
ら
れ
︑
主
体
か
ら
客
体
︑
自
己
か
ら

他
者
︑
内
か
ら
外
へ
と
い
う
方
向
性
の
下
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
さ
れ
︑

教
師
の
側
か
ら
し
て
も
子
ど
も
自
身
に
と
っ
て
も
︑
容
易
に
差
配

の
対
象
と
な
る
側
面
が
拭
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

以
上
の
よ
う
な
今
日
の
傾
向
の
下
で
は
︑
学
校
教
育
の
先
に
広

が
る
社
会
的
関
係
性
は
︑
木
村
︲
糸
賀
の
﹁
作
る
こ
と
﹂
の
探
究

が
光
を
当
て
て
い
た
奥
行
き
あ
る
人
間
理
解
は
矮
小
化
さ
れ
て
し

ま
う
︒
そ
こ
で
は
多
く
の
場
合
︑
社
会
的
な
協
同
可
能
性
が
契
約

論
的
に
め
ざ
さ
れ
求
め
ら
れ
る
あ
ま
り
︑
目
下
の
状
況
に
何
が
で

き
る
か
︑
役
に
立
つ
か
否
か
に
よ
っ
て
︑
関
係
性
を
決
め
込
ん
で

い
く
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
る
︒

た
だ
︑
協
同
的
に
社
会
の
変
化
に
応
じ
る
こ
と
が
︑
単
な
る
時

代
的
風
潮
や
そ
の
場
の
雰
囲
気
へ
集
団
的
に
順
応
す
る
こ
と
に
陥

ら
ず
︑﹁
身
体
的
存
在
﹂
と
し
て
互
い
の
機
微
を
認
め
︑
創
造
性
を

活
か
し
合
う
関
係
性
へ
通
じ
る
た
め
に
︑﹁
作
る
こ
と
﹂
を
は
じ
め

と
す
る
芸
術
・
表
現
活
動
や
感
性
的
な
営
み
を
介
す
る
身
心
変

容
・
社
会
変
容
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
は
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
︒

注1　
﹁
京
都
学
派
﹂
と
い
う
言
葉
の
定
義
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
藤
田
正
勝

に
よ
る
定
義
﹁
西
田
幾
多
郎
と
田
辺
元
を
中
心
に
し
て
︑
そ
の
影
響
を

直
接
に
受
け
と
め
た
者
た
ち
が
形
成
し
た
知
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
﹂﹇
藤

田
︑
二
〇
〇
五
：
二
﹈
を
参
照
︒﹁
京
都
学
派
﹂
と
い
う
名
称
が
内
部

に
共
有
さ
れ
た
の
は
︑
戸
坂
潤
︵
一
九
〇
〇
︲
一
九
四
五
︶
の
論
文

﹁
京
都
学
派
の
哲
学
﹂︵
一
九
三
二
年
︶
に
よ
る
﹇
竹
田
︑
二
〇
〇
一
：

五
八
﹈︒
ま
た
︑
西
田
幾
多
郎
の
思
想
が
﹁
西
田
哲
学
﹂
と
称
さ
れ
た

の
は
一
九
二
六
年
の
左
右
田
喜
一
郎
の
論
文
﹁
西
田
哲
学
の
方
法
に
つ

い
て
﹂
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒

2　

木
村
素
衞
は
︑
一
八
九
五
年
三
月
一
一
日
︑
石
川
県
江
沼
郡
橋
立
村

︵
現
在
の
加
賀
市
橋
立
町
︶
に
生
ま
れ
た
︒
生
家
は
代
々
︑
北
前
船
の

船
主
で
あ
っ
た
︒
家
業
の
廃
業
に
よ
り
︑
祖
母
︑
母
︑
弟
二
人
と
と
も

に
一
二
歳
で
京
都
に
移
住
し
︑
家
計
を
支
え
つ
つ
勉
学
に
励
ん
だ
︒
二

一
歳
の
と
き
に
肋
膜
炎
が
悪
化
し
第
三
高
等
学
校
を
退
学
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
り
︑
以
後
三
年
間
は
療
養
生
活
に
入
る
︒
こ
の
時
期
︑
病

床
で
ド
イ
ツ
語
を
修
得
し
︑
西
田
幾
多
郎
の
﹃
善
の
研
究
﹄
を
読
み
︑

一
九
一
九
年
に
西
田
宅
を
訪
れ
聴
講
を
許
さ
れ
た
︒
一
九
二
〇
年
九
月
︑

満
二
五
歳
で
京
都
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
選
科
に
入
学
︑
一
九
二
三

年
三
月
に
修
了
し
た
︒
学
生
時
代
に
は
西
田
幾
多
郎
︵
一
八
七
〇
︲
一

九
四
五
︶︑
田
邊
元
︵
一
八
八
五
︲
一
九
六
二
︶︑
朝
永
三
十
郎
︵
一
八

七
一
︲
一
九
五
一
︶︑
波
多
野
精
一
︵
一
八
七
七
︲
一
九
五
〇
︶︑
深
田

康
算
︵
一
八
七
八
︲
一
九
二
八
︶
ら
に
指
導
を
受
け
︑
研
究
室
の
先
輩

で
助
手
を
し
て
い
た
務
台
理
作
︵
一
八
九
〇
︲
一
九
七
四
︶︑
先
輩
に

当
た
る
三
木
清
︵
一
八
九
七
︲
一
九
四
五
︶︑
同
期
の
高
坂
正
顕
︵
一

九
〇
〇
︲
一
九
六
九
︶︑
後
輩
の
戸
坂
潤
︑
西
谷
啓
治
︵
一
九
〇
〇
︲

一
九
九
〇
︶
ら
と
学
ん
だ
︒
京
都
高
等
工
芸
学
校
︑
大
谷
大
学
︑
第
三

高
等
学
校
な
ど
を
経
て
︑
一
九
二
九
年
四
月
に
広
島
文
理
科
大
学
へ
哲

学
講
師
と
し
て
赴
任
し
た
︒

3　
木
村
の
思
索
時
期
は
︑
小
田
部
胤
久
に
よ
る
三
区
分
を
参
照
す
る
﹇
小

田
部
︑
二
〇
一
〇
：
二
四
﹈︒
そ
れ
に
よ
り
本
研
究
は
︑
木
村
が
美
学
・

哲
学
研
究
に
携
わ
っ
た
一
九
二
三
年
か
ら
一
九
三
三
年
の
初
期
の
思
索

を
前
期
思
想
︑
教
育
学
へ
と
転
向
し
た
一
九
三
三
年
か
ら
一
九
三
八
年

に
﹁
表
現
愛
﹂
概
念
を
提
出
す
る
頃
ま
で
を
中
期
思
想
︑
そ
れ
以
降
急

逝
す
る
一
九
四
六
年
ま
で
の
晩
年
の
思
索
を
後
期
思
想
と
表
記
す
る
︒

4　
池
田
太
郎
は
︑
福
岡
県
瀬
高
町
に
生
ま
れ
た
︒
苦
学
の
末
︑
京
都
師
範

学
校
本
科
第
二
部
︵
夜
学
部
︶
を
卒
業
し
︑
第
二
衣
笠
小
学
校
で
教
鞭

を
と
っ
て
い
た
﹇
髙
谷
︑
二
〇
〇
五
：
六
三
︲
六
八
﹈︒
糸
賀
と
と
も

に
︑
の
ち
に
近
江
学
園
を
と
も
に
創
設
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
︒

5　

木
村
教
育
学
と
糸
賀
の
福
祉
思
想
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
は
︑﹁
教

育
愛
﹂
の
テ
ー
マ
に
関
し
も
っ
と
も
関
心
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
﹇
蒲

生
・
冨
永
︑
二
〇
〇
六
：
五
七
︑
京
極
二
〇
一
四
：
七
四
︲
七
五
﹈︒
ま

た
︑
糸
賀
の
著
作
に
木
村
教
育
学
か
ら
の
影
響
が
見
受
け
ら
れ
始
め
た

の
は
︑﹁
日
本
の
明
日
の
た
め
に
﹂︵
一
九
三
九
年
︶
か
ら
と
言
わ
れ
て

い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
そ
れ
以
前
は
思
弁
的
に
語
ら
れ
て
い
た
人
間
理
解

が
︑
後
の
﹁
共
感
︵
思
想
︶﹂
に
つ
な
が
り
得
る
実
践
性
を
獲
得
し
︑
具

体
的
社
会
的
問
題
へ
と
深
め
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
﹇
蒲
生
・
冨
永
︑

二
〇
〇
六
：
五
五
︲
五
六
﹈︒

6　

当
時
の
記
載
で
は
︑﹁
環
境
問
題
児
﹂︑﹁
精
神
薄
弱
児
﹂
と
記
さ
れ
る
︒

本
研
究
は
糸
賀
自
身
の
引
用
の
み
︑
当
時
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
残
す
︒

7　
京
極
髙
宣
に
よ
れ
ば
︑
糸
賀
の
思
想
は
次
の
三
つ
の
構
成
要
素
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
︒
①
障
害
を
も
つ
子
ど
も
た
ち
自
身
を
生
活
主
体
者
︑

自
己
実
現
の
主
体
と
す
る
旨
︑
②
障
害
を
も
つ
子
ど
も
の
潜
在
的
可
能

性
を
見
取
り
︑
人
格
発
達
の
権
利
を
徹
底
的
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
旨
︑

③
以
上
の
事
柄
を
社
会
全
体
︑
社
会
体
制
と
し
て
認
め
︑
実
現
さ
せ
よ

う
と
す
る
旨
︒
京
極
は
︑
こ
の
三
つ
の
要
素
を
総
合
的
に
奥
深
く
理
解

す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
指
摘
す
る
︒
①
の
み
の
理
解
で
は
﹁
一
般
的
人

権
﹂
の
主
張
の
み
に
終
わ
り
︑
②
の
み
で
は
当
面
の
個
別
の
課
題
に
の

み
集
約
さ
れ
て
社
会
的
変
革
に
は
至
ら
ず
︑
③
の
み
で
は
逆
に
子
ど
も

た
ち
の
実
情
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
易
い
﹇
京
極
︑
二
〇
一
四
：
八
六
︲

八
七
﹈︒
本
研
究
は
こ
の
指
摘
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑
思
想
研
究
の
立

場
よ
り
あ
え
て
③
の
側
面
を
切
り
口
と
し
︑
糸
賀
の
論
述
を
辿
り
つ
つ

①
︑
②
へ
の
示
唆
を
も
読
み
取
り
た
い
︒

8　
論
文
﹁
表
現
愛
﹂
第
一
部
﹁
身
体
と
精
神
﹂
に
関
し
て
は
︑
西
田
が
次

の
よ
う
な
称
賛
の
手
紙
を
送
っ
て
い
る
︒﹁﹃
身
体
と
精
神
﹄
拝
受
し
た

　

木
村
︑
コ
ノ
論
文
ハ
ヨ
イ
ゾ　

私
は
全
く
君
と
手
を
握
り
合
っ
た
様

に
感
じ
た　

加
之
君
一
流
の
才
が
あ
ら
わ
れ
て
居
る　

こ
れ
ま
で
の
君

の
論
文
で
物
足
ら
な
く
思
っ
て
い
た
も
の
が
み
た
さ
れ
て
来
た
様
に
お

も
う　

こ
う
い
う
立
場
か
ら
徹
底
的
に
考
え
貫
い
て
ゆ
か
れ
ん
こ
と
を

望
む
︒﹂﹇
西
田
︑
二
〇
〇
七
︵
一
九
三
九
︶：
二
二
四
︲
二
二
五
﹈

9　
﹁
起
り
得
べ
き
早
急
な
る
誤
解
に
備
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
︑
―

74

第二部　身心変容と芸術・芸能



私
が
何
か
芸
術
至
上
主
義
或
は
汎
美
主
義
に
立
つ
こ
と
を
意
図
と
し
て

で
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
︒
存
在
の
法
を
正
し
く
把
握
し
正
し
く

行
ず
る
こ
と
に
於
て
我
々
の
生
活
の
絶
対
性
に
目
醒
め
る
と
云
う
こ
と

は
︑
固
よ
り
芸
術
に
限
っ
た
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
︒﹂﹇
木
村
︑
一
九

四
一
a
：
九
二
﹈

10　
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
＝
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
の
論
理
的
背
景
と
原
理
の
詳
細
に
つ

い
て
は
︑
拙
稿
﹁
木
村
素
衞
の
教
育
学
に
お
け
る
身
体
性

―
﹃
ポ

イ
エ
シ
ス
＝
プ
ラ
ク
シ
ス
﹄
原
理
に
着
目
し
て
﹂︵﹃
教
育
哲
学
研
究
﹄

第
一
一
三
号
二
〇
一
六
b
年
︶
に
詳
述
し
た
︒
木
村
教
育
学
の
﹁
ポ
イ

エ
シ
ス
＝
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
の
原
理
に
も
っ
と
も
直
接
的
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
は
︑
西
田
哲
学
の
論
文
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
と
プ
ラ

ク
シ
ス
︵
実
践
哲
学
序
論
補
説
︶﹂︵
一
九
四
一
年
︶
に
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
︒
こ
こ
で
西
田
は
︑
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
﹃
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理

学
﹄
の
﹁
制
作
︵ποίησις

︶﹂
と
﹁
行
為
︵πράξη

︶﹂
の
議
論
を
受
け
て
︑

自
身
の
見
解
を
﹁
ポ
イ
エ
シ
ス
即
プ
ラ
ク
シ
ス
﹂
と
示
し
出
す
﹇
西
田
︑

一
九
四
一
：
二
〇
一
︲
二
〇
五
﹈︒

11　
木
村
は
︑
こ
の
よ
う
な
身
体
レ
ベ
ル
で
感
触
さ
れ
る
超
越
的
な
領
域
に

つ
い
て
︑
京
都
学
派
に
共
有
さ
れ
る
﹁
歴
史
的
自
然
﹂
の
概
念
を
手
が

か
り
に
考
察
を
進
め
て
い
る
︒
木
村
教
育
学
に
お
け
る
﹁
歴
史
的
自

然
﹂
の
概
念
は
︑
大
西
正
倫
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
︑﹁
外
﹂

的
な
﹁
表
現
的
環
境
﹂
と
は
異
な
る
位
相
を
指
し
示
し
て
い
る
﹇
大
西
︑

二
〇
一
一
：
一
三
六
﹈︒
木
村
教
育
学
に
お
け
る
身
体
論
と
﹁
歴
史
的

自
然
﹂
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
拙
稿
﹁
木
村
素
衞
に
お
け
る
身
体
の
哲

学
﹂︵﹃
身
心
変
容
技
法
研
究
﹄
第
五
号
︑
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研

究
セ
ン
タ
ー
身
心
変
容
技
法
研
究
会
︑
二
〇
一
六
年
︶
に
詳
し
く
述
べ

た
︒

12　
糸
賀
は
︑
一
九
六
八
年
九
月
一
七
日
︑
大
津
市
で
行
わ
れ
た
滋
賀
県
児

童
福
祉
施
設
等
新
任
職
員
研
修
会
で
の
講
演
終
盤
に
倒
れ
︑
そ
の
翌
日

に
逝
去
し
た
︒
そ
の
際
︑
最
期
の
一
言
と
し
て
絞
り
出
さ
れ
よ
う
と
し

て
い
た
一
節
が
︑﹁
こ
の
子
ら
を0

世
の
光
に0

﹂
と
﹁
こ
の
子
ら
に0

世
の

光
を0

﹂
と
の
大
き
な
違
い
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
︒
こ
の
講
義
録
は
︑﹃
愛
と
共
感
の
教
育
﹄
と
題
し
て
遺
さ
れ
て

い
る
︒

13　
雑
誌
﹁
ま
み
ず
﹂︵
一
九
六
七
年
一
月
号
︶
に
掲
載
︒

14　

岡
崎
英
彦
に
よ
れ
ば
︑﹁
発
達
保
障
﹂
と
い
う
言
葉
を
糸
賀
が
初
め
て

公
言
し
た
の
は
︑﹁
昭
和
三
十
七
年
七
月
﹂
の
﹁
重
症
心
身
障
害
児
対

策
促
進
協
議
会
﹂
に
お
い
て
で
あ
っ
た
﹇
岡
崎
︑
一
九
八
三
：
四
八
八
﹈︒

こ
の
考
え
は
︑
近
江
学
園
の
長
年
の
実
践
の
な
か
で
基
盤
が
培
わ
れ
て

き
た
概
念
で
あ
り
︑
一
九
六
二
年
以
降
頻
繁
に
提
起
さ
れ
る
︒
背
景
に

は
︑
一
九
五
六
年
に
︑
京
都
大
学
教
育
学
部
で
助
手
を
し
て
い
た
田
中

昌
人
が
近
江
学
園
の
研
究
部
に
就
職
し
︑
教
育
指
導
の
理
念
に
発
達
論

が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
﹇
同
書
：
四
九
〇
﹈︒

15　

文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
示
す
﹁
学
力
の
三
要
素
﹂
は
︑︵
一
︶

基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
・
技
能
︵
二
︶
知
識
・
技
能
を
活
用
し
て
課

題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
︵
三
︶

主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
で
あ
る
︒

16　
﹁
知
識
基
盤
型
社
会
﹂
と
い
う
枠
組
み
は
︑
二
〇
〇
五
年
の
中
央
教
育

審
議
会
答
申
﹁
我
が
国
の
高
等
教
育
の
将
来
像
﹂
で
示
さ
れ
た
︒

17　
こ
の
よ
う
な
状
況
に
つ
い
て
吉
見
俊
哉
は
︑
い
ま
や
知
識
の
蓄
積
や
流

通
の
も
っ
と
も
重
要
な
基
盤
が
︑
書
物
か
ら
ネ
ッ
ト
上
の
デ
ー
タ
に
移

り
つ
つ
あ
る
と
述
べ
︑
学
習
を
﹁
検
索
型
の
知
﹂
か
ら
規
定
す
る
﹇
吉

見
︑
二
〇
一
一
：
二
四
七
﹈︒

18　

こ
の
点
に
関
し
て
は
︑
ポ
ス
ト
近
代
社
会
の
教
育
が
︑﹁
伝
達
さ
れ
る

べ
き
現
実
︵
教
育
内
容
︶
を
新
た
に
構
想
す
る
こ
と
な
く
︑
も
っ
ぱ
ら

子
ど
も
の
側
に
目
を
向
け
て
︑
そ
の
心
の
座
に
ど
の
よ
う
な
現
実
に
も

即
応
で
き
る
﹁
力
﹂
を
育
て
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
﹂
と
指
摘
さ
れ

て
い
る
﹇
石
井
︑
二
〇
一
〇
：
一
五
五
﹈︒
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史
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概
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︑
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︒
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「作ること」と身心変容―木村素衞‐糸賀一雄の思想的つながりを通して



﹁
も
の
派
﹂
は
︑
一
九
六
〇
年
代
末
に
登
場
し
た
現
代
日
本
美
術

の
一
動
向
で
あ
る
︒
本
稿
は
︑
こ
の
﹁
も
の
派
﹂
に
お
け
る
自
然

体
験
と
身
心
変
容
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒

﹁
も
の
派
﹂
と
は
何
か
︒
建
畠
晢
は
﹁
も
の
派
―
近
代
の
ア
ポ

リ
ア
﹂︵
二
〇
一
〇
年
︶
で
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
︒﹁
さ
て
も

の
派
の
事
実
上
の
出
発
点
と
み
な
せ
る
の
は
︑
一
九
六
八
年
一
〇

月
の
第
一
回
須
磨
離
宮
公
園
現
代
彫
刻
展
︵
神
戸
︶
に
出
品
さ
れ

た
関
根
伸
夫
の
︽
位
相
︲
大
地
︾
と
題
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
︒
よ

り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
︑
こ
の
作
品
の
制
作
過
程
で
立
ち
現
れ
た

土
の
存
在
の
圧
倒
的
な
迫
力
が
︑
事
前
の
構
想
を
し
の
い
で
し
ま

っ
た
こ
と
を
実
感
し
た
時
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う1
﹂︒

そ
れ
で
は
︑
こ
こ
で
ま
ず
﹁
も
の
派
﹂
の
出
発
点
と
さ
れ
る
関

根
伸
夫
の
︽
位
相
︲
大
地
︾︵
図
1
︶
の
成
立
過
程
を
辿
っ
て
み
よ

う
︒1

《
位
相
︲
大
地
》の
成
立
前

関
根
伸
夫
︵
一
九
四
二
︲
︶
は
︑
埼
玉
の
高
校
時
代
の
一
九
六
〇

年
前
後
に
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
の
洗
礼
を
受
け
る
︒

後
の
回
想
に
よ
れ
ば
︑
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
か
ら
は
︑
美
術
は
単
な

る
美
の
追
求
で
は
な
い
こ
と
や
︑
絵
画
描
写
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ

る
具
象
性
が
解
消
さ
れ
う
る
こ
と
等
を
学
ん
だ
と
い
う
︒
関
根
は
︑

特
に
ジ
ャ
ン
・
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
の
﹁
人
質
﹂
シ
リ
ー
ズ
に
興
味
を

持
ち
︑
フ
ォ
ー
ト
リ
エ
を
特
集
し
た
﹃
み
づ
ゑ
﹄
一
九
六
〇
年
二

月
号
で
彼
を
西
洋
文
明
の
終
焉
を
告
げ
る
画
家
と
評
し
て
い
た
斎

藤
義
重
︵
一
九
〇
四
︲
二
〇
〇
一
︶
に
も
関
心
を
抱
い
て
い
る
︒
ま

た
︑
こ
の
頃
近
所
に
あ
っ
た
禅
寺
の
平
林
寺
を
通
じ
て
禅
や
日
本

庭
園
に
も
親
し
ん
で
い
る
︒

一
九
六
二
年
に
︑
関
根
は
東
京
の
多
摩
美
術
大
学
絵
画
科
油
画

専
攻
に
入
学
す
る
︒
当
初
は
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
調
の
絵
画
を
制
作

し
て
い
た
が
︑
心
底
か
ら
実
感
の
こ
も
っ
た
自
分
自
身
の
テ
ー
マ

や
立
脚
点
を
見
つ
け
ら
れ
ず
に
︑
空
手
部
で
身
心
の
鍛
錬
に
熱
中

し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
吉
沢
忠
の
日
本
美
術
史
の
講
義
を
通
じ
て
︑

伝
統
的
な
日
本
美
術
の
感
じ
方
や
考
え
方
を
真
剣
に
自
作
の
中
心

に
据
え
る
べ
き
と
い
う
啓
示
を
受
け
︑
長
期
休
暇
を
利
用
し
て
京

都
や
奈
良
へ
頻
繁
に
実
地
研
修
を
行
う
︒
そ
し
て
︑
上
賀
茂
神
社
︑

銀
閣
寺
︑
龍
安
寺
︑
東
大
寺
等
の
寺
社
仏
閣
を
始
め
︑
日
本
の
伝

統
的
な
絵
画
・
彫
刻
・
工
芸
・
建
築
・
庭
園
等
を
本
来
の
生
活
環

境
の
中
で
総
合
的
に
学
ん
で
い
る
︒﹁
障
壁
画
や
水
墨
画
︑
庭
園
︑

工
芸
︑
建
築
物
な
ど
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
興
味
を
も
っ
て
見
た
た
め

か
︑
日
本
美
術
が
そ
の
後
︑
僕
に
与
え
た
影
響
は
計
り
し
れ
な
い

だ
ろ
う
︒
気
に
な
る
日
本
美
術
は
な
ん
で
も
見
て
や
ろ
う
式
の
︑
こ

の
体
験
が
︑
実
感
と
し
て
自
分
で
意
識
し
た
こ
と
は
な
い
が
︑
根

源
的
な
と
こ
ろ
で
僕
に
﹃
日
本
美
術
﹄
を
チ
ャ
ネ
リ
ン
グ
さ
せ
る

よ
う
だ2
﹂︒

一
九
六
四
年
に
︑
関
根
は
多
摩
美
大
に
新
た
に
教
授
と
し
て
着

任
し
た
斎
藤
義
重
に
師
事
す
る
︒
斎
藤
は
ロ
シ
ア
未
来
派
や
構
成

主
義
や
絶
対
主
義
等
の
影
響
下
に
︑
戦
前
か
ら
絵
画
と
彫
刻
の
両

方
で
制
作
を
行
っ
た
日
本
の
抽
象
芸
術
の
第
一
人
者
で
あ
り
︑
こ

の
当
時
は
主
に
合
板
を
重
ね
合
わ
せ
た
大
型
レ
リ
ー
フ
状
の
半
立

体
作
品
を
発
表
し
て
い
た
︒
既
に
大
学
入
学
以
前
か
ら
斎
藤
の
文

筆
や
作
品
に
感
銘
を
受
け
て
い
た
関
根
は
︑
彼
に
非
常
に
熱
心
に

図１　関根伸夫 《位相－大地》 1968年
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第二部　身心変容と芸術・芸能

自
然
体
験
と
身
心
変
容
―
「
も
の
派
」研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

秋
丸　

知
貴

滋
賀
医
科
大
学
非
常
勤
講
師
／
美
学
・
美
術
史

第
二
部
❖
身
心
変
容
と
芸
術
・
芸
能



指
導
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
︒

斎
藤
は
︑
関
根
に
抽
象
絵
画
を
基
礎
か
ら
教
え
直
し
︑
再
現
性

の
残
る
具
象
性
と
純
粋
に
自
律
し
た
抽
象
性
の
差
異
を
厳
密
に
教

示
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
関
根
に
と
っ
て
︑
絵
画
描
写
に
お
け
る

対
象
性
の
有
無
や
︑
絵
画
描
写
自
体
の
虚
構
性
を
再
認
識
す
る
と

共
に
︑
具
象
性
が
特
定
の
意
味
を
持
つ
の
に
対
し
︑
抽
象
性
は
特

定
の
意
味
を
持
た
な
い
こ
と
で
か
え
っ
て
多
様
な
意
味
を
包
含
し

う
る
こ
と
を
学
ぶ
機
会
と
な
っ
た
︒
ま
た
︑
斎
藤
は
関
根
に
︑
ア

ー
ト
は
何
ら
か
の
形
で
空
間
の
意
味
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

や
︑
ア
ー
ト
は
コ
ン
セ
プ
ト
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
が
完
成
し
た

作
品
の
解
釈
は
自
由
で
多
様
で
あ
る
べ
き
こ
と
等
も
教
え
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
斎
藤
は
関
根
に
︑
西
洋
と
日
本
の
現
代
美
術
の
最
新

動
向
に
加
え
て
︑
現
代
西
洋
の
科
学
・
哲
学
や
東
洋
の
古
典
的
な

老
荘
思
想
等
も
含
む
︑
古
今
東
西
の
幅
広
い
知
識
を
教
授
し
て
い

る
︒
こ
れ
は
︑
現
代
美
術
に
も
時
代
特
有
の
中
心
テ
ー
マ
が
あ
り
︑

そ
れ
は
同
時
代
の
科
学
・
哲
学
と
も
通
底
し
て
い
る
こ
と
や
︑
そ

の
上
で
文
化
に
は
欧
米
の
最
新
流
行
一
辺
倒
と
は
別
の
方
向
性
が

あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
多
摩
美
大
時
代
に
︑
関
根
は
助
手
と
し
て
斎
藤
の
展
覧
会

用
の
合
板
に
よ
る
大
型
レ
リ
ー
フ
状
の
半
立
体
作
品
の
制
作
も
手

伝
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
斎
藤
の
他
の
門
下
生
と
し
て
は
︑
関
根
の

多
摩
美
大
の
後
輩
で
後
に
﹁
も
の
派
﹂
と
呼
ば
れ
る
︑
吉
田
克
朗

︵
一
九
四
三
︲
一
九
九
九
︶︑
小
清
水
漸
︵
一
九
四
四
︲
︶︑
本
田
真
吾

︵
一
九
四
四
︲
︶︑
成
田
克
彦
︵
一
九
四
四
︲
一
九
九
二
︶︑
菅
木
志
雄

︵
一
九
四
四
︲
︶
等
も
挙
げ
ら
れ
る
︒

こ
の
頃
の
日
本
現
代
美
術
の
主
流
は
︑﹁
日
本
概
念
派
﹂
と
呼
ば

れ
る
主
知
主
義
的
傾
向
で
あ
っ
た
︒
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
芸
術

の
既
成
形
式
を
疑
う
﹁
反
芸
術
﹂
の
流
れ
の
中
で
︑
様
々
な
知
的

な
前
衛
的
実
験
が
行
な
わ
れ
て
い
た
︒
そ
う
し
た
動
向
を
牽
引
す

る
芸
術
家
が
︑
同
じ
東
京
画
廊
に
属
し
斎
藤
の
後
輩
的
存
在
で
あ

る
高
松
次
郎
︵
一
九
三
六
︲
一
九
九
八
︶
で
あ
っ
た
︒

高
松
は
︑
赤
瀬
川
原
平
や
中
西
夏
之
と
の
グ
ル
ー
プ
活
動
で
あ

る
﹁
ハ
イ
レ
ッ
ド
・
セ
ン
タ
ー
﹂
の
前
衛
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
並

行
し
て
︑
個
人
作
家
と
し
て
は
根
源
的
な
造
形
要
素
の
批
判
的
探

究
に
取
り
組
ん
で
い
た
︒
そ
の
作
品
は
非
常
に
理
知
的
で
︑
明
確

な
コ
ン
セ
プ
ト
に
基
づ
く
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
一

九
六
一
年
の
﹁
点
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
平
面
上
の
点
が
空
間
上
で
は
高

さ
や
幅
や
奥
行
を
持
つ
こ
と
を
︑
一
九
六
二
年
の
﹁
紐
﹂
シ
リ
ー

ズ
は
平
面
上
の
線
が
空
間
上
で
は
厚
み
や
奥
行
を
持
つ
こ
と
を
︑
一

九
六
四
年
か
ら
始
ま
る
﹁
影
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
平
面
上
の
影
が
空
間

上
は
外
部
の
存
在
を
暗
示
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ

れ
ら
は
︑
空
間
に
お
け
る
実オ

ブ
ジ
ェ体

と
虚イ
メ
ー
ジ像

の
差
異
を
錯
視
的
に
表
現

す
る
連
作
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

こ
の
頃
︑
代
表
的
な
美
術
評
論
家
の
中
原
佑
介
は
︑
こ
の
高
松

の
﹁
影
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
斬
新
さ
に
つ
い
て
︑﹁
一
種
の
ト
ロ
ン
プ
・

ル
イ
ユ
に
他
な
ら
な
い
﹂
が
︑
従
来
の
よ
う
に
﹁
画
面
の
︿
な
か
﹀

に
物
体
が
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
描
く
﹂
の
で
は
な
く
︑﹁
画
面
の

︿
そ
と
﹀
に
物
体
や
人
間
が
実
在
し
て
い
る
こ
と
を
知
覚
さ
せ
る
も

の
﹂
と
評
価
し
て
い
る3
︒
こ
の
よ
う
に
︑﹁
影
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
大
き

な
反
響
を
呼
び
︑
高
松
は
一
躍
日
本
現
代
美
術
界
の
中
心
的
存
在

と
見
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

一
九
六
六
年
に
︑
関
根
は
多
摩
美
大
大
学
院
油
画
研
究
科
に
進

学
す
る
︒
そ
し
て
︑
斎
藤
や
高
松
の
影
響
下
に
︑
現
代
美
術
の
中

心
テ
ー
マ
が
新
し
い
空
間
表
現
に
あ
る
と
考
え
︑
作
品
を
精
力
的

に
発
表
し
始
め
る
︒
一
九
六
六
年
か
ら
六
七
年
に
か
け
て
制
作
し

た
﹁
消
去
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
︑
人
が
椅
子
に
腰
か
け
た
り
階
段
に
並

ん
だ
り
し
て
い
る
写
真
を
キ
ャ
ン
バ
ス
に
投
影
し
︑
椅
子
や
階
段

を
消
去
し
て
摸
写
す
る
油
彩
作
品
で
︑
人
が
空
中
に
浮
遊
し
て
い

る
よ
う
な
奇
妙
な
視
覚
効
果
を
狙
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
一

九
六
七
年
に
制
作
し
た
﹁
時
空
概
念
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
︑
変
形
的
に

裁
断
し
た
合
板
パ
ネ
ル
に
視
角
の
異
な
る
物
体
を
重
ね
描
き
的
に

摸
写
し
て
︑
四
次
元
的
に
同
時
化
さ
れ
た
不
思
議
な
時
空
概
念
を

提
示
す
る
油
彩
作
品
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
ら
は
︑
高
松
と
は
別
の
形

で
空
間
に
お
け
る
実
体
と
虚
像
の
差
異
を
錯
視
的
に
表
現
す
る
連

作
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

一
九
六
七
年
に
︑
高
松
は
先
の
0
次
元
的
な
﹁
点
﹂
を
問
う

﹁
点
﹂
シ
リ
ー
ズ
︑
一
次
元
的
な
﹁
線
﹂
を
問
う
﹁
紐
﹂
シ
リ
ー
ズ
︑

二
次
元
的
な
﹁
面
﹂
を
問
う
﹁
影
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
延
長
と
し
て
︑
三

次
元
的
な
﹁
奥
行
﹂
を
主
題
化
す
る
﹁
遠
近
法
﹂
シ
リ
ー
ズ
に
取

り
組
む
︒
こ
れ
は
︑
平
面
上
の
一
点
透
視
遠
近
法
が
空
間
上
で
は

奇
妙
な
短
縮
と
歪
曲
を
生
じ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
︑
や
は
り
空

間
に
お
け
る
実
体
と
虚
像
の
差
異
を
錯
視
的
に
表
現
す
る
作
品
で

あ
っ
た
︒
そ
の
一
つ
で
あ
る
︽
遠
近
法
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
︾︵
図

2
︶
を
︑
高
松
は
同
年
九
月
の
﹁
第
五
回
パ
リ
青
年
ビ
エ
ン
ナ
ー

レ
﹂
に
出
品
予
定
で
あ
り
︑
制
作
を
補
助
す
る
助
手
を
探
し
て
い

た
︒
そ
し
て
︑
高
松
と
交
流
の
あ
っ
た
斎
藤
の
紹
介
に
よ
り
︑
関

根
が
そ
の
助
手
を
約
半
年
間
務
め
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
助
手
期
間
中
に
︑
関
根
は
高
松
の
制
作
を
直
接
手
伝
い

様
々
な
議
論
を
重
ね
る
こ
と
で
︑
逆
に
高
松
と
は
異
な
る
自
分
自

身
の
方
向
性
を
見
出
す
︒
具
体
的
に
は
︑
既
に
斎
藤
を
通
じ
て
得

て
い
た
位
相
数
学
の
知
識
に
基
づ
き
︑
高
松
の
一
点
透
視
遠
近
法

を
め
ぐ
る
問
題
意
識
が
ま
だ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
留
ま
っ
て

い
る
の
に
対
し
︑
そ
れ
を
超
え
る
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
位
相
幾

何
学
の
新
し
い
空
間
認
識
を
主
題
化
し
始
め
る
︒
そ
こ
に
は
︑
位

相
幾
何
学
が
西
洋
の
最
先
端
の
知
見
で
あ
る
と
同
時
に
︑
そ
の
流

体
的
な
考
え
方
が
生
き
方
の
理
想
を
水
の
融
通
無
碍
さ
に
見
る
東

洋
の
古
典
的
な
老
子
の
思
想
に
も
通
じ
る
の
で
︑
自
ら
が
リ
ア
リ

テ
ィ
を
感
じ
る
文
化
的
伝
統
に
根
差
し
つ
つ
国
際
的
に
普
遍
的
な

テ
ー
マ
を
目
指
す
意
味
合
い
も
あ
っ
た4

︒

こ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
の
が
︑
合
板
に
よ
る
大
型
レ
リ
ー
フ
状

の
﹁
位
相
﹂
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
︒
こ
れ
は
主
に
︑
あ
る
立
体
を
作

っ
て
途
中
で
切
断
し
︑
平
面
上
に
接
合
し
て
一
定
の
角
度
か
ら
眺

め
た
と
き
に
立
体
が
完
成
し
て
見
え
る
よ
う
に
補
筆
す
る
と
い
う

半
立
体
作
品
で
あ
っ
た
︒
位
相
幾
何
学
で
は
︑
一
つ
の
形
体
は
ど

図２　高松次郎 《遠近法の椅子とテーブル》 1967年

77

自然体験と身心変容―「もの派」研究からのアプローチ



の
よ
う
に
歪
ん
で
も
同
一
の
﹁
相
﹂
が
変
容
し
た
も
の
と
捉
え
ら

れ
る
︒
こ
の
連
作
も
︑
見
る
角
度
に
よ
り
立
体
の
形
状
が
柔
軟
に

変
化
す
る
位
相
幾
何
学
的
な
空
間
概
念
の
表
象
を
意
図
す
る
も
の

で
あ
っ
た
︒

こ
の
大
型
レ
リ
ー
フ
状
の
﹁
位
相
﹂
シ
リ
ー
ズ
は
︑
約
半
年
間

で
合
計
一
三
作
品
制
作
さ
れ
る
︒
そ
の
内
の
一
つ
で
あ
る
︽
位
相 

N
o.4

︾︵
一
九
六
八
年
︶︵
図
3
︶
は
︑
見
る
角
度
に
よ
り
円
筒
体
の

形
状
が
緩
や
か
に
変
化
し
て
見
え
る
作
品
で
あ
っ
た
︒
こ
の
作
品

が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
大
型
レ
リ
ー
フ
状
の
﹁
位
相
﹂
シ

リ
ー
ズ
は
主
に
円
筒
体
を
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
は

立
方
体
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
的
な
一
点
透
視
遠
近
法
を
意
識

さ
せ
る
の
に
対
し
︑
円
筒
体
は
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
を
表
現

す
る
の
に
適
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
表

面
が
原
色
の
蛍
光
色
で
着
色
さ
れ
た
の
も
︑
錯
視
の
効
果
を
高
め

て
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
を
強
調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
︒

こ
の
︽
位
相 N

o.4

︾
は
︑
関
根
が
多
摩
美
大
大
学
院
を
卒
業
し

た
翌
月
の
一
九
六
八
年
四
月
に
開
か
れ
た
﹁
ト
リ
ッ
ク
ス
・
ア
ン

ド
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
展
―
盗
ま
れ
た
眼
﹂︵
東
京
画
廊
・
村
松
画
廊
︶

に
出
品
さ
れ
る
︒
こ
の
展
覧
会
は
︑
美
術
評
論
家
の
中
原
佑
介
と

石
子
順
造
の
共
同
企
画
に
よ
り
﹁
見
る
こ
と
﹂
自
体
を
テ
ー
マ
に

す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
石
子
に
よ
れ
ば
︑
副
題
の
﹁
盗
ま
れ
た
眼
﹂

と
は
︑
絵
画
に
お
い
て
は
眼
が
実
体
と
し
て
の
絵
具
や
支
持
体
で

は
な
く
描
か
れ
た
虚
像
を
見
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
た5
︒
こ
の
た
め
︑
出
品
作
品
は
錯
視
芸
術
的
傾
向
が
強

く
︑
出
品
作
家
の
中
心
は
こ
の
動
向
を
代
表
す
る
高
松
で
あ
り
︑
彼

の
出
品
作
品
で
あ
る
﹁
影
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
︽
カ
ー
テ
ン
を
あ
け
た

女
の
影
︾︵
一
九
六
五
年
︶
や
﹁
遠
近
法
﹂
シ
リ
ー
ズ
の
︽
遠
近
法

の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
︾︵
一
九
六
七
年
︶︵
図
2
︶
が
こ
の
展
覧
会
の

方
向
性
を
よ
く
示
し
て
い
た
︒
そ
の
他
の
出
品
作
家
も
︑
関
根
を

始
め
と
し
て
︑
視
覚
上
の
実
体
と
虚
像
の
ズ
レ
を
追
求
す
る
高
松

の
影
響
下
の
作
家
達
が
多
く
選
ば
れ
て
い
た
︒
こ
の
展
覧
会
で
は
︑

関
根
の
︽
位
相 N

o.4

︾
も
見
る
角
度
に
よ
り
形
状
の
変
わ
る
錯
視

芸
術
の
文
脈
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
︒

関
根
は
︑
翌
五
月
の
﹁
第
八
回
現
代
日
本
美
術
展
﹂︵
東
京
都
美

術
館
︶
で
︑
同
様
の
大
型
レ
リ
ー
フ
状
の
︽
位
相 N

o.6

︾︵
一
九
六

八
年
︶︵
図
4
︶
を
出
品
し
て
コ
ン
ク
ー
ル
賞
を
受
賞
す
る
︒
こ
の

作
品
も
︑
同
じ
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
を
主
題
と
し
︑
や
は
り

見
る
角
度
に
よ
り
円
筒
体
の
外
観
が
連
続
的
に
変
容
す
る
半
立
体

作
品
で
あ
っ
た
︒
こ
の
作
品
が
﹁
彫
刻
﹂
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ

た
こ
と
で
︑
関
根
は
そ
の
約
四
ヵ
月
後
の
一
〇
月
の
﹁
第
一
回
神

戸
須
磨
離
宮
公
園
現
代
彫
刻
展
﹂︵
神
戸
須
磨
離
宮
公
園
︶
に
出
品

招
待
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
時
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
彫
刻
家
﹂
で

は
な
い
関
根
が
出
品
招
待
さ
れ
た
の
は
︑
こ
の
野
外
現
代
彫
刻
展

が
過
去
の
経
歴
や
画
壇
的
地
位
に
関
係
な
く
実
力
の
あ
る
若
手
作

家
を
積
極
的
に
招
待
し
た
と
い
う
事
情
も
働
い
て
い
た6
︒

2
《
位
相
︲
大
地
》の
成
立

こ
の
一
九
六
八
年
の
六
月
か
ら
八
月
の
三
ヵ
月
間
に
︑
関
根
は

他
の
四
つ
の
展
覧
会
に
出
品
す
る
多
忙
さ
に
加
え
︑
意
識
的
に
彫

刻
作
品
を
制
作
し
た
経
験
も
一
度
も
な
か
っ
た
た
め
に
︑
会
期
の

約
一
ヵ
月
前
に
展
覧
会
事
務
局
が
集
荷
先
を
問
い
合
わ
せ
て
き
た

時
に
も
ま
だ
作
品
案
さ
え
で
き
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
関
根

は
咄
嗟
に
現
地
で
作
品
を
制
作
す
る
と
返
答
す
る
︒
そ
れ
か
ら
約

一
ヵ
月
間
︑
関
根
は
野
外
制
作
で
あ
る
こ
と
や
資
金
や
技
術
が
十

分
で
は
な
い
と
い
う
不
利
な
条
件
を
有
利
に
転
換
す
る
た
め
に
︑
そ

れ
ま
で
培
っ
て
き
た
様
々
な
知
識
や
経
験
を
集
約
し
て
懸
命
に
構

想
を
練
る
︒
最
終
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
が
思
い
浮
か
ん
だ
時
に
は
︑
集

中
が
途
切
れ
な
い
よ
う
に
山
手
線
を
二
周
し
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
と

い
う
︒

そ
の
結
果
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
と
い
う
題
名
で
︑
地
面
に
巨
大
な

円
筒
状
の
穴
を
掘
り
︑
同
一
の
視
野
に
入
る
そ
の
傍
に
︑
掘
り
出

し
た
土
を
同
じ
大
き
さ
の
巨
大
な
円
筒
状
に
盛
り
固
め
る
と
い
う

作
品
案
が
生
ま
れ
る
︒
関
根
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
ま
る
で
土
塊
の
円

筒
体
が
地
下
か
ら
地
上
に
引
き
抜
か
れ
た
よ
う
な
︽
位
相
︲
大
地
︾

も
ま
た
︑
引
き
続
き
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
を
主
題
と
す
る
一

つ
の
思
考
実
験
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
作
品
は
﹁
地
球
に
穴

を
あ
け
︑
そ
こ
か
ら
永
え
い
と
土
を
掘
り
出
す
と
︑
い
つ
し
か
地

球
は
卵
の
殻
状
態
に
な
る
︑
さ
ら
に
表
皮
を
つ
か
み
出
す
と
地
球

は
反
転
し
ネ
ガ
の
地
球
に
な
っ
て
し
ま
う7
﹂
と
い
う
空
想
過
程
の

一
局
面
を
示
す
一
種
の
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
・
ア
ー
ト
で
あ
っ
た
︒

そ
の
一
方
で
︑
こ
の
︽
位
相
︲
大
地
︾
の
作
品
案
に
は
︑
様
々

な
東
洋
思
想
の
影
響
も
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
ま
ず
こ
こ
で
も
位
相

幾
何
学
の
柔
軟
な
空
間
解
釈
と
︑
生
き
方
の
理
想
を
柔
軟
な
水
に

喩
え
る
老
子
の
無
為
自
然
の
思
想
が
相
関
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
万

物
の
生
成
消
滅
は
陰
と
陽
の
相
補
的
調
和
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る

と
い
う
陰
陽
思
想
も
投
影
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
人

生
の
真
理
や
世
界
の
本
質
的
構
造
を
︑
禅
の
公
案
が
不
立
文
字
を

重
視
す
る
よ
う
に
︑
言
語
的
説
明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
造
形
的
直

観
を
通
じ
て
表
現
す
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
︽
位
相
︲
大
地
︾
の
技
術
上
の
最
大
の
難
問
は
︑
盛
り
上

げ
た
土
を
崩
れ
な
い
よ
う
に
円
筒
体
と
し
て
固
め
る
点
で
あ
っ
た

が
︑
こ
れ
は
そ
う
し
た
位
相
幾
何
学
や
東
洋
思
想
的
な
問
題
意
識

の
た
め
に
ど
う
し
て
も
実
現
す
べ
き
課
題
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
関

根
は
東
京
大
学
工
学
部
に
問
い
合
わ
せ
て
土
に
セ
メ
ン
ト
を
混
ぜ

図４　関根伸夫 《位相No. 6》 1968年

図３　関根伸夫 《位相No. 4》 1968年
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て
固
め
る
と
い
う
手
法
を
学
ん
で
い
る
︒
関
根
は
︑
後
輩
の
吉
田

克
朗
と
小
清
水
漸
と
二
人
の
友
人
女
性
に
声
を
掛
け
︑
彼
等
が
助

手
と
し
て
制
作
に
参
加
す
る
こ
と
に
な
る
︒
二
六
歳
の
誕
生
日
前

後
の
関
根
を
最
年
長
と
し
て
︑
他
の
四
人
の
参
加
者
達
も
全
員
二

〇
代
の
若
者
で
あ
っ
た
︒

展
覧
会
会
場
と
な
る
神
戸
須
磨
離
宮
公
園
で
︑
関
根
ら
は
適
当

な
広
さ
の
あ
る
場
所
を
探
し
て
作
業
に
取
り
掛
か
る
︒
ま
ず
︑
地

面
に
コ
ン
パ
ス
で
直
径
二
・
二
メ
ー
ト
ル
の
円
形
を
描
い
て
ス
コ

ッ
プ
で
円
筒
状
に
土
を
掘
り
出
す
︒
ま
た
︑
そ
の
直
径
の
二
倍
離

れ
た
場
所
に
︑
同
じ
直
径
の
円
形
を
描
い
て
垂
木
を
立
て
︑
そ
の

内
側
に
ベ
ニ
ヤ
板
を
張
っ
て
円
筒
状
の
型
枠
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ

の
中
に
掘
り
出
し
た
土
を
セ
メ
ン
ト
を
混
ぜ
な
が
ら
積
み
入
れ
て

踏
み
固
め
て
い
く
︒

こ
の
︽
位
相
︲
大
地
︾
は
︑
当
初
の
気
宇
壮
大
な
構
想
を
示
す

た
め
に
あ
る
程
度
の
ス
ケ
ー
ル
感
が
必
要
で
あ
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
円

筒
体
の
高
さ
は
現
地
調
達
す
る
ベ
ニ
ヤ
板
の
全
国
標
準
サ
イ
ズ
の

九
〇
セ
ン
チ
を
三
倍
に
し
た
二
・
七
メ
ー
ト
ル
と
決
ま
り
︑
そ
れ

に
合
わ
せ
て
円
形
の
直
径
も
二
・
二
メ
ー
ト
ル
と
割
り
出
さ
れ
て

い
た
︒
作
業
が
進
む
に
つ
れ
て
︑
型
枠
が
内
部
の
土
の
圧
力
で
弾

け
そ
う
に
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
︑
外
枠
を
荒
縄
で
縛
っ
て
水
を

か
け
て
収
縮
さ
せ
る
と
い
う
工
夫
も
取
ら
れ
て
い
る
︒
凸
凹
共
に

土
が
う
ま
く
固
ま
っ
た
の
は
︑
現
場
の
真
砂
土
と
い
う
硬
め
の
土

質
が
適
し
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
︒

制
作
期
間
は
一
週
間
の
予
定
で
あ
っ
た
が
︑
三
日
目
頃
に
完
成

ま
で
に
時
間
が
不
足
す
る
こ
と
が
判
明
す
る
︒
そ
こ
で
︑
関
根
は

会
場
設
営
の
労
務
者
達
の
協
力
を
得
て
︑
重
機
や
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ

ア
ー
も
導
入
し
て
急
ピ
ッ
チ
で
作
業
を
進
め
︑
見
事
に
完
成
に
こ

ぎ
つ
け
る
こ
と
に
な
る
︒

最
終
作
業
と
し
て
凸
部
の
型
枠
を
外
し
︑
円
筒
状
に
固
ま
っ
た

巨
大
な
土
の
塊
が
出
現
す
る
と
︑
そ
の
物
凄
い
迫
力
に
現
場
は
一

瞬
静
寂
に
包
ま
れ
る
︒
関
根
の
回
想
に
よ
る
と
︑
当
初
の
思
考
実

験
の
構
想
の
壮
大
さ
以
上
に
︑
現
実
の
巨
大
な
土
の
塊
に
は
圧
倒

的
な
存
在
感
が
あ
り
︑
作
者
の
関
根
自
身
で
さ
え
驚
く
ほ
ど
で
あ

っ
た
と
い
う
︵
図
5
︶︒﹁
目
の
前
に
現
れ
た
土
塊
の
存
在
感
が
も

の
す
ご
い
迫
力
で
し
た
︒
そ
の
存
在
感
っ
て
い
う
の
は
︑
尋
常
じ

ゃ
な
か
っ
た
ね
︒
凸
と
凹
の
一
対
の
円
筒
の
大
地
が
︑
あ
る
距
離

を
置
い
て
存
在
し
て
い
る
︒
そ
の
凸
凹
が
厳
密
な
の
で
︑
微
妙
だ

け
ど
あ
る
精
妙
な
存
在
感
を
発
生
さ
せ
て
い
た
ん
で
す
︒
そ
こ
で

見
え
た
こ
と
は
︑
物
質
感
や
材
質
感
が
存
在
性
を
獲
得
し
た
状
態

性
そ
の
も
の
で
し
た
︒
や
っ
ぱ
り
こ
う
い
う
方
法
論
も
美
術
の
な

か
で
あ
り
得
る
ん
だ
︑
と
確
信
で
き
た
︒
提
示
す
る
物
質
に
存
在

感
を
発
揮
さ
せ
て
︑
そ
れ
を
も
っ
て
美
術
の
表
現
と
す
る
手
法
も

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
︑
と
皆
そ
の
晩
は
飲
み
な
が
ら
語
り
合
い
ま

し
た8
﹂︒

こ
の
こ
と
は
︑
高
松
次
郎
か
ら
関
根
伸
夫
へ
と
繫
が
る
︑
峯
村

敏
明
が
指
摘
す
る
﹁
存
在
を
問
う
美
術
の
系
譜9
﹂
に
お
い
て
︑
追

求
す
る
重
心
が
観
念
か
ら
実
在
へ
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒

つ
ま
り
︑
元
々
存
在
を
追
求
す
る
と
い
う
問
題
意
識
に
お
い
て
高

松
と
関
根
は
共
通
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
高
松
が
あ
く
ま
で
も
錯

視
的
に
実
体
と
虚
像
の
ズ
レ
を
表
現
し
た
の
に
対
し
︑
関
根
は
即

物
的
に
実
体
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
の
だ
と
い
え
る
︒
言
い
換
え

れ
ば
︑
例
え
ば
高
松
の
︽
遠
近
法
の
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
︾
が
素
材

よ
り
も
コ
ン
セ
プ
ト
を
視
覚
的
に
理
解
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
す

れ
ば
︑
関
根
の
︽
位
相
︲
大
地
︾
は
コ
ン
セ
プ
ト
よ
り
も
素
材
を

視
覚
だ
け
で
は
な
く
全
身
で
感
得
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

こ
の
場
合
︑
関
根
が
元
々
絵
画
専
攻
だ
っ
た
た
め
に
︑
素
材
の

物
理
的
制
約
を
前
提
と
せ
ず
に
自
由
に
作
品
構
想
を
膨
ら
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
た
こ
と
や
︑
そ
の
作
品
構
想
の
壮
大
さ
に
導
か
れ
て
︑

︽
位
相
︲
大
地
︾
の
土
塊
や
大
穴
が
人
の
伸
長
を
凌
駕
す
る
巨
大
さ

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
︑
こ
こ
で
い
う
素
材
自
体
の
発
現
に
有
利

に
働
い
た
と
い
え
る
︒
ま
た
︑
そ
う
し
た
方
向
性
の
自
覚
に
は
︑
関

根
が
大
学
時
代
に
空
手
に
熱
中
し
て
身
体
性
に
鋭
敏
に
な
っ
て
い

た
こ
と
や
︑
斎
藤
か
ら
絵
画
描
写
に
お
け
る
対
象
性
の
有
無
や
絵

画
描
写
自
体
の
虚
構
性
に
つ
い
て
深
く
学
ば
さ
れ
て
い
た
こ
と
も

有
益
に
働
い
た
と
い
え
る
︒

た
だ
し
︑
こ
の
時
点
で
は
︑
関
根
達
は
ま
だ
そ
の
方
向
性
を
直

観
す
る
だ
け
で
明
確
に
理
論
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
に
い
た
︒
そ

れ
で
も
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
の
も
た
ら
し
た
衝
撃
は
︑
彼
等
に
最
早

こ
の
方
向
性
か
ら
後
戻
り
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
決
定
的
な

影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
︒

結
果
的
に
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
は
こ
の
展
覧
会
で
朝
日
新
聞
社
賞

を
受
賞
す
る
︒
な
お
︑
関
根
は
会
期
終
了
後
の
︽
位
相
︲
大
地
︾

の
扱
い
に
つ
い
て
︑
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
や
東
洋
思
想
的
諸

行
無
常
の
観
点
か
ら
︑
凸
部
の
土
塊
を
凹
部
の
大
穴
に
埋
め
戻
す

よ
う
に
展
覧
会
事
務
局
に
指
示
し
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
こ
の

︽
位
相
︲
大
地
︾
は
︑
地
面
の
原
状
復
帰
ま
で
が
一
つ
の
制
作
過
程

で
あ
り
︑
単
な
る
消
滅
で
は
な
く
﹁
有
﹂
の
余
韻
を
内
包
し
た

﹁
無
﹂
の
状
態
性
を
も
っ
て
完
成
す
る
作
品
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
︒

3
《
位
相
︲
大
地
》の
成
立
後

︽
位
相
︲
大
地
︾
は
︑
発
表
直
後
は
一
般
に
は
ま
だ
﹁
ト
リ
ッ
ク

ス
・
ア
ン
ド
・
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
展
﹂
の
延
長
上
で
︑
視
覚
上
の
実
体

と
虚
像
の
ズ
レ
を
示
す
作
品
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑

実
体
の
土
塊
の
円
筒
体
に
対
し
︑
大
穴
が
虚
像
の
円
筒
体
を
表
現

し
て
い
る
錯
視
芸
術
と
し
て
批
評
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

こ
れ
に
対
し
︑
関
根
が
間
も
な
く
東
京
で
会
っ
た
︑
日
本
大
学

で
哲
学
を
専
攻
し
て
い
た
韓
国
出
身
の
李
禹
煥
︵
一
九
三
六
︲
︶
が
︑

ハ
イ
デ
ガ
ー
や
西
田
幾
多
郎
等
の
思
想
を
援
用
し
て
新
た
に
現
象

学
的
解
釈
を
提
出
す
る
︒
つ
ま
り
︑
意
識
主
体
が
表
象
を
通
じ
た

対
象
化
に
よ
り
客
体
的
事
物
を
存
在
さ
せ
る
と
い
う
近
代
西
洋
の

人
間
中
心
主
義
に
基
づ
く
主
客
二
元
論
は
︑
科
学
技
術
及
び
経
済

図５　関根伸夫 《位相－大地》 1968年

79

自然体験と身心変容―「もの派」研究からのアプローチ



の
飛
躍
的
な
発
達
を
も
た
ら
し
た
が
︑
人
間
と
自
然
の
乖
離
を
招

い
た
上
に
︑
今
日
で
は
人
間
が
事
物
の
自
律
的
な
肥
大
化
に
逆
支

配
さ
れ
る
疎
外
状
況
を
発
生
さ
せ
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
︑
人

間
は
主
客
分
離
以
前
の
あ
り
の
ま
ま
の
新
鮮
な
世
界
を
回
復
す
べ

き
で
あ
り
︑
芸
術
に
お
い
て
は
観
念
表
象
的
創
造
行
為
を
廃
し
て

開
か
れ
た
世
界
を
直
接
鮮
明
に
知
覚
さ
せ
る
構
造
を
提
示
す
べ
き

で
あ
る10
︒
そ
し
て
︑
そ
う
し
た
﹁
出
会
い
﹂
の
実
例
と
し
て
関
根

の
︽
位
相
︲
大
地
︾
を
賞
揚
し
た
の
で
あ
る11
︒

こ
う
し
た
李
の
現
象
学
的
解
釈
は
︑
世
界
を
様
々
な
﹁
相
﹂
か

ら
な
る
構
造
体
と
捉
え
る
位
相
幾
何
学
的
空
間
解
釈
の
点
で
も
︑

素
材
そ
の
も
の
の
即
物
的
迫
力
と
の
直
接
的
邂
逅
の
点
で
も
︑
関

根
の
問
題
意
識
と
大
い
に
通
じ
合
い
︑
さ
ら
に
そ
れ
を
豊
か
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
︒
関
根
は
李
を
周
囲
の
後
輩
達
に
紹
介
し
︑
彼

等
は
二
年
近
く
連
日
あ
る
い
は
数
日
お
き
に
集
ま
っ
て
盛
ん
に
議

論
を
重
ね
︑
精
力
的
に
作
品
を
発
表
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

ま
ず
︑
関
根
は
︽
位
相
︲
大
地
︾
発
表
の
翌
月
の
一
九
六
八
年

一
一
月
に
︑﹁
第
五
回
長
岡
現
代
美
術
館
賞
展
﹂︵
長
岡
現
代
美
術

館
︶
に
︽
位
相
︲
ス
ポ
ン
ジ
︾︵
図
6
︶
を
出
品
し
て
大
賞
を
獲
得

す
る
︒
こ
れ
は
︑
大
型
の
円
筒
体
の
ス
ポ
ン
ジ
が
頭
上
の
鉄
板
の

重
み
で
一
定
の
形
状
を
保
ち
つ
つ
歪
ん
で
見
え
る
作
品
で
あ
っ
た
︒

こ
の
作
品
も
︑
元
々
は
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
か
ら
出
発
し
て
︑

ス
ポ
ン
ジ
の
形
体
変
化
を
﹁
相
﹂
の
変
容
と
し
て
示
す
作
品
で
あ

っ
た
︒
そ
の
上
で
︑
巨
大
な
軽
く
柔
ら
か
い
ス
ポ
ン
ジ
が
巨
大
な

重
く
硬
い
鉄
板
に
押
し
潰
さ
れ
て
い
る
と
い
う
即
物
的
な
実
在
的

迫
力
も
見
事
に
表
現
さ
れ
て
い
た
︒

続
い
て
︑
関
根
は
一
九
六
九
年
四
月
に
東
京
画
廊
で
開
い
た
個

展
で
︽
空
相
︲
油
土
︾︵
図
7
︶
を
発
表
す
る
︒
こ
れ
は
︑
画
廊
内

に
二
・
五
ト
ン
の
大
量
の
油
土
を
い
く
つ
か
の
巨
大
な
量
塊
の
ま

ま
配
置
し
︑
鑑
賞
者
は
そ
れ
ら
を
自
由
に
触
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
作
品
で
あ
っ
た
︒
こ
の
作
品
も
︑
元
々
は
位
相
幾
何
学
的
空

間
認
識
か
ら
出
発
し
て
︑
搬
入
か
ら
会
期
終
了
ま
で
の
油
土
の
形

体
変
化
を
﹁
相
﹂
の
変
容
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
い

た
︒
そ
の
一
方
で
︑
こ
の
作
品
は
従
来
の
芸
術
制
作
に
お
い
て
は

脇
役
に
過
ぎ
な
か
っ
た
素
材
が
主
役
化
す
る
も
の
で
あ
り
︑
即
物

的
な
実
在
的
迫
力
が
強
烈
に
自
己
主
張
す
る
作
品
で
も
あ
っ
た
︒

な
お
︑
こ
の
︽
空
相
︲
油
土
︾
か
ら
︑
関
根
は
作
品
の
題
名
を

単
に
﹁
相
﹂
が
変
容
す
る
と
い
う
よ
り
も
無
限
に
開
か
れ
て
い
る

こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
﹁
空
相
﹂
と
変
更
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑

こ
こ
で
い
う
﹁
空
﹂
と
は
︑
イ
ン
ド
数
学
の
﹁
０ゼ

ロ

﹂
や
仏
教
の
般

若
心
経
の
﹁
空
﹂
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
︑
単
な
る
﹁
虚
﹂
で
は

な
く
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
包
含
し
た
﹁
実
﹂
を
意
味
し
て
い
る
︒
こ

の
こ
と
は
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
が
会
期
終
了
後
に
凸
部
の
土
塊
が
凹

部
の
大
穴
に
埋
め
戻
さ
れ
る
こ
と
で
︑
単
な
る
消
滅
で
は
な
く

﹁
有
﹂
の
余
韻
を
内
包
し
た
﹁
無
﹂
の
状
態
性
を
実
現
し
た
こ
と
に

通
じ
て
い
る
︒

さ
ら
に
︑
関
根
は
一
九
六
九
年
五
月
の
﹁
第
九
回
現
代
日
本
美

術
展
﹂︵
東
京
都
美
術
館
︶
に
︽
空
相
︲
水
︾︵
図
8
︶
を
出
品
す
る
︒

こ
れ
は
︑
直
径
一
・
二
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
円

筒
体
と
︑
縦
一
・
六
メ
ー
ト
ル
︑
横
二
・
二
メ
ー
ト
ル
︑
高
さ
三

〇
セ
ン
チ
の
直
方
体
の
黒
い
鉄
製
の
二
つ
の
容
器
に
︑
溢
れ
る
寸

前
ま
で
水
を
張
っ
た
作
品
で
あ
っ
た
︒
こ
の
作
品
も
︑
元
々
は
位

相
幾
何
学
的
空
間
認
識
か
ら
出
発
し
て
︑
円
筒
体
と
直
方
体
が
同

体
積
で
あ
る
こ
と
で
水
の
形
体
変
化
を
﹁
相
﹂
の
変
容
と
し
て
提

示
す
る
作
品
で
あ
っ
た
︒
そ
の
上
で
︑
そ
の
二
つ
の
巨
大
な
鉄
製

容
器
と
そ
こ
に
湛
え
ら
れ
た
大
量
の
水
は
や
は
り
体
感
的
な
実
在

的
迫
力
も
強
く
感
受
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
こ
の
作
品
は
︑
約

半
年
後
の
一
〇
月
の
﹁
第
六
回
パ
リ
青
年
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
﹂
に
も

出
品
さ
れ
て
グ
ル
ー
プ
賞
を
受
賞
し
て
い
る
︒

そ
し
て
︑
関
根
は
一
九
六
九
年
八
月
に
﹁
第
一
回
現
代
国
際
彫

刻
展
﹂︵
箱
根
彫
刻
の
森
美
術
館
︶
に
︽
空
相
︾︵
図
9
︶
を
出
品
し

て
コ
ン
ク
ー
ル
賞
を
受
賞
す
る
︒
こ
れ
は
︑
巨
大
な
鏡
面
ス
テ
ン

レ
ス
製
の
四
角
柱
の
上
に
巨
大
な
自
然
石
を
据
え
付
け
た
高
さ

二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
立
体
作
品
で
あ
っ
た
︒
こ
の
作
品
も
︑
元
々

図６　関根伸夫 《位相－スポンジ》 1968年

図８　関根伸夫 《空相－水》 1969年

図７　関根伸夫 《空相－油土》 1969年
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は
位
相
幾
何
学
的
空
間
認
識
か
ら
出
発
し
て
︑
ス
テ
ン
レ
ス
柱
の

平
滑
な
直
方
体
か
ら
岩
石
の
い
び
つ
な
不
整
形
へ
の
形
体
変
化
を

﹁
相
﹂
の
変
容
と
し
て
意
識
さ
せ
る
作
品
で
あ
っ
た
︒
そ
の
一
方
で
︑

頭
上
に
圧
倒
的
重
量
の
物
体
が
存
在
す
る
の
で
や
は
り
体
感
的
な

実
在
的
迫
力
も
強
く
顕
示
す
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
関
根
は
︑
翌
一

九
七
〇
年
六
月
に
こ
れ
を
さ
ら
に
巨
大
に
し
た
高
さ
四
・
五
メ
ー

ト
ル
︑
岩
石
重
量
約
一
六
ト
ン
の
︽
空
相
︾︵
図
10
︶
を
﹁
第
三
五

回
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
・
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
﹂
に
出
品
し
て
国
際
的
な
評

判
を
得
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
ま
ま
約
二
年
半
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
滞
在

し
て
個
展
活
動
を
続
け
る
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
ら
の
関
根
の
作
品
は
い
ず
れ
も
︑
位
相
幾
何
学
的
な
空
間

解
釈
を
出
発
点
と
し
つ
つ
︑
そ
の
巨
大
な
即
物
的
迫
力
に
よ
り
鑑

賞
者
に
実
在
的
存
在
性
を
体
感
さ
せ
る
連
作
で
あ
っ
た
と
い
え
る12
︒ 

ま
た
︑
関
根
の
周
囲
の
作
家
達
も
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
で
示
唆
さ

れ
た
方
向
性
を
試
行
錯
誤
し
つ
つ
様
々
に
追
求
し
て
い
る
︒
特
に
︑

︽
位
相
︲
大
地
︾
の
制
作
を
直
接
手
伝
っ
た
吉
田
と
小
清
水
は
積
極

的
に
取
り
組
み
︑
吉
田
は
巨
大
な
紙
の
四
隅
に
石
を
載
せ
た
︽C

ut-
off (paper weight)

︾︵
一
九
六
九
年
︶
等
を
︑
小
清
水
は
巨
大
な
紙

袋
に
巨
石
を
入
れ
た
︽
か
み
2
︵
改
題
後
は
︽
か
み
︾︶︾︵
一
九
六
九

年
︶
等
を
制
作
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
彼
等
の
周
囲
の
本
田
真
吾
︑
成

田
克
彦
︑
菅
木
志
雄
も
こ
の
動
向
に
合
流
し
︑
本
田
は
部
屋
一
杯

に
張
っ
た
巨
大
な
布
の
中
央
に
石
を
載
せ
た
︽N

o.16

︾︵
一
九
六

九
年
︶
等
を
︑
成
田
は
巨
大
な
木
材
を
炭
化
さ
せ
た
︽SU

M
I

︾︵
一

九
六
九
年
︶
等
を
︑
菅
は
水
に
浮
か
べ
た
巨
大
な
板
の
上
に
石
を

並
べ
た
︽
状
況
律
︾︵
一
九
七
一
年
︶
等
を
発
表
し
て
い
る
︒
そ
し

て
︑
李
も
実
作
者
と
し
て
割
れ
た
ガ
ラ
ス
の
上
に
巨
石
を
載
せ
た

︽
現
象
と
知
覚
B
︵
改
題
後
は
︽
関
係
項
︾︶︾︵
一
九
六
八
年
︶
等
を

制
作
し
︑
さ
ら
に
旺
盛
な
執
筆
活
動
も
行
っ
て
い
る
︒
関
根
が
自

作
の
評
者
と
し
て
李
を
出
版
社
に
積
極
的
に
推
薦
し
た
こ
と
も
あ

り
︑
李
は
一
九
六
九
年
六
月
か
ら
七
〇
年
一
月
ま
で
の
約
八
ヵ
月

間
に
一
〇
本
も
の
大
量
の
関
連
論
文
を
発
表
し
て
い
る
︒

李
を
始
め
と
し
て
︑
関
根
達
は
機
会
を
捉
え
て
自
分
達
の
作
品

を
で
き
る
だ
け
文
章
で
説
明
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

関
根
達
が
当
時
の
美
術
評
論
が
結
局
は
最
新
の
欧
米
美
術
の
動
向

の
紹
介
に
過
ぎ
ず
︑
他
の
芸
術
家
達
も
そ
れ
に
追
従
し
て
い
る
こ

と
に
不
満
を
感
じ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
関
根
達
の
合
言
葉
は

﹁
流
れ
を
変
え
よ
う
！
﹂
で
あ
り
︑
彼
等
は
同
時
代
の
﹁
近
代
の
超

克
﹂
を
主
張
す
る
学
生
運
動
や
思
想
状
況
と
も
連
動
し
て
︑
い
か

に
近
代
西
洋
を
超
え
て
東
洋
や
日
本
の
自
分
達
か
ら
独
自
な
も
の

を
発
信
で
き
る
か
を
目
指
し
て
い
た
︒
そ
う
し
た
自
己
表
明
の
取

り
組
み
は
︑
彼
等
の
議
論
を
一
躍
有
名
に
し
た
﹃
美
術
手
帖
﹄
一

九
七
〇
年
二
月
号
の
特
集
座
談
会
﹁
発
言
す
る
新
人
た
ち

―

︿
も
の
﹀
が
ひ
ら
く
新
し
い
世
界
﹂
に
結
実
す
る
こ
と
に
な
る13
︒

﹁
も
の
派
﹂
と
い
う
用
語
は
︑
関
根
達
が
自
ら
名
乗
っ
た
運
動
名

で
は
な
く
︑
結
局
彼
等
自
身
が
そ
の
名
を
冠
し
た
自
発
的
な
グ
ル

ー
プ
展
を
行
う
こ
と
も
一
度
も
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
座
談

会
を
始
め
と
し
て
︑
彼
等
の
発
言
に
お
い
て
頻
出
す
る
﹁
も
の
﹂

と
い
う
言
葉
や
︑
そ
の
で
き
る
だ
け
物
を
即
物
的
に
提
示
し
よ
う

と
す
る
傾
向
か
ら
い
つ
し
か
広
ま
っ
た
呼
称
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
︑

当
初
は
そ
の
没
個
性
的
で
没
技
巧
的
な
手
法
に
対
す
る
蔑
称
で
あ

っ
た
が
︑
錯
視
よ
り
も
実
在
を
強
調
す
る
と
い
う
意
味
で
は
要
点

を
捉
え
た
名
称
で
も
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

要
約
す
る
な
ら
ば
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
に
よ
っ
て
啓
示
さ
れ
た

﹁
も
の
派
﹂
と
は
︑
一
九
六
〇
年
代
前
半
の
﹁
反
芸
術
﹂
が
も
た
ら

し
た
還
元
主
義
的
傾
向
の
一
方
の
極
で
あ
る
﹁
日
本
概
念
派
﹂
が

観
念
を
重
視
す
る
の
に
対
し
︑
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
︑
も
う
一
方

の
極
で
あ
る
実
在
を
重
視
す
る
芸
術
動
向
で
あ
っ
た
と
い
え
る14
︒

た
だ
し
︑
そ
の
動
向
の
中
心
的
存
在
で
あ
る
関
根
が
一
九
七
〇

年
の
半
ば
に
作
家
活
動
の
拠
点
を
海
外
に
移
し
た
た
め
に
︑
そ
の

頃
か
ら
運
動
体
と
し
て
の
求
心
的
統
一
性
は
薄
れ
︑
次
第
に
各
作

家
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
問
題
意
識
を
深
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒

そ
の
た
め
︑
狭
義
の
﹁
も
の
派
﹂
と
呼
び
う
る
グ
ル
ー
プ
の
活
動

期
間
は
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
発
表
の
一
九
六
八
年
一
〇
月
か
ら
約
二

年
間
に
過
ぎ
な
か
っ
た15
︒
そ
の
一
方
で
︑
そ
の
素
朴
で
禁
欲
的
な

表
現
手
法
は
普
遍
的
で
模
倣
も
し
や
す
か
っ
た
の
で
数
多
く
の
追

随
者
達
を
生
み
︑
そ
の
展
示
空
間
を
巻
き
込
ん
で
展
開
す
る
表
現

形
式
は
一
九
七
〇
年
代
以
降
の
主
流
で
あ
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
芸
術
の
先
駆
け
と
も
な
っ
た16
︒

4
「
も
の
派
」に
お
け
る
自
然
体
験
と

身
心
変
容

そ
れ
で
は
︑
こ
こ
で
改
め
て
﹁
も
の
派
﹂
に
お
け
る
自
然
体
験

と
身
心
変
容
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
︒
こ
こ
で
は
特
に
︑

﹁
も
の
派
﹂
の
原
点
で
あ
り
本
質
と
も
い
え
る
︽
位
相
︲
大
地
︾

︵
図
1
・
5
︶
を
集
中
的
に
分
析
す
る
︒

実
は
︑
こ
の
︽
位
相
︲
大
地
︾
に
は
︑
東
洋
的
心
性
の
様
々
な

反
映
を
見
出
せ
る
︒

ま
ず
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
は
︑
作
品
成
立
時
に
お
け
る
関
根
の
反

応
そ
の
も
の
に
東
洋
的
感
受
性
を
指
摘
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑︽
位
相

図９　関根伸夫 《空相》 1969年

図10　関根伸夫 《空相》 1970年
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︲
大
地
︾
が
全
貌
を
現
し
︑
本
来
は
単
な
る
素
材
に
過
ぎ
な
い
土

︵
土
塊
と
大
穴
︶
の
実
在
的
迫
力
が
当
初
の
位
相
幾
何
学
的
コ
ン
セ

プ
ト
を
超
え
る
強
い
感
動
を
も
た
ら
し
た
際
に
︑
関
根
が
そ
の
方

向
性
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
肯
定
し
た
こ
と
自
体
に
重
要
な
意

味
が
あ
る
︒

こ
の
問
題
に
関
係
し
て
︑
高
階
秀
爾
は
︑
一
般
に
西
洋
で
は
人

為
が
不
完
全
な
自
然
を
完
成
さ
せ
る
と
考
え
る
の
に
対
し
︑
古
来

日
本
で
は
不
完
全
な
人
為
を
自
然
が
完
成
す
る
と
考
え
る
傾
向
が

あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
伝
統
的
に
日
本
人
は
︑
人
為

で
は
自
然
と
い
う
最
も
優
れ
た
も
の
に
到
達
で
き
な
い
の
で
︑
あ

る
程
度
ま
で
人
為
を
尽
く
し
た
後
は
自
然
の
仕
上
げ
に
任
せ
る
と

い
う
思
想
を
持
っ
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
日
本
に

お
け
る
焼
物
の
制
作
で
は
︑
作
者
の
初
期
構
想
の
み
な
ら
ず
焼
成

に
お
け
る
偶
然
の
効
果
が
重
宝
さ
れ
る17
︒
す
な
わ
ち
︑
形
の
歪
み

や
色
の
滲
み
な
ど
の
窯
変
が
高
く
評
価
さ
れ
︑
そ
れ
ら
を
取
り
入

れ
た
よ
り
高
次
の
コ
ン
セ
プ
ト
こ
そ
が
価
値
の
高
い
も
の
と
さ
れ

る
の
で
あ
る18
︒

こ
れ
を
受
け
て
︑
山
本
健
吉
は
﹁
日
本
人
の
藝
術
観
の
底
に
は

日
本
人
の
自
然
観
が
横
た
わ
り
︑
さ
ら
に
そ
の
底
辺
に
は
自
然
界

の
す
べ
て
を
霊
の
栖
と
考
え
︑
生
き
た
存
在
と
考
え
る
ア
ニ
ミ
ズ

ム
の
思
想
が
あ
る19
﹂
と
論
じ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
近
代
西
洋
で
は

人
間
と
自
然
は
異
質
な
も
の
と
し
て
断
絶
し
て
お
り
︑
唯
一
理
性

を
持
つ
存
在
で
あ
る
人
間
が
魂
を
持
た
な
い
機
械
的
自
然
よ
り
も

上
位
で
あ
る
と
さ
れ
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
古
来
日
本
で
は
人
間
と

自
然
は
同
質
な
も
の
と
し
て
連
続
し
て
お
り
︑
共
に
魂
を
有
す
る

同
胞
と
し
て
補
足
し
合
う
関
係
に
あ
る
︒
そ
う
し
た
自
然
観
に
基

づ
く
日
本
の
伝
統
的
芸
術
観
で
は
︑
人
間
が
理
性
を
偏
重
し
自
然

に
強
制
介
入
し
て
一
方
的
に
操
作
す
る
の
で
は
な
く
︑
没
我
の
境

地
で
自
然
と
一
体
と
な
り
相
互
協
力
す
る
こ
と
で
一
つ
の
理
想
的

調
和
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
︑
稲
賀
繁
美
が
主
張
す
る
よ
う
に
︑
古

代
ギ
リ
シ
ャ
の
プ
ラ
ト
ン
以
来
︑
一
般
に
西
洋
の
制
作
観
は
上
位

の
﹁
形
相
﹂
を
下
位
の
﹁
質
料
﹂
を
用
い
て
具
現
す
る
こ
と
で
あ

り
︑
芸
術
観
も
ま
た
上
位
の
芸
術
家
の
主
体
的
構
想
を
下
位
の
客

体
的
素
材
に
当
て
は
め
て
実
現
す
る
と
さ
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
︒

そ
こ
で
は
︑
芸
術
家
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
一

方
で
︑
素
材
自
体
は
無
価
値
で
あ
る
か
︑
せ
い
ぜ
い
コ
ン
セ
プ
ト

の
実
現
に
従
順
な
性
質
が
評
価
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い20
︒
従
っ
て
︑
も

し
素
材
自
体
が
自
己
主
張
し
て
芸
術
家
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
実
現
を

阻
害
す
る
な
ら
ば
︑
そ
れ
は
芸
術
作
品
と
し
て
は
失
敗
作
で
あ
り

価
値
の
低
い
も
の
と
見
な
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
関

根
が
︽
位
相
︲
大
地
︾
の
成
立
時
に
︑
素
材
そ
の
も
の
が
初
期
構

想
を
超
え
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
感
動
を
肯
定
し
︑
そ
の
啓
示

か
ら
﹁
も
の
派
﹂
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
方
向
性
を
力
強
く
展
開
し

え
た
こ
と
自
体
に
︑
伝
統
的
な
東
洋
的
心
性
の
確
か
な
反
映
を
看

取
で
き
る
の
で
あ
る21
︒

こ
う
し
た
︽
位
相
︲
大
地
︾
に
お
け
る
自
然
と
の
協
働
と
い
う

要
素
は
︑
関
根
の
他
の
作
品
に
も
様
々
に
見
て
取
れ
る
︒

例
え
ば
︑︽
位
相
︲
ス
ポ
ン
ジ
︾︵
図
6
︶
で
は
︑
ス
ポ
ン
ジ
の

形
体
変
化
に
お
け
る
偶
然
性
に
自
然
と
の
協
働
を
指
摘
で
き
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
作
品
に
お
け
る
ス
ポ
ン
ジ
の
歪
み
は
︑
作
家
の
手

や
計
算
か
ら
離
れ
て
︑
ス
ポ
ン
ジ
自
体
の
素
材
的
性
質
と
頭
上
の

鉄
板
の
重
み
の
相
互
作
用
に
よ
り
自
ず
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
︒

そ
の
点
で
︑
そ
の
形
状
は
︑
作
家
個
人
で
完
結
す
る
コ
ン
セ
プ
ト

の
実
現
で
は
な
く
︑
個
人
的
意
識
を
超
え
る
自
然
と
の
協
働
を
取

り
入
れ
た
よ
り
高
次
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
実
現
と
い
え
る
︒

ま
た
︑︽
空
相
︲
油
土
︾︵
図
7
︶
で
も
︑
油
土
の
形
体
変
化
に

お
け
る
偶
然
性
に
自
然
と
の
協
働
を
主
張
で
き
る
︒
す
な
わ
ち
︑
こ

の
作
品
に
お
け
る
油
土
の
変
容
も
︑
作
家
の
手
や
計
算
を
離
れ
て
︑

油
土
自
体
の
素
材
的
性
質
と
鑑
賞
者
の
気
ま
ぐ
れ
な
接
触
の
相
互

作
用
に
よ
り
自
ず
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑
や

は
り
そ
の
形
状
は
︑
作
家
個
人
で
完
結
す
る
コ
ン
セ
プ
ト
の
実
現

で
は
な
く
︑
個
人
的
意
識
を
超
え
る
自
然
と
の
協
働
を
取
り
入
れ

た
よ
り
高
次
の
コ
ン
セ
プ
ト
の
実
現
と
い
え
る
︒

こ
う
し
た
自
然
と
の
協
働
の
上
で
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
に
は
さ
ら

に
そ
の
形
式
や
内
容
に
も
東
洋
的
心
性
を
様
々
に
観
取
で
き
る
︒

ま
ず
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
に
は
︑
平
地
に
穴
を
掘
っ
て
池
を
造
り
︑

そ
の
掘
り
出
し
た
土
で
築
山
を
造
る
と
い
う
中
国
由
来
の
伝
統
的

な
作
庭
技
法
の
感
化
が
あ
る
︒
事
実
︑
関
根
は
学
生
時
代
に
造
園

業
の
ア
ル
バ
イ
ト
に
携
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
り
︑
こ
の
こ
と
が

ど
こ
か
で
意
識
さ
れ
て
い
た
と
語
っ
て
い
る22
︒

ま
た
︑
関
根
は
︽
位
相
︲
大
地
︾
の
発
想
源
の
一
つ
に
は
︑
大

学
時
代
の
京
都
旅
行
で
感
銘
を
受
け
た
銀
閣
寺
の
向
月
台
が
あ
っ

た
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
︒
向
月
台
は
︑
境
内
に
白
砂
を
高
さ
一
・

五
五
メ
ー
ト
ル
︑
底
部
の
直
径
三
・
二
メ
ー
ト
ル
︑
頂
部
の
直
径

一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
円
錐
台
に
積
み
上
げ
た
砂
山
で
︑
観
月
の
演

出
効
果
を
高
め
る
庭
園
装
飾
物
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
実
際
に
︑
関

根
は
︽
位
相
︲
大
地
︾
の
構
想
メ
モ
に
﹁
銀
か
く
寺
の
砂
の
円
錐

形
の
彫
刻
﹂
と
記
述
し
て
い
る23
︒
さ
ら
に
︑
関
根
の
大
学
時
代
の

先
輩
で
あ
る
柏
原
え
つ
と
む
は
︑
関
根
が
京
都
の
寺
社
巡
り
の
後

に
興
奮
し
て
次
の
よ
う
に
話
し
た
と
回
想
し
て
い
る
︒﹁
関
根
﹃
白

砂
が
盛
り
上
げ
て
あ
る
だ
け
な
の
に
︑
感
動
さ
せ
ら
れ
た
︒
あ
の

砂
は
ど
こ
か
ら
持
っ
て
来
た
？
﹄︑
柏
原
﹃
た
ぶ
ん
白
川
砂
だ
ろ
う

が
ど
こ
か
ら
か
は
知
ら
な
い
﹄︑
関
根
﹃
あ
れ
良
い
ね
ぇ
︒
け
ど
︑

他
所
か
ら
持
っ
て
く
る
よ
り
︑
あ
の
場
を
掘
っ
て
山
を
作
れ
な
い

か
な
﹄︒
こ
の
言
葉
に
驚
か
さ
れ
︑
君
の
才
能
を
見
た
気
が
し
た
︒

こ
の
会
話
を
引
き
ず
っ
て
ビ
ー
ル
を
飲
み
な
が
ら
︑
穴
の
掘
り
方

な
ど
を
話
し
合
っ
た
︒
こ
の
時
点
で
須
磨
の
位
相
大
地
の
プ
ラ
ン

に
な
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
︒﹃
う
ま
く
や
ら
な
い
と
蟻
地
獄
に
な

る
よ
﹄
と
笑
っ
た
の
は
よ
く
覚
え
て
い
る24
﹂︒

そ
し
て
︑
関
根
は
︽
位
相
︲
大
地
︾
の
発
想
源
の
一
つ
に
は
︑
上

賀
茂
神
社
の
立
砂
が
あ
っ
た
こ
と
も
明
言
し
て
い
る
︒
こ
の
立
砂

図11　関根伸夫氏（右）と筆者（左）
（『現代京都藝苑2015』プレイベント対談「日本的感受性と日本
近現代美術」2015年2月28日・京都大学文学部新館第三講
義室）
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は
︑
境
内
に
白
砂
を
高
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
の
円
錐
形
に
盛
り
上
げ

た
一
対
の
砂
山
で
︑
祭
神
が
最
初
に
降
臨
し
た
神
山
を
模
し
た
︑
祭

神
を
招
く
た
め
の
憑
代
と
さ
れ
て
い
る
︒﹁
六
七
年
頃
は
私
は
日
本

美
術
に
傾
注
し
て
い
て
可
成
り
研
修
旅
行
を
し
て
い
た
の
で
︑
四

～
五
回
は
柏
原
さ
ん
宅
に
厄
介
か
け
た
と
思
い
ま
す
︒︽
位
相
︲
大

地
︾
も
か
な
り
根
底
に
銀
閣
寺
の
向
月
台
や
上
賀
茂
神
社
の
円
錐

形
の
盛
り
砂
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
す
が
︑
柏
原
さ
ん
と
そ
の
辺

の
話
を
し
て
い
た
の
は
事
実
ら
し
い
で
す
ね25
﹂︒

こ
う
し
た
盛
砂
造
形
は
︑
東
洋
的
心
性
の
一
つ
の
反
映
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
古
来
東
洋
で
は
森
羅
万
象
に
は
聖
な
る
魂
が
宿
っ
て
お

り
︑
自
然
の
凝
縮
物
に
は
そ
れ
が
強
く
顕
現
す
る
と
さ
れ
る
︒
実

際
に
日
本
の
古
神
道
で
は
︑
巨
石
は
磐
座
と
し
て
︑
巨
木
は
神
木

と
し
て
信
仰
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
上
賀
茂
神
社
の
立
砂
は
︑
現
在
で

も
民
間
で
広
く
実
践
さ
れ
て
い
る
鬼
門
や
裏
鬼
門
に
撒
か
れ
る
清

め
砂
の
起
源
で
も
あ
る
︒

こ
う
し
た
自
然
へ
の
深
い
敬
意
か
ら
︑
東
洋
で
は
伝
統
的
に
自

然
を
価
値
の
高
い
も
の
と
見
な
す
美
意
識
や
文
化
が
形
成
さ
れ
て

き
た
︒
近
代
西
洋
的
自
然
観
が
︑
人
間
と
自
然
は
異
質
で
あ
り
︑
人

間
を
自
然
よ
り
も
上
位
に
位
置
付
け
る
の
に
対
し
︑
伝
統
東
洋
的

自
然
観
で
は
︑
人
間
は
自
然
の
一
部
で
あ
り
︑
人
間
と
自
然
に
上

下
関
係
は
な
い
︒
そ
し
て
︑
東
洋
で
は
伝
統
的
に
︑
真
善
美
の
源

泉
は
自
然
で
あ
り
︑
あ
ざ
と
い
人
為
は
そ
の
分
だ
け
品
位
が
劣
る

こ
と
に
な
る
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
自
然
も
末
端
で
は
過
剰
や
寡
少

を
発
生
さ
せ
る
の
で
︑
人
間
は
自
ら
の
内
な
る
自
然
を
発
揮
し
て

外
な
る
自
然
を
本
来
あ
る
べ
き
姿
に
完
成
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
︒

そ
の
意
味
で
︑
人
間
と
自
然
は
相
補
的
協
働
関
係
に
あ
り
︑
そ
う

し
た
人
間
が
自
然
の
本
質
を
理
想
的
に
発
現
さ
せ
る
方
向
性
を
言

い
表
す
言
葉
が
﹁
芸
道
﹂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

こ
の
東
洋
的
自
然
観
に
基
づ
く
日
本
の
伝
統
文
化
の
一
つ
で
あ

る
生
花
は
︑
文
字
通
り
人
間
が
花
の
本
質
を
理
想
的
に
生
か
す
こ

と
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
生
花
で
は
︑
華
道
家
が
自

然
を
抽
象
し
て
そ
の
美
を
純
化
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
鑑
賞
者
に
大

自
然
全
体
の
美
を
暗
示
的
に
感
じ
取
ら
せ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
要

素
の
限
定
に
よ
る
侘
し
さ
や
寂
し
さ
を
想
像
力
で
豊
か
に
補
う
働

き
が
︑
日
本
の
伝
統
的
美
意
識
で
あ
る
﹁
侘わ

び
・
寂さ

び
﹂
で
あ
る
︒

そ
う
し
た
﹁
侘わ

び
・
寂さ

び
﹂
の
美
学
の
典
型
は
︑
千
利
休
の
有
名

な
朝
顔
の
逸
話
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
大
量
に
咲
き
乱

れ
る
朝
顔
を
期
待
し
て
訪
問
し
て
き
た
派
手
好
み
の
豊
臣
秀
吉
に

対
し
︑
利
休
は
最
も
美
し
い
一
輪
だ
け
を
挿
し
て
見
せ
る
こ
と
で
︑

秀
吉
の
心
に
無
限
に
広
が
る
満
開
の
朝
顔
を
提
示
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
自
然
を
縮
約
す
る
こ
と
で
そ
の
本
質
を
味
わ
う
と
い

う
生
花
に
通
じ
る
感
受
性
は
︑
関
根
作
品
の
多
く
に
窺
わ
れ
る
︒

実
際
に
︑
関
根
は
現
代
美
術
の
道
に
進
む
前
に
は
華
道
の
道
に
進

も
う
と
し
た
経
歴
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
は
︑

自
然
の
四
大
元
素
の
う
ち
土
を
象
徴
的
に
濃
縮
し
て
そ
の
広
大
無

辺
さ
を
味
わ
う
作
品
と
い
え
る
︒
ま
た
︑︽
空
相
︾︵
図
9
・
10
︶
も
︑

土
の
凝
縮
物
で
あ
る
岩
石
に
大
自
然
の
金
剛
界
的
な
広
が
り
と
奥

行
を
暗
示
さ
せ
る
作
品
と
い
え
る
︒

こ
う
し
た
関
根
芸
術
に
お
け
る
自
然
の
濃
縮
受
容
は
︑
即
物
的

実
在
性
へ
の
身
体
的
感
応
と
共
に
︑
情
緒
的
な
精
神
的
感
動
も
も

た
ら
す
︒
こ
の
自
然
体
験
に
よ
る
身
心
変
容

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
代
表
的
事
例
が
︑

四
大
元
素
の
う
ち
水
を
象
徴
的
に
濃
縮
し
て
そ
の
豊
饒
さ
を
享
受

さ
せ
る
︽
空
相
︲
水
︾︵
図
8
︶
の
次
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
︒
こ

こ
で
は
︑
自
然
の
本
質
を
暗
示
す
る
即
物
的
実
在
性
が
︑
鑑
賞
者

に
強
い
身
体
的
感
応
を
引
き
起
こ
す
の
み
な
ら
ず
︑
内
面
に
深
い

癒
し
の
効
果
を
生
み
出
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
︒﹁
こ
の
作

品
を
前
に
し
て
あ
る
娘
が
涙
を
流
し
て
い
る
姿
を
見
か
け
ま
し
た
︒

私
は
近
づ
い
て
話
し
か
け
る
と
︑
そ
の
娘
は
﹃
今
日
は
疲
れ
き
っ

て
︑
私
は
こ
こ
に
来
た
の
で
す
が
︑
こ
の
作
品
の
傍
に
い
る
あ
い

だ
に
︙
︙
お
お
く
の
癒
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︙
︙
思
わ
ず
感
動

し
て
し
ま
っ
て
︑
そ
う
し
た
ら
涙
が
止
ま
ら
な
く
な
っ
て
︙
︙
﹄

と
語
り
終
わ
っ
て
︑
は
に
か
ん
だ
微
笑
を
私
に
送
る
と
︑
さ
っ
と

目
前
か
ら
消
え
て
し
ま
っ
た
︒
こ
の
予
期
し
な
い
不
意
打
ち
の
会

話
に
︑
私
は
う
ま
く
反
応
で
き
ず
に
︑
寡
黙
に
呆
然
と
立
ち
尽
く

す
ば
か
り
だ
っ
た
︒
あ
の
時
作
者
と
し
て
﹃
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
﹄
と
言
え
ば
良
か
っ
た
の
か
︑
言
葉
な
く
黙
っ
た
ま
ま
で
良

か
っ
た
の
か
︑
未
だ
に
ど
う
対
処
す
べ
き
か
︑
的
確
な
対
応
は
見

つ
か
ら
な
い26
﹂︒

既
に
見
た
よ
う
に
︑﹁
も
の
派
﹂
の
﹁
も
の
﹂
は
︑
一
義
的
に
は

一
九
六
〇
年
代
末
の
現
代
日
本
美
術
に
お
け
る
観
念
に
対
す
る
実

在
の
強
調
を
意
味
す
る
︒
そ
の
上
で
︑﹁
も
の
派
﹂
の
原
点
で
あ
り

本
質
で
も
あ
る
︽
位
相
︲
大
地
︾
に
お
け
る
様
々
な
東
洋
的
心
性

の
反
映
は
︑﹁
も
の
派
﹂
の
﹁
も
の
﹂
が
さ
ら
に
深
い
レ
ベ
ル
で
芸

術
表
現
に
お
け
る
東
洋
的
感
受
性
を
も
含
意
し
て
い
た
こ
と
を
推

定
さ
せ
る
︒

こ
の
問
題
に
関
連
し
て
︑
鎌
田
東
二
は
︑
日
本
語
の
﹁
も
の
﹂

は
︑
物
質
性
と
し
て
の
﹁
物
﹂︑
人
間
性
と
し
て
の
﹁
者
﹂︑
霊
性

と
し
て
の
﹁
霊
︵
モ
ノ
︶﹂
を
一
語
で
言
い
表
す
点
で
︑
こ
れ
ら
の

互
い
に
異
質
な
三
つ
の
次
元
を
分
断
せ
ず
に
一
体
の
も
の
と
し
て

感
受
す
る
心
性
を
表
象
し
て
い
る
と
考
察
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
こ

う
し
た
日
本
の
伝
統
的
心
性
は
︑
身
体
と
精
神
を
截
然
と
分
断
し

霊
性
を
無
視
す
る
︑
デ
カ
ル
ト
の
物
心
二
元
論
に
代
表
さ
れ
る
近

代
西
洋
的
心
性
と
は
別
物
で
あ
る
と
示
唆
し
て
い
る27
︒
そ
し
て
︑
こ

の
日
本
語
の
﹁
も
の
﹂
に
お
け
る
﹁
物
＝
体
／
者
＝
心
／
モ
ノ
＝

霊
﹂
と
い
う
一
体
的
三
重
構
造
は
︑
正
に
︽
位
相
︲
大
地
︾
が
内

包
す
る
︑
即
物
的
実
在
性
に
よ
る
身
体
的
感
応
︑
自
然
と
の
交
感

に
よ
る
精
神
的
感
動
︑
自
然
の
凝
縮
物
に
対
す
る
聖
性
の
直
観
と

い
う
複
合
的
三
要
素
の
芸
術
内
容
と
的
確
に
対
応
し
て
い
る
と
指

摘
で
き
る28
︒

謝
辞

本
稿
は
︑
二
〇
〇
九
年
五
月
二
四
日
に
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
行
わ
れ
た
モ

ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
＋
ワ
ザ
学
研
究
会
の
合
同
研
究
会
に
お
け
る
関
根

伸
夫
氏
の
講
演
﹁
も
の
派
の
活
動
と
ア
ー
ト
﹂︑
及
び
二
〇
一
〇
年
一
月
一

六
日
に
京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館
で
行
わ
れ
た
︑
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研

究
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
芸
術
部
会
﹁
も
の
派
と
モ
ノ
学

―
も
の
か
ら

モ
ノ
へ
﹂
で
提
出
さ
れ
た
問
題
意
識
の
継
承
的
発
展
で
あ
る
︒
本
稿
執
筆
に

当
た
り
︑
直
接
ご
教
示
を
頂
い
た
関
根
伸
夫
氏
と
鎌
田
東
二
氏
を
始
め
と
す

る
同
研
究
会
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
る
︒

注1　
建
畠
晢
﹁
も
の
派

―
近
代
の
ア
ポ
リ
ア
﹂︑
鎌
田
東
二
編
著
﹃
モ
ノ

学
・
感
覚
価
値
論
﹄
晃
洋
書
房
︑
二
〇
一
〇
年
︑
一
一
頁
︒

2　
関
根
伸
夫
﹃
風
景
の
指
輪
﹄
図
書
新
聞
︑
二
〇
〇
六
年
︑
四
一
頁
︒

3　
中
原
佑
介
﹁
幻
の
影
を
慕
い
て
﹂︵﹃
眼
﹄
一
九
六
五
年
九
月
二
八
日
号
︶︑

﹃
見
る
こ
と
の
神
話
﹄
フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
︑
一
九
七
二
年
︑
一
六
四

頁
︒

4　
さ
ら
に
︑
関
根
は
位
相
幾
何
学
を
︑
従
来
の
自
然
科
学
で
は
未
知
の
領

域
で
あ
る
生
命
体
︵
脳
細
胞
や
植
物
等
︶
の
発
達
過
程
を
捉
え
る
の
に

有
効
な
空
間
把
握
法
と
考
え
て
い
る
︵
関
根
伸
夫
﹃
風
景
の
指
輪
﹄
五
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三
頁
︶︒
こ
の
こ
と
は
︑
世
界
を
魂
無
き
﹁
延
長
﹂︵
デ
カ
ル
ト
︶
と
し

て
で
は
な
く
生
命
に
満
ち
溢
れ
た
も
の
と
捉
え
る
東
洋
的
自
然
観
と
親

和
的
で
あ
る
︒

5　
石
子
順
造
﹁
現
代
美
術
の
底
流
﹂︵﹃
美
育
文
化
﹄
一
九
六
九
年
七
月
号
︶︑

﹃
表
現
に
お
け
る
近
代
の
呪
縛
﹄
川
島
書
店
︑
一
九
七
〇
年
︑
一
七
四

頁
︒

6　
堀
内
正
和
﹁
彫
刻
の
垣
根
﹂︵﹃
華
道
﹄
一
九
六
九
年
一
月
号
︶︑﹃
坐
忘

録
﹄
美
術
出
版
社
︑
一
九
九
〇
年
︑
二
六
五
︲
二
六
六
頁
︒

7　
関
根
伸
夫
﹃
風
景
の
指
輪
﹄
五
六
頁
︒

8　
﹁
関
根
伸
夫
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー　

二
〇
一
四
年
四
月
二
四
日
﹂

﹃
日
本
美
術
オ
ー
ラ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
・
ア
ー
カ
イ
ヴ
﹄︵http://w

w
w.

oralarthistory.org/archives/sekine_nobuo/interview_ 01.php

︶

9　

峯
村
敏
明
﹁
存
在
を
問
う
美
術
の
系
譜
﹂﹃
も
の
派
︲
再
考
﹄
国
立
国

際
美
術
館
︑
二
〇
〇
五
年
︑
二
五
︲
三
一
頁
︒

10　

李
禹
煥
﹁
世
界
と
構
造

―
対
象
の
瓦
解
︿
現
代
美
術
論
考
﹀﹂﹃
デ

ザ
イ
ン
批
評
﹄
風
土
社
︑
一
九
六
九
年
九
月
号
︑
一
二
一
︲
一
三
三
頁
︒

11　

李
禹
煥
﹃
出
会
い
を
求
め
て

―
新
し
い
芸
術
の
は
じ
ま
り
に
﹄
田

畑
書
店
︑
一
九
七
一
年
︒

12　
こ
の
よ
う
に
︑
関
根
芸
術
に
お
い
て
制
作
意
図
や
作
品
解
釈
が
多
義
性

を
持
つ
の
は
︑
彼
自
身
の
生
来
の
資
質
に
加
え
︑
大
学
時
代
の
斎
藤
の

ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
つ
ま
り
︑
ま
ず
関
根
の
制
作

は
︑
単
一
の
コ
ン
セ
プ
ト
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
複
数
の
問
題
意

識
に
複
合
的
に
取
り
組
む
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
関
根
は

そ
れ
ら
の
問
題
意
識
を
極
限
ま
で
抽
象
的
な
形
に
純
化
す
る
の
で
︑
そ

の
作
品
は
完
成
後
さ
ら
に
様
々
な
解
釈
を
誘
発
す
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ

に
は
︑
斎
藤
の
指
導
に
よ
り
︑
具
象
性
が
特
定
の
意
味
を
持
つ
の
に
対

し
︑
抽
象
性
は
特
定
の
意
味
を
持
た
な
い
た
め
に
か
え
っ
て
多
様
な
解

釈
を
許
容
し
う
る
こ
と
を
学
ん
だ
こ
と
も
有
効
に
働
い
て
い
る
︒

13　
小
清
水
漸
・
関
根
伸
夫
・
菅
木
志
雄
・
成
田
克
彦
・
吉
田
克
朗
・
李
禹

煥
﹁
特
集
＝
発
言
す
る
新
人
た
ち

―
︿
も
の
﹀
が
ひ
ら
く
新
し
い

世
界
﹂﹃
美
術
手
帖
﹄
美
術
出
版
社
︑
一
九
七
〇
年
二
月
号
︑
三
四
︲

五
五
頁
︒

14　
こ
の
辺
り
は
︑
次
の
二
著
に
示
唆
を
受
け
て
い
る
︒
千
葉
成
夫
﹃
現
代

美
術
逸
脱
史
﹄
晶
文
社
︑
一
九
八
六
年
︒
中
ザ
ワ
ヒ
デ
キ
﹃
現
代
美
術

史
日
本
篇 1945-2014

﹄
ア
ー
ト
ダ
イ
バ
ー
︑
二
〇
一
四
年
︒

15　

作
家
達
自
身
が
名
乗
っ
た
訳
で
は
な
い
の
で
︑﹁
も
の
派
﹂
の
構
成
員

を
確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
た
だ
し
︑
本
稿
で
見
た
一
九
六
〇
年
代

末
の
現
代
日
本
美
術
に
お
け
る
観
念
に
対
す
る
実
在
の
強
調
と
い
う

﹁
も
の
派
﹂
の
定
義
か
ら
は
︑
関
根
︑
吉
田
︑
小
清
水
︑
本
田
︑
成
田
︑

菅
︑
李
以
外
に
も
﹁
も
の
派
﹂
と
呼
び
う
る
作
家
達
を
挙
げ
ら
れ
る
︒

例
え
ば
︑
関
根
達
と
交
流
の
深
か
っ
た
︑
東
京
芸
術
大
学
出
身
の
榎
倉

康
二
と
高
山
登
や
︑
日
本
大
学
芸
術
学
部
出
身
の
原
口
典
之
等
で
あ
る
︒

彼
等
は
︑
峯
村
敏
明
に
よ
り
﹁
も
の
派
﹂
の
初
期
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
形

態
の
担
い
手
と
し
て
﹁
李
＋
多
摩
美
系
﹂﹁
芸
大
系
﹂﹁
日
大
系
﹂
グ
ル

ー
プ
と
分
類
さ
れ
て
い
る
︵
峯
村
敏
明
﹁﹃
モ
ノ
派
﹄
と
は
何
で
あ
っ

た
か
﹂﹃
モ
ノ
派
﹄
展
図
録
︑
鎌
倉
画
廊
︑
一
九
八
六
年
／
二
〇
一
二

年
︑
一
頁
︶︒

16　

小
倉
正
史
﹁
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
﹂︑
海
野
弘
・
小
倉
正
史
﹃
現
代

美
術

―
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
ま
で
﹄
新
曜

社
︑
一
九
八
八
年
︑
一
七
二
︲
一
七
三
頁
︒

17　
一
九
七
三
年
一
一
月
一
七
日
・
一
八
日
に
行
わ
れ
た
︑
日
本
文
化
会
議

の
第
四
回
東
西
文
化
比
較
研
究
セ
ミ
ナ
ー
に
お
け
る
高
階
秀
爾
の
発
言

を
参
照
︒
日
本
文
化
会
議
編
﹃
自
然
の
思
想

―
東
西
文
化
比
較
研

究
﹄
研
究
社
出
版
︑
一
九
七
四
年
︒

18　
﹁
東
洋
の
陶
器
の
鑑
賞
に
偶
然
性
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と

を
考
え
て
見
る
の
も
い
い
︒
陶
器
の
制
作
に
当
た
っ
て
は
︑
窯
の
中
の

火
が
作
者
の
意
図
と
は
或
度
の
独
立
性
を
保
っ
て
制
作
に
与
か
る
の
で

あ
る
︒
そ
こ
か
ら
形
に
ゆ
が
み
が
で
き
た
り
︑
色
に
味
が
に
じ
み
出
た

り
す
る
︒
言
わ
ゆ
る
窯
変
は
芸
術
美
自
然
美
と
し
て
の
偶
然
性
に
ほ
か

な
ら
な
い
﹂︵
九
鬼
周
造
﹁
偶
然
性
の
問
題
﹂﹃
九
鬼
周
造
全
集　

第
二

巻
﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
八
〇
年
︑
二
二
二
︲
二
二
三
頁
︶︒

19　

山
本
健
吉
﹃
い
の
ち
と
か
た
ち

―
日
本
美
の
源
を
探
る
﹄
新
潮
社
︑

一
九
八
一
年
︑
三
七
九
頁
︒

20　
稲
賀
繁
美
﹁
モ
ノ
の
気け
色しき
―
物
質
性
よ
り
立
ち
昇
る
精
神
の
様
相
﹂

﹃
物
気
色
﹄
美
学
出
版
︑
二
〇
一
〇
年︵
稲
賀
繁
美
﹃
接
触
造
形
論

―

触
れ
あ
う
魂
︑
紡
が
れ
る
形
﹄
名
古
屋
大
学
出
版
会
︑
二
〇
一
六
年
に

再
録
︶︒
さ
ら
に
︑
日
本
の
伝
統
的
な
焼
物
に
お
け
る
自
然
作
用
に
つ

い
て
は
︑
窯
入
れ
時
の
焼
成
と
共
に
︑
素
材
自
体
の
性
質
も
ま
た
重
要

で
あ
る
こ
と
は
次
の
論
考
に
詳
し
い
︒
近
藤
髙
弘
﹁﹃
モ
ノ
﹄
感
覚
価

値

―
工
芸
と
美
術
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
﹂︑
鎌
田
東
二
編
﹃
モ
ノ
学
の

冒
険
﹄
創
元
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
ま
た
︑
拙
稿
﹁
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値

研
究
会
ア
ー
ト
分
科
会
活
動
報
告
二
〇
一
五
・﹃
現
代
京
都
藝
苑
二
〇

一
五
﹄
を
中
心
に
﹂﹃
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
﹄
第
一
〇
号
︑
京
都

大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
／
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
︑

二
〇
一
六
年
も
参
照
︒

21　
こ
れ
に
関
連
し
て
︑
李
禹
煥
は
一
九
九
七
年
に
フ
ラ
ン
ス
の
国
立
エ
コ

ー
ル
・
デ
・
ボ
ザ
ー
ル
で
教
員
を
し
た
際
の
経
験
と
し
て
︑
西
洋
の
学

生
や
教
師
が
作
品
を
制
作
す
る
際
に
は
最
初
に
明
確
な
構
想
を
持
っ
て

出
発
し
な
が
ら
や
が
て
実
践
の
過
程
で
そ
の
構
想
が
変
化
し
て
い
く
の

に
対
し
︑
東
洋
の
学
生
や
教
師
は
最
初
は
構
想
を
持
た
な
い
ま
ま
出
発

し
な
が
ら
や
が
て
実
践
の
過
程
で
明
確
な
構
想
に
辿
り
着
く
傾
向
が
あ

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
︒
こ
う
し
た
芸
術
制
作
上
の
感
受
性
の
相
違

は
︑
あ
く
ま
で
も
一
般
論
で
あ
る
と
は
い
え
︑
あ
る
程
度
ま
で
は
今
日

も
妥
当
す
る
問
題
と
い
え
る
︒
李
禹
煥
・
酒
井
忠
康
﹁
対
談　

開
か
れ

た
空
間
と
の
照
応
﹂﹃
版
画
藝
術
﹄
第
九
九
号
︑
阿
部
出
版
︑
一
九
九

八
年
︑
六
六
頁
︒

22　

二
〇
一
五
年
二
月
二
八
日
に
京
都
大
学
文
学
部
新
館
第
三
講
義
室
で

開
催
さ
れ
た
︑
関
根
と
筆
者
に
よ
る
﹃
現
代
京
都
藝
苑
二
〇
一
五
﹄
プ

レ
イ
ベ
ン
ト
対
談
﹁
日
本
的
感
受
性
と
日
本
近
現
代
美
術
﹂
に
よ
る
︒

23　

 ﹃﹁
位
相
︲
大
地
﹂
の
考
古
学
﹄
展
図
録
︑
西
宮
市
大
谷
記
念
美
術
館
︑

一
九
九
六
年
︑
二
五
頁
︒

24　

梅
津
元
﹁
ふ
た
た
び
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
を
め
ぐ
っ
て
︵
前
編
︶﹂﹃
埼

玉
県
立
近
代
美
術
館
ニ
ュ
ー
ス　

ソ
カ
ロ
﹄
二
〇
一
四
年
六
月
︲
七
月

号
よ
り
引
用
︒

25　
同
前
︒

26　
筆
者
が
関
根
に
提
供
を
受
け
た
︑
二
〇
一
六
年
三
月
一
〇
日
付
の
未
発

表
の
草
稿
﹁
私
見

―
も
の
派
と
ミ
ニ
マ
ル
ア
ー
ト
﹂
よ
り
引
用
︒

27　

鎌
田
東
二
﹁
モ
ノ
学
の
構
築
﹂︑
鎌
田
東
二
編
﹃
モ
ノ
学
の
冒
険
﹄
創

元
社
︑
二
〇
〇
九
年
︒

28　
上
賀
茂
神
社
の
立
砂
︑
銀
閣
寺
の
向
月
台
︑
龍
安
寺
の
石
庭
︑
東
大
寺

の
大
仏
等
に
共
通
す
る
特
徴
は
︑
ま
ず
巨
大
な
即
物
的
実
在
性
を
身
体

的
に
感
じ
さ
せ
︑
そ
の
上
で
様
々
な
精
神
的
意
味
内
容
を
感
受
さ
せ
る

点
で
あ
る
︒
そ
の
意
味
で
︑︽
位
相
︲
大
地
︾
は
こ
れ
ら
の
日
本
の
伝

統
的
造
形
文
化
の
現
代
的
継
承
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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1
我
が
俳
句
に
観
る
身
心
性
と
虚
構
性

振
り
か
ざ
す
ナ
イ
フ
に
緑
さ
し
に
け
り　
　

裕
樹

地
に
ナ
イ
フ
突
き
立
て
て
天
高
き
か
な　
　

〃　

挙
げ
た
二
句
は
︑
私
の
二
十
代
半
ば
の
作
品
で
あ
る
︒
実
際
︑
日

常
の
な
か
で
ナ
イ
フ
な
ど
持
つ
こ
と
は
な
い
が
︑
創
作
上
の
モ
チ

ー
フ
と
し
て
﹁
ナ
イ
フ
﹂
と
い
う
刃
物
︑
凶
器
に
し
か
託
せ
な
い

身
体
性
と
心
理
が
当
時
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
ど
こ
か
に
︑
角
川
春

樹
の
一
句
﹁
晩
夏
光
ナ
イ
フ
と
な
り
て
家
を
出
づ
﹂
の
影
響
が
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

一
句
目
の
季
語
は
﹁
緑
さ
す
﹂
で
夏
︒﹁
緑
さ
す
﹂
は
新
緑
の
傍

題
で
あ
る
︒
若
葉
の
緑
が
眩
し
く
差
し
込
む
感
じ
だ
︒
研
ぎ
上
げ

ら
れ
た
ナ
イ
フ
を
振
り
か
ざ
す
と
︑
そ
こ
に
若
葉
の
緑
や
木
漏
れ

日
が
映
え
て
煌
く
︒
何
に
向
か
っ
て
﹁
振
り
か
ざ
す
﹂
の
か
は
省

略
さ
れ
て
い
る
︒
外
部
だ
け
で
な
く
︑
己
の
内
部
に
振
り
か
ざ
し

た
ナ
イ
フ
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
振
り
か
ざ
し
て
も
︑
ど
こ
に
も
振

り
下
ろ
せ
な
い
心
象
的
な
ナ
イ
フ
︒
己
の
鬱
屈
を
﹁
ナ
イ
フ
﹂
の

身
振
り
に
託
し
︑
昇
華
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
身
体
性
が
う

か
が
え
る
︒

二
句
目
の
季
語
は
﹁
天
高
き
﹂
で
秋
︒﹁
秋
高
く
し
て
塞
馬
肥

ゆ
﹂
か
ら
﹁
秋
高
し
﹂
の
季
語
が
生
ま
れ
︑﹁
天
高
し
﹂
に
派
生
し

た
︒
掲
句
は
一
句
目
と
違
い
︑﹁
振
り
か
ざ
す
﹂
だ
け
で
は
な
く
︑

地
に
振
り
下
ろ
し
︑
突
き
立
て
て
い
る
︒
地
に
突
き
刺
し
た
ナ
イ

フ
の
表
面
に
は
土
や
石
こ
ろ
が
映
り
込
み
︑
そ
の
か
が
み
込
ん
だ

姿
勢
か
ら
天
を
見
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ナ
イ
フ
を
突
き
立
て

る
と
同
時
に
︑
体
が
か
が
み
込
ん
で
い
る
状
態
だ
か
ら
︑
よ
け
い

に
﹁
天
高
き
﹂
秋
の
空
を
感
じ
て
い
る
の
だ
︒
人
を
突
き
刺
し
て

も
お
か
し
く
な
い
ナ
イ
フ
を
内
面
化
し
︑
鬱
屈
を
十
七
音
の
韻
律

に
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
︑
私
は
カ
タ
ル
シ
ス
を
得
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
︒

こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
が
︑
俳
句
に
お
け
る
虚
構
性
で
あ
る
︒

折
口
信
夫
は
﹁
文
学
に
於
け
る
虚
構
﹂︵
岩
波
文
庫
﹃
折
口
信
夫

古
典
詩
歌
論
集
﹄︶
の
冒
頭
に
お
い
て
︑﹁
文
学
に
虚
構
と
い
う
こ
と

は
︑
昔
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
た
︒
日
本
文
学
で
は
︑
そ
れ
を
絵
空

事
・
歌
虚
言
な
ど
と
言
っ
て
︑
文
学
に
は
噓
の
伴
う
も
の
だ
と
い

う
こ
と
を
︑
は
っ
き
り
知
っ
て
い
た
︒
寧
︑
芸
術
は
噓
で
成
り
立

っ
て
い
る
︒
そ
の
肝
腎
の
部
分
は
噓
だ
と
言
っ
て
い
る
︒﹂
と
記
し
︑

ま
た
﹁
た
だ
︑
ま
ざ
ま
ざ
と
し
た
虚
構
が
︑
人
に
感
じ
ら
れ
る
こ

と
が
い
け
な
い
の
だ
︒
そ
こ
で
︑
文
学
に
は
本
来
虚
構
が
あ
る
の

だ
か
ら
︑
ま
ざ
ま
ざ
と
し
た
虚
構
も
許
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
あ
る
︒﹂
と
も
述
べ
て
い
る
︒

折
口
の
こ
の
論
を
借
り
る
と
︑
こ
の
ナ
イ
フ
の
二
句
は
﹁
ま
ざ

ま
ざ
と
し
た
虚
構
﹂
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
︑﹁
ナ
イ

フ
﹂
と
い
う
虚
構
性
と
︑
季
語
で
あ
る
﹁
緑
﹂
や
﹁
天
高
き
﹂
と

い
う
自
然
物
と
を
一
句
の
な
か
に
融
合
さ
せ
た
意
味
合
い
で
は
︑
自

分
な
り
の
創
意
の
う
え
に
創
作
に
必
然
な
る
虚
構
性
が
成
り
立
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒

2
我
が
俳
句
に
観
る
身
心
性
と
演
技
性

前
述
の
ナ
イ
フ
の
二
句
は
﹁
虚
構
性
﹂
と
い
う
視
点
で
と
ら
え

て
考
察
し
て
み
た
が
︑
別
の
角
度
か
ら
述
べ
れ
ば
︑
ナ
イ
フ
を
道

具
と
し
て
作
品
に
持
ち
込
ん
だ
﹁
演
技
性
﹂
と
い
う
観
点
で
も
評

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

演
技
性
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
︑
和
歌
文
学
・
中
世
文
学
を
研

究
さ
れ
て
い
る
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
で
あ

る
渡
部
泰
明
氏
の
著
書
﹃
和
歌
と
は
何
か
﹄︵
岩
波
新
書
︶
を
参
照

に
し
て
考
え
て
い
き
た
い
︒
本
書
に
記
さ
れ
て
い
る
和
歌
を
﹁
演

技
﹂
の
視
点
で
と
ら
え
て
︑
考
察
す
る
論
考
か
ら
敷
衍
し
て
み
よ
う
︒

た
と
え
ば
︑
本
書
か
ら
一
番
端
的
な
例
を
引
用
し
て
み
る
︒
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我が俳句における身心変容　　

我
が
俳
句
に
お
け
る
身
心
変
容　
　

第
二
部
❖
身
心
変
容
と
芸
術
・
芸
能

堀
本
裕
樹

俳
人
・
東
京
経
済
大
学
非
常
勤
講
師



百
首
歌
の
中
に
︑
忍
恋
を　
　

式
子
内
親
王

玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り

も
ぞ
す
る 

︵
新
古
今
集
・
恋
一
・
一
〇
三
四
︶

　

 
命
の
糸
よ
︒
途
切
れ
る
な
ら
途
切
れ
よ
︒
も
し
生
き
延
び

で
も
し
た
ら
︑
弱
り
は
て
て
こ
の
恋
を
秘
密
に
し
て
い
ら

れ
な
い
か
も
し
れ
ぬ
︒

︵
中
略
︶
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
︑﹁
現
実
の
作
者
﹂

と
﹁
作
中
の
中
の
作
者
﹂
は
︑
基
本
的
に
別
々
の
存
在
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
歌
は
︑
現
実
の
恋
愛
の
渦
中
で
詠
ま
れ
た

歌
で
は
な
い
︒﹃
新
古
今
集
﹄
の
詞
書
に
よ
れ
ば
︑﹁
百
首
歌
﹂

と
い
う
︑
一
人
で
百
首
ま
と
め
て
歌
を
詠
む
催
し
事
の
中
で
詠

ま
れ
た
︒︵
中
略
︶
忍
恋
︵
し
の
ぶ
こ
ひ
・
し
の
ぶ
る
こ
ひ
︶﹂
と

い
う
題
で
詠
ま
れ
た
虚
構
の
産
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
︒

こ
の
よ
う
に
渡
部
氏
は
︑
式
子
内
親
王
が
﹁
一
人
で
百
首
ま
と

め
て
詠
む
催
し
事
で
詠
ま
れ
た
﹂
と
い
う
こ
の
一
首
の
内
容
は
︑
言

う
な
れ
ば
﹁
儀
礼
的
空
間
﹂
で
の
演
技
で
あ
っ
た
と
も
本
書
で
述

べ
て
い
る
︒
儀
礼
的
空
間
と
は
︑
冠
婚
葬
祭
の
儀
式
︑
宴
︑
行
事
︑

会
議
︑
芸
能
の
行
わ
れ
る
空
間
な
ど
を
指
し
て
︑
渡
部
氏
が
使
用

し
て
い
る
用
語
で
あ
る
︒

こ
の
論
を
踏
ま
え
て
︑
次
の
私
の
一
句
を
観
て
み
よ
う
︒

薫
風
を
左
に
乗
せ
て
サ
イ
ド
カ
ー　
　

裕
樹

掲
句
は
︑﹁
東
京
マ
ッ
ハ
﹂
と
い
う
公
開
句
会
イ
ベ
ン
ト
で
発
表

し
た
も
の
で
あ
り
︑
芥
川
賞
作
家
・
長
嶋
有
氏
へ
の
挨
拶
句
で
も

あ
る
︒

こ
の
句
会
イ
ベ
ン
ト
が
催
さ
れ
た
場
所
は
︑﹁
渋
谷
ア
ッ
プ
リ
ン

ク
﹂
と
い
う
会
場
で
当
日
︑
八
〇
人
の
観
客
で
埋
め
尽
く
さ
れ
た
︒

﹁
東
京
マ
ッ
ハ
﹂
は
た
だ
の
句
会
で
は
な
く
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
︑
儀

礼
的
空
間
と
も
い
え
る
︒
そ
ん
な
会
場
に
お
い
て
︑
初
対
面
で
あ

っ
た
長
嶋
氏
に
捧
げ
た
一
句
な
の
だ
が
︑
ど
こ
が
挨
拶
句
な
の
か

解
説
す
る
と
︑
ま
ず
文
学
界
新
人
賞
を
受
賞
し
た
長
嶋
氏
の
デ
ビ

ュ
ー
作
で
あ
る
﹁
サ
イ
ド
カ
ー
に
犬
﹂
の
﹁
サ
イ
ド
カ
ー
﹂
を
一

句
の
な
か
に
詠
み
込
ん
で
い
る
︒
そ
し
て
︑
夏
の
季
語
﹁
薫
風
﹂

に
︑﹁
サ
イ
ド
カ
ー
に
犬
﹂
の
主
人
公
で
あ
る
﹁
薫
﹂
の
名
前
を
掛

け
て
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
︒
長
嶋
氏
本
人
は
︑﹁
サ
イ
ド
カ
ー
に

犬
﹂
の
﹁
サ
イ
ド
カ
ー
﹂
だ
け
を
詠
み
込
ん
だ
句
だ
と
思
い
込
ん

で
お
り
︑
主
人
公
の
﹁
薫
﹂
の
名
前
ま
で
一
句
の
な
か
に
入
っ
て

い
る
こ
と
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
︒
私
が
解
説
を
加
え
る
と
︑
長

嶋
氏
も
観
客
も
驚
い
て
会
場
は
一
気
に
盛
り
上
が
り
を
み
せ
た
の

だ
っ
た
︒

こ
の
句
を
観
る
か
ぎ
り
︑
さ
も
私
が
サ
イ
ド
カ
ー
を
運
転
し
て

い
る
よ
う
に
み
え
る
が
︑
実
際
サ
イ
ド
カ
ー
な
ど
運
転
し
た
こ
と

は
な
い
︒
掲
句
は
あ
く
ま
で
︑
渋
谷
ア
ッ
プ
リ
ン
ク
と
い
う
﹁
儀

礼
的
空
間
﹂
で
の
演
技
で
あ
り
︑
長
嶋
氏
へ
の
贈
り
物
と
し
て
の

作
品
な
の
で
あ
る
︒

﹁
現
実
の
作
者
﹂
で
あ
る
私
は
サ
イ
ド
カ
ー
を
運
転
し
た
こ
と
が

な
く
︑﹁
作
品
の
中
の
作
者
﹂
は
サ
イ
ド
カ
ー
を
運
転
し
て
い
る
︒

即
ち
一
句
の
な
か
で
演
技
し
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
挨
拶
句
に
よ
っ
て
︑
壇
上
と
会
場
の
観
客
と
の
一
体
感
が

い
っ
そ
う
生
ま
れ
て
親
密
度
が
増
し
︑
身
心
が
変
容
し
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
だ
ろ
う
︒

こ
の
句
を
作
っ
た
私
自
身
も
︑
演
技
性
に
充
ち
て
い
る
仕
掛
け

を
施
し
た
挨
拶
句
が
皆
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
か
ど
う
か
が
心
配
で

あ
っ
た
け
れ
ど
︑
こ
の
会
場
が
ど
っ
と
沸
い
た
瞬
間
︑
そ
れ
が
大

き
な
カ
タ
ル
シ
ス
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
っ
た
︒
句
会
イ
ベ
ン
ト

と
い
う
儀
礼
的
空
間
に
お
い
て
︑
演
技
性
に
充
ち
た
一
句
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
た
身
心
変
容
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

冬
蜂
を
踏
み
絵
の
ご
と
く
踏
み
に
け
り　
　

裕
樹　

ふ
る
さ
と
よ
空
蟬
握
り
つ
ぶ
し
た
る　
　
　

〃　

こ
の
二
句
に
は
︑
動
詞
を
用
い
た
演
技
性
が
見
ら
れ
る
︒

一
句
目
は
︑
冬
蜂
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
︑
実

際
私
は
そ
れ
を
踏
み
つ
ぶ
し
た
こ
と
は
な
い
︒
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
時

代
に
︑
通
勤
途
中
の
道
端
で
た
ま
た
ま
見
つ
け
た
冬
蜂
を
詠
ん
だ

の
で
あ
る
︒
よ
ろ
よ
ろ
と
歩
き
死
に
か
け
て
い
る
冬
の
蜂
を
俳
句

の
な
か
で
演
技
的
に
踏
み
つ
ぶ
す
こ
と
で
︑
会
社
の
仕
事
に
忙
殺

さ
れ
疲
れ
き
っ
た
自
分
︑
死
に
か
け
て
い
た
私
自
身
を
句
の
中
で

再
生
し
よ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒﹁
踏
み
絵
﹂
が
春
の
季
語

で
季
重
な
り
だ
が
︑
主
季
語
は
﹁
冬
蜂
﹂
で
あ
る
︒

二
句
目
の
空
蟬
も
実
際
握
り
つ
ぶ
し
た
こ
と
は
な
い
︒
上
五︵
最

初
の
五
音
︶
に
お
い
て
﹁
ふ
る
さ
と
よ
﹂
と
詠
嘆
し
︑
郷
里
を
想

起
さ
せ
て
︑
空
蟬
＝
蟬
の
殻
を
﹁
握
り
つ
ぶ
す
﹂
と
い
う
演
技
的

な
行
為
を
示
し
て
い
る
︒
私
の
故
郷
・
紀
州
へ
の
愛
憎
︑
産
土
の

地
で
の
葛
藤
を
詠
ん
だ
一
句
で
あ
る
︒﹁
空
蟬
﹂
は
夏
の
季
語
で
あ

る
が
︑
南
国
で
あ
る
和
歌
山
出
身
の
私
に
と
っ
て
は
︑
や
は
り
夏

季
の
炎
暑
が
故
郷
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
二
句
と
も
に
い
え
る
の
は
︑﹁
踏
み
に
け
り
﹂﹁
握
り
つ
ぶ

し
た
る
﹂
と
い
う
過
剰
な
演
技
性
と
身
体
性
を
伴
っ
た
動
的
な
措

辞
に
よ
っ
て
︑
心
を
表
し
変
容
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
︒

行
き
倒
れ
し
者
蟋
蟀
に
跳
び
乗
ら
る　
　
　

裕
樹

打
た
れ
た
る
百
足
虫
鳴
く
な
り
山
百
重　
　

〃

秋
蟬
の
尿
き
ら
き
ら
と
健
次
の
忌　
　
　
　

〃

こ
の
よ
う
に
演
技
性
を
我
が
俳
句
の
う
え
で
考
え
て
い
く
と
︑
演

技
す
る
の
は
自
分
ば
か
り
で
は
な
く
︑
ま
た
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る

﹁
言
葉
の
演
技
﹂
だ
け
で
な
く
︑
俳
句
に
詠
み
込
ま
れ
た
季
語
で
あ

る
﹁
動
物
﹂
も
演
技
し
て
い
る
︑
無
意
識
に
演
技
さ
せ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
︒

一
句
目
の
蟋
蟀
の
句
は
︑
胸
中
に
広
が
る
深
い
山
中
を
彷
徨
い

な
が
ら
詠
ん
だ
︒
こ
の
山
中
は
単
な
る
想
像
で
は
な
く
︑
私
の
故

郷
で
あ
る
熊
野
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
滅
多
に
人
も
通

ら
ぬ
熊
野
古
道
の
鬱
蒼
と
し
た
道
端
で
︑
巡
礼
に
行
き
倒
れ
た
者

を
幻
視
し
た
の
だ
っ
た
︒
う
つ
ぶ
せ
に
倒
れ
た
そ
の
者
の
背
中
に
︑

一
匹
の
蟋
蟀
が
跳
び
乗
る
︒
行
き
倒
れ
た
者
は
︑
も
う
ぴ
く
り
と

も
動
か
な
い
の
に
︑
蟋
蟀
だ
け
が
滑
稽
な
ジ
ャ
ン
プ
を
見
せ
た
の

で
あ
る
︒
こ
の
句
で
は
﹁
蟋
蟀
﹂
が
演
技
し
て
い
る
︒
行
き
倒
れ

た
者
も
幻
視
で
あ
る
が
︑
単
な
る
演
技
で
は
な
く
古
来
か
ら
の
熊

野
巡
礼
に
お
い
て
︑
お
そ
ら
く
そ
ん
な
死
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と

い
う
リ
ア
ル
な
想
像
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
季
語

で
あ
る
﹁
蟋
蟀
﹂
に
は
演
技
さ
せ
た
よ
う
に
思
え
る
の
だ
︒
行
き

倒
れ
し
者
と
蟋
蟀
と
の
対
比
に
よ
っ
て
死
と
生
を
描
き
出
し
た
か

っ
た
の
だ
ろ
う
︒﹁
蟋
蟀
﹂
が
秋
の
季
語
で
あ
る
︒

二
句
目
の
百
足
虫
の
句
は
︑
故
郷
の
和
歌
山
で
そ
れ
が
現
れ
る
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と
︑
容
赦
な
く
叩
き
つ
ぶ
し
た
光
景
を
詠
ん
だ
︒
し
か
し
︑
百
足

虫
は
軽
く
叩
い
た
く
ら
い
で
は
︑
な
か
な
か
死
な
な
い
︒
頭
が
叩

き
つ
ぶ
さ
れ
て
も
︑
ま
だ
尾
の
ほ
う
は
く
ね
く
ね
と
生
き
て
動
い

て
い
る
︒
そ
の
と
き
︑
百
足
虫
は
声
を
発
す
る
こ
と
な
く
︑
た
だ

身
を
く
ね
ら
せ
て
も
だ
え
死
ん
で
ゆ
く
が
︑
耳
を
澄
ま
す
と
そ
の

断
末
魔
の
声
が
キ
ィ
キ
ィ
と
聞
こ
え
て
き
そ
う
に
思
え
た
の
だ
っ

た
︒
俳
句
で
は
鳴
か
な
い
動
物
を
鳴
か
せ
た
季
語
が
あ
る
︒
た
と

え
ば
︑﹁
蚯
蚓
鳴
く
﹂﹁
亀
鳴
く
﹂
な
ど
で
あ
る
︒
百
足
虫
を
鳴
か

せ
た
の
は
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
り
︑﹁
山
百
重
﹂
に
は
熊
野
の

果
無
山
脈
を
重
ね
た
︒
百
足
虫
の
高
い
鳴
き
声
が
︑
山
々
を
越
え

て
響
き
渡
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒﹁
百
足
虫
﹂
が
夏
の
季
語
︒

三
句
目
の
秋
蟬
の
句
は
︑
作
家
・
中
上
健
次
の
忌
日
を
詠
ん
だ
︒

一
九
九
二
年
八
月
十
二
日
︑
四
十
六
歳
で
永
眠
し
た
中
上
健
次
は
︑

私
と
同
郷
の
作
家
で
あ
る
︒
ま
た
︑
八
月
十
二
日
は
私
の
誕
生
日

で
も
あ
る
︒
ち
ょ
う
ど
私
が
十
八
歳
に
な
っ
た
と
き
︑
中
上
が
亡

く
な
っ
た
の
だ
っ
た
︒
そ
れ
以
来
自
分
の
誕
生
日
と
中
上
の
忌
日

が
重
な
り
続
け
る
と
い
う
因
縁
が
あ
る
︒

こ
の
句
は
秋

し
ゅ
う

蟬せ
ん

の
﹁
し
﹂︑
尿し
と

の
﹁
し
﹂︑
健
次
の
﹁
じ
﹂
と
︑﹁
し
﹂

﹁
じ
﹂
と
い
う
母
音
の
Ｉ
音
の
韻
を
偶
然
に
も
踏
ん
で
︑
身
体
性
と

韻
律
の
呪
術
性
が
表
れ
た
よ
う
に
思
う
︒﹁
し
﹂
の
音
が
︑﹁
死
﹂

を
も
連
想
さ
せ
る
︒﹁
尿
﹂
と
い
う
俗
な
も
の
︑
不
浄
の
も
の
が
︑

熊
野
の
真
っ
青
な
空
で
は
金
粉
を
散
ら
し
た
よ
う
な
聖
な
る
も
の

に
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
中
上
の
小
説
﹃
千
年
の
愉
楽
﹄
に
登

場
す
る
﹁
高
貴
に
し
て
澱
ん
だ
中
本
一
統
の
血
﹂
の
よ
う
に
︑
聖

と
俗
が
転
倒
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
秋
蟬
﹂
は
幼
い
こ
ろ
に

見
た
映
像
の
復
元
な
の
か
︑
幻
視
し
た
の
か
︑﹁
演
技
﹂
さ
せ
た
の

か
は
曖
昧
で
あ
る
︒
八
月
十
二
日
に
︑
降
り
て
き
た
一
句
で
あ
る
︒

こ
の
三
句
に
い
え
る
の
は
︑﹁
蟋
蟀
﹂﹁
百
足
虫
﹂﹁
秋
蟬
﹂
と
い

う
動
物
の
季
語
が
︑
一
句
の
な
か
で
演
技
性
を
孕
み
つ
つ
︑
私
の

身
心
変
容
に
働
き
か
け
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

3
我
が
俳
句
に
観
る
耳
の
身
心
性

耳
は
葉
に
葉
は
耳
と
な
り
青
葉
闇　
　
　

裕
樹

葉
ず
れ
み
な
言
の
葉
と
な
る
五
月
か
な　

〃

勾
玉
の
中
や
い
る
か
の
銀
の
こ
ゑ　
　
　

〃

今
回
︑
身
体
性
を
考
え
た
と
き
に
鎌
田
東
二
氏
の
著
書
﹃
身
体

の
宇
宙
誌
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︶
を
読
み
返
し
て
み
た
の
だ
が
︑
本

書
の
耳
の
論
考
に
改
め
て
触
発
さ
れ
た
︒
そ
の
論
考
を
踏
ま
え
て
︑

耳
を
詠
ん
だ
私
の
俳
句
を
検
証
し
て
み
よ
う
と
思
う
︒

本
書
の
第
四
章
・
器
官
と
身
体
で
は
︑﹁
耳
は
な
ぜ
﹃
み
み
﹄
と

呼
ん
だ
か
︒
そ
れ
は
耳
が
﹃
身
の
中
の
身
﹄︑
つ
ま
り
﹃
身
身
﹄
あ

る
い
は
﹃
実
実
﹄
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
身
体
中
の
身
体
︑
あ
る

い
は
生
命
や
霊
の
形
代
と
し
て
の
耳
の
位
相
を
こ
の
言
葉
は
は
っ

き
り
と
示
し
て
い
る
︒﹃
身
身
﹄
と
は
﹃
霊
霊
﹄
な
の
だ
︒
い
わ
ば
︑

霊
の
出
入
器
官
が
﹃
身
身
﹄
た
る
部
位
﹃
耳
﹄
な
の
で
あ
る
︒﹂
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
身
体
に
お
い
て
耳
の
重
要
性
が
興
味
深
く
語

ら
れ
て
い
る
︒

一
句
目
の
青
葉
闇
の
句
は
︑
熊
野
の
山
中
に
入
る
と
︑
人
間
の

身
体
は
小
さ
な
存
在
と
化
し
て
自
然
に
溶
け
こ
ん
で
ゆ
く
感
覚
を
︑

耳
と
い
う
身
体
の
部
位
に
焦
点
を
当
て
て
詠
ん
で
い
る
︒
昼
間
の

鬱
蒼
と
茂
っ
た
夏
木
立
の
薄
暗
い
と
こ
ろ
で
あ
る
青
葉
闇
で
は
︑
自

分
の
耳
が
葉
っ
ぱ
に
ま
ぎ
れ
て
同
化
し
︑
ま
た
葉
っ
ぱ
が
耳
に
同

化
す
る
よ
う
な
倒
錯
︑
或
い
は
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
誘
発
さ
れ
る
の
だ
︒

こ
の
句
は
﹁
み
﹂
の
音
が
五
音
︑﹁
は
﹂
の
音
も
重
な
っ
て
︑
呪
文

的
な
韻
律
に
な
っ
て
い
る
︒
鎌
田
氏
が
本
書
で
述
べ
て
い
る
﹁
霊

感
は
ま
ず
耳
か
ら
来
る
！
﹂
と
い
う
言
葉
を
体
現
し
た
よ
う
な
一

句
で
あ
る
︒

二
句
目
の
葉
ず
れ
の
句
も
︑
真
っ
先
に
耳
か
ら
入
っ
て
く
る
霊

性
で
あ
る
︒
風
に
鳴
り
渡
る
葉
が
発
す
る
﹁
言
の
葉
﹂
を
聴
い
て

い
る
耳
の
︑
声
の
︑
音
の
一
句
と
い
え
よ
う
︒
五
月
の
青
葉
若
葉

の
声
に
耳
を
澄
ま
し
て
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
を
詠
ん
で
い
る
︒

三
句
目
の
勾
玉
の
句
は
︑
美
し
い
翡
翠
の
勾
玉
の
中
に
︑
太
古

の
イ
ル
カ
の
声
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い

う
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
作
っ
た
︒
な
ぜ
︑
他
の
生
き
物
で
は

な
く
イ
ル
カ
な
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ
は
私
の
故
郷
で
あ
る
紀
州
で

は
︑
イ
ル
カ
も
ク
ジ
ラ
も
食
す
る
文
化
が
む
か
し
か
ら
あ
り
︑
紀

州
人
に
は
イ
ル
カ
に
親
和
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
食
べ
る
行
為

は
︑
そ
の
ま
ま
身
体
性
に
も
直
結
す
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
︒
あ
の

イ
ル
カ
の
澄
ん
だ
高
い
声
に
﹁
銀
の
こ
ゑ
﹂
と
い
う
輝
き
を
感
じ

取
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
う
し
て
︑﹃
身
体
の
宇
宙
誌
﹄
に
こ
ん
な
一
節
を
発
見
し
て
驚

い
た
︒

﹁
ま
こ
と
に
興
味
深
い
の
は
︑
母
親
の
子
宮
の
中
で
身
を
ま
る
め

て
頭
を
下
に
さ
か
さ
ま
に
浮
か
ん
で
い
る
姿
が
︑
人
間
の
外
耳
に

そ
っ
く
り
な
点
で
あ
る
︒
ま
た
外
耳
は
︑
古
代
の
祭
具
で
あ
り
装

身
具
で
あ
っ
た
勾
玉
の
形
に
も
似
て
い
る
︒
耳
＝
胎
児
＝
勾
玉
の

類
似
は
い
っ
た
い
何
を
示
す
の
だ
ろ
う
か
︒﹂

私
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
作
っ
た
︑
勾
玉
か
ら
イ
ル

カ
の
声
へ
と
転
換
さ
れ
る
耳
の
句
に
お
い
て
︑
耳
＝
勾
玉
と
い
う

形
態
的
類
似
が
あ
っ
た
こ
と
に
︑
こ
の
一
節
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ

れ
て
驚
嘆
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
勾
玉
の
句
は
紛
れ
も
な
く
耳
の

十
七
音
で
あ
り
︑﹁
身
の
中
の
身
﹂
の
原
初
的
な
作
品
で
あ
る
こ
と

を
︑
鎌
田
氏
の
論
考
を
以
て
明
確
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

4
我
が
俳
句
に
お
け
る
体
験
的
句
風
に
観

る
身
心
性

ひ
よ
ん
の
笛
吹
き
て
風
追
ふ
こ
こ
ろ
か
も　

裕
樹

は
ら
わ
た
に
飼
ひ
殺
し
た
る
目
高
か
な　
　

〃

那
智
の
滝
わ
れ
一
滴
の
し
づ
く
な
り　
　
　

〃

前
述
し
た
耳
の
俳
句
︑
音
声
の
つ
な
が
り
で
﹁
ひ
よ
ん
の
笛
﹂

の
句
を
採
り
上
げ
る
︒

ひ
ょ
ん
の
実
と
は
︑
マ
ン
サ
ク
科
の
蚊
母
樹
の
実
の
こ
と
で
秋

の
季
語
に
な
っ
て
い
る
︒
昆
虫
が
植
物
に
寄
生
し
た
り
産
卵
し
た

り
し
て
こ
ぶ
状
に
な
っ
た
も
の
を
虫
こ
ぶ
と
い
う
が
︑
ひ
ょ
ん
の

葉
に
も
こ
れ
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

蚊
母
樹
は
︑﹁
古
事
記
﹂
に
登
場
す
る
櫛
﹁
湯ゆ

津つ

津つ

間ま

櫛ぐ
し

﹂
の

﹁
ゆ
つ
﹂
に
由
来
す
る
言
葉
と
い
わ
れ
て
お
り
︑
ゆ
つ
の
き
↓
ゆ
す

の
き
↓
い
す
の
き
︑
と
転
化
し
た
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
︒
古
代
で

は
︑
蚊
母
樹
は
宮
中
で
使
わ
れ
る
櫛
の
材
料
で
あ
っ
た
︒

﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
に
も
﹁
駿
河
に
多
く
あ
り
︑
祭
礼
に
こ
の
笛

を
吹
い
て
御
輿
を
供
奉
を
す
る
﹂
と
あ
り
︑
祭
事
に
ひ
ょ
ん
の
笛

を
用
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
句
は
︑
ひ
ょ
ん
の
笛
を
吹
く
と
そ
の
音
色
が
風
を
追
っ
て
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ゆ
く
よ
う
だ
と
詠
ん
で
い
る
︒
息
を
吹
き
入
れ
て
笛
を
吹
く
と
い

う
身
体
性
が
︑
心
性
に
変
化
す
る
句
で
も
あ
る
︒
心
が
笛
の
音
色

と
な
っ
て
︑
風
を
追
い
か
け
る
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
︒

二
句
目
の
目
高
の
句
は
︑﹁
泳
ぎ
が
上
手
く
な
る
と
言
は
れ
て
目

高
を
呑
め
り
﹂
と
い
う
前
書
が
つ
い
て
い
る
︒
そ
の
前
書
の
と
お

り
︑
小
学
生
の
頃
︑
親
戚
の
子
と
熊
野
川
で
泳
い
で
い
る
と
︑﹁
目

高
呑
ん
だ
ら
︑
泳
ぎ
う
ま
な
る
で
﹂
と
言
わ
れ
て
︑
そ
れ
を
何
の

迷
い
も
な
く
呑
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
︒
浅
瀬
に
泳
い
で
い
る
目
高

を
手
に
す
く
い
取
っ
て
︑
生
き
た
ま
ま
呑
ん
だ
経
験
を
そ
の
ま
ま

一
句
に
し
た
の
だ
っ
た
︒
胃
の
中
で
︑
生
き
た
目
高
を
﹁
飼
ひ
殺

す
﹂
と
い
う
ち
ょ
っ
と
残
酷
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
あ
る
が
︑
私
の
な

か
で
は
鮮
明
な
体
験
と
し
て
身
心
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
︒
そ
し

て
熊
野
川
に
泳
い
で
い
た
目
高
を
呑
み
込
む
こ
と
で
︑
ま
る
で
私

と
熊
野
と
が
一
体
化
し
た
よ
う
な
身
心
変
容
を
齎
し
た
こ
と
は
間

違
い
な
い
で
あ
ろ
う
︒

三
句
目
の
那
智
の
滝
の
句
は
︑
そ
の
瀑
布
の
前
に
立
っ
た
と
き

の
畏
怖
の
感
覚
が
︑
自
分
の
存
在
の
卑
小
さ
を
浮
き
彫
り
に
し
︑

﹁
一
滴
の
し
づ
く
﹂
で
し
か
な
い
己
を
直
覚
し
て
詠
ん
だ
︒
滝
は
ど

の
季
節
で
も
掛
か
っ
て
い
る
が
︑
涼
気
を
感
じ
る
と
こ
ろ
を
と
ら

え
て
夏
の
季
語
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
那
智
の
滝
の
場
合
︑
私

は
涼
気
と
い
う
よ
り
も
や
は
り
畏
怖
の
感
覚
の
ほ
う
が
際
立
っ
て

感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
人
間
が
涼
を
と
る
た
め
の
滝
で
は
な
い
︒

那
智
の
滝
は
︑﹁
神
に
ま
せ
ば
ま
こ
と
美
し
那
智
の
滝
﹂
と
高
濱
虚

子
も
詠
ん
で
い
る
よ
う
に
︑
厳
然
と
し
た
神
の
一
つ
の
顕
現
な
の

で
あ
る
︒
こ
れ
は
実
際
︑
那
智
の
滝
の
前
に
立
た
な
い
と
わ
か
ら

な
い
感
覚
で
あ
ろ
う
︒
那
智
の
滝
を
実
際
に
体
感
し
た
か
ら
こ
そ
︑

生
ま
れ
た
一
句
で
あ
り
身
心
変
容
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
私
と
と
も
に
研
究
発
表
を
行
っ
た
︑
安
藤
礼
二
氏
の

﹁
折
口
信
夫
に
お
け
る
短
歌
と
身
心
変
容
﹂
の
演
題
に
敬
意
を
表
し

て
︑
折
口
信
夫
を
詠
み
込
ん
だ
一
句
を
以
て
こ
の
稿
を
締
め
た
い
︒

春
待
つ
や
崎
に
折
口
信
夫
佇
ち　
　

裕
樹

付
記

本
稿
は
︑
第
四
三
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会
＆
ワ
ザ
学
・
こ
こ
ろ
観
合
同
研

究
会
で
の
発
表
を
基
に
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒

中外日報　2016年11月２日

88

第二部　身心変容と芸術・芸能



1
は
じ
め
に

私
が
元
々
専
門
に
し
て
い
た
の
は
︑
生
態
学
や
生
命
環
境
科
学

に
基
づ
く
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
と
呼
ば
れ
る
領
域
で
あ
る
︒

建
築
家
が
建
物
を
設
計
す
る
よ
う
に
︑
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ

ナ
ー
は
庭
や
緑
地
と
い
っ
た
屋
外
の
自
然
空
間
を
専
門
に
設
計
を

行
う
︒
地
形
を
つ
く
り
︑
樹
を
植
え
︑
芝
生
を
張
り
︑
池
を
掘
る

こ
と
で
風

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
景
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
仕
事
で
あ
る
︒
私
も
ラ
ン

ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
空
間
設
計
を
行
っ
て
い
た
が
︑
あ

る
と
き
小
さ
な
疑
問
を
抱
い
て
し
ま
っ
た
︒
そ
れ
は
〝
芝
生
を
敷

い
て
︑
道
を
作
っ
て
︑
樹
木
を
植
え
る
こ
と
で
﹁
風

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

景
﹂
は
生
ま

れ
る
の
だ
ろ
う
か
？
〟
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
︒〝
風
景
〟
と
い
う

言
葉
と
〝
デ
ザ
イ
ン
す
る
〟
と
い
う
行
為
の
狭
間
に
横
た
わ
る
違

和
感
に
対
し
て
︑
土
地
の
姿
を
整
え
る
だ
け
で
は
背
負
い
き
れ
な

い
と
い
う
気
持
ち
が
ど
こ
か
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

物
理
的
な
空
間
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
は
確
か
に
風
景
を
生
み

出
す
重
要
な
条
件
で
あ
る
︒
し
か
し
同
じ
土
地
を
前
に
し
た
と
し

て
も
自
分
の
身
心
の
状
態
が
異
な
れ
ば
︑
そ
こ
で
は
異
な
る
風
景

が
見
え
る
は
ず
で
あ
る
︒
つ
ま
り
風
景
と
は
見
え
て
い
る
も
の
だ

け
を
指
す
の
で
は
な
く
︑
見
え
な
い
我
々
の
心
の
状
態
を
含
め
た

も
の
で
あ
る
と
言
え
る
︒
風
景
の
半
分
が
土
地
の
状
態
で
あ
り
︑
も

う
半
分
は
我
々
の
身
心
の
状
態
が
生
み
出
し
て
い
る
と
す
れ
ば
︑
風

景
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
の
に
見
え
る
物
理
的
な
形
だ
け
を
設
計
の
対

象
に
す
る
の
は
不
十
分
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
問
い
を
手
繰
り
寄

せ
て
い
っ
た
結
果
︑
私
は
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
の
守
備
範

疇
で
あ
る
場
所
の
設
計
と
い
う
こ
と
を
超
え
て
︑
ま
な
ざ
し
の
デ

ザ
イ
ン
を
中
心
と
す
る
﹁
風
景
異
化
論
﹂
と
い
う
独
自
の
理
論
を

構
築
す
る
に
至
っ
た
︒

風
景
異
化
論
で
は
︑
人
間
の
身
心
が
捉
え
る
風
景
が
い
か
に
変

容
す
る
の
か
︑
そ
し
て
そ
の
変
容
を
い
か
に
し
て
﹁
設デ

ザ
イ
ン計

﹂
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
そ
の
中
心
的
な
課
題
に
な
っ

て
い
る
︒
そ
れ
は
場
所
を
眺
め
る
我
々
の
視
覚
の
み
な
ら
ず
心
眼

ま
で
含
め
て
︑
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
の
関
係
性
を
考

察
す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒
風
景
と
は
常
に
見
え
て
い
る
形カ

タ
チで

は
な

い
︒
見
え
な
い
も
の
が
見
え
始
め
た
り
︑
ま
た
見
え
て
い
た
も
の

が
ま
た
見
え
な
く
な
っ
た
り
し
な
が
ら
生
成
と
消
滅
を
繰
り
返
す

象カ
タ
チな

の
だ
︒
そ
れ
は
様
々
に
形
を
変
え
な
が
ら
変
容
し
て
い
く
生

命
の
本
質
な
姿
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
︒

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
私
が
取
り
組
ん
で
き
た
作
品
の
一
部
を
交

え
て
風
景
異
化
論
に
つ
い
て
解
説
を
行
い
な
が
ら
︑
身
心
変
容
と

場
所
の
変
容
と
の
関
係
を
設
計
す
る
上
で
の
課
題
を
考
察
す
る
︒

そ
の
上
で
聖
地
論
を
経
由
し
て
︑
見
え
な
い
も
の
と
見
え
る
も
の

と
の
関
係
に
つ
い
て
の
生
命
表
象
学
と
い
う
試
論
を
実
験
的
に
考

察
す
る
こ
と
と
す
る
︒

2
風
景
と
は
何
か

﹁
風
景
は
あ
る
か
？
﹂
と
聞
か
れ
た
ら
︑
多
く
の
人
は
﹁
風
景
は

あ
る
﹂
と
答
え
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
﹁
風
景
と
は
何
か
？
﹂
と
問

わ
れ
る
と
答
え
に
行
き
詰
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
風
景
と

は
地
形
を
指
す
の
で
も
な
く
︑
樹
木
を
指
す
の
で
も
な
く
︑
建
物

を
指
す
の
で
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
む

も
の
で
あ
る
か
ら
だ
︒

地
理
学
者
の
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
は
﹁
風
景
﹂
と
﹁
景
観
﹂

と
い
う
言
葉
を
対
置
さ
せ
区
別
し
て
い
る1
︒﹁
景
観
﹂
と
は
﹁
海
の

景
観
﹂
や
﹁
砂
漠
の
景
観
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
あ
る
土
地
の
表
面

の
状
態
を
客
観
的
に
指
す
言
葉
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
風

景
﹂
と
は
そ
の
土
地
を
眺
め
る
個
人
の
主
観
と
は
切
り
離
せ
な
い

言
葉
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒
ま
た
美
学
者
の
ア
ラ
ン
・
ロ
ジ
ェ
は

﹁
風
景
﹂
に
﹁
環
境
﹂
と
い
う
言
葉
を
対
置
さ
せ
︑﹁
環
境
﹂
は
︑

〝
科
学
的
〟
な
概
念
を
表
す
言
葉
で
あ
る
の
に
対
し
て
﹁
風
景
﹂
は 
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〝
美
学
的
〟
な
概
念
を
指
す
言
葉
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る2
︒
つ
い
で

に
述
べ
る
と
︑
宇
宙
船
地
球
号
と
い
う
言
葉
を
唱
え
た
バ
ッ
ク
ミ

ン
ス
タ
ー
・
フ
ラ
ー
は
﹁
環
境
﹂
と
﹁
宇
宙
﹂
と
い
う
言
葉
を
対

置
さ
せ
︑﹁﹃
環
境
﹄
と
は
〝
わ
た
し
以
外
〟
の
す
べ
て
の
も
の
で

あ
り
︑﹃
宇
宙
﹄
と
は
〝
わ
た
し
を
含
む
〟
す
べ
て
の
も
の
で
あ

る3
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
︑
風
景
と
い
う

言
葉
が
単
に
土
地
や
場
所
と
い
っ
た
対
象
物
の
状
態
を
指
す
の
で

は
な
く
︑
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
〝
わ
た
し
〟
と
の
関
係
性
か
ら
成

り
立
っ
て
い
る
と
い
う
特
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

﹁
風
景
﹂
と
い
う
言
葉
が
日
本
語
に
現
れ
始
め
た
の
は
明
治
二
〇

年
代
の
文
学
作
品
の
中
で
あ
る
と
文
学
者
の
柄
谷
行
人
は
述
べ
て

い
る
が4
︑
英
語
で
風
景
を
指
す
﹁
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
︵Landscape

︶﹂

は
一
七
世
紀
頃
に
登
場
し
た
言
葉
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
な

ぜ 〝
ラ
ン
ド
︵Land

︶〟
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
に
︑
わ
ざ
わ
ざ 〝
ラ

ン
ド
ス
ケ
ー
プ
︵Landscape

︶〟
と
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
れ

は
単
な
る
土
地
の
状
態
で
は
な
い
意
味
を
表
現
す
る
必
要
が
出
て

き
た
か
ら
で
あ
る
︒

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
︵Landscape

︶
と
い
う
言
葉
は
︑
ラ
ン
ド

︵Land

︶
と
ス
ケ
ー
プ
︵-scape

︶
と
い
う
二
つ
の
単
語
が
組
み
合
わ

さ
っ
て
一
つ
の
単
語
に
な
っ
て
い
る
︒
ラ
ン
ド
︵Land

︶
は
〝
土

地
や
場
所
〟
を
表
す
言
葉
だ
が
︑
も
う
一
方
の
ス
ケ
ー
プ
︵-scape

︶

は 〝
眺
め
〟
を
意
味
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
土
地
＋
眺
め
＝
風
景
﹂

と
い
う
言
葉
な
の
だ
が
︑
鍵
に
な
る
の
は
ス
ケ
ー
プ
︵-scape

︶
の

方
で
あ
る
︒
ラ
ン
ド
の
後
に
こ
の
言
葉
を
つ
け
る
こ
と
で
︑
単
な

る
土
地
や
場
所
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
眺
め
て
い
る
人
間
の
﹁
ま
な

ざ
し
﹂
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
だ
か

ら
こ
の
言
葉
で
は
眺
め
て
い
る
の
が
一
体
誰
な
の
か
と
い
う
﹁
主

体
﹂
が
意
識
さ
れ
て
い
る
︒

つ
ま
り
風
景
と
い
う
の
は
︑﹁
土
地
﹂
と
﹁
自
分
﹂
と
の
関
係
︑

す
な
わ
ち
﹁
客
体
﹂
と
﹁
主
体
﹂
と
の
関
係
性
に
よ
っ
て
成
立
し

て
い
る
と
言
え
る
︵
図
1
︶︒
そ
れ
は
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
で
成
立

す
る
も
の
で
は
な
い
︒
ど
こ
か
に
︑
誰
に
も
眺
め
ら
れ
ず
に
ひ
っ

そ
り
と
土
地
や
場
所
だ
け
が
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
は
風
景
と
は
呼
べ

な
い
だ
ろ
う
︒
誰
か
に
眺
め
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
土
地
や
場

所
の
風
景
と
呼
べ
る
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
眺
め
て
い
る
人
の
内
部

で
感
じ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
︒

3
風
景
異
化

こ
の
よ
う
に
土
地
︵land

︶
と
︑
そ
れ
を
眺
め
る
人
の
ま
な
ざ
し

︵scape
︶
と
の
関
係
性
が
風
景(

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ)

を
成
り
立
た
せ

て
い
る
が
︑
こ
の
客
体
と
主
体
の
関
係
性
が
ず
っ
と
同
じ
状
態
の

ま
ま
で
い
る
と
風
景
は
次
第
に
見
え
な
く
な
る
︒
た
と
え
ば
毎
日

通
る
道
や
毎
日
触
っ
て
い
る
物
な
ど
は
︑
だ
ん
だ
ん
と
新
鮮
味
が

な
く
な
っ
て
い
き
︑
そ
れ
は
徐
々
に
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
対
象
と

し
て
意
識
さ
れ
な
く
な
る
︒
主
体
と
客
体
と
の
関
係
性
が
ず
っ
と

同
じ
状
態
に
固
定
さ
れ
る
こ
と
で
︑
風
景
は
意
識
か
ら
消
え
て
な

く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
︒
そ
の
よ
う
な
状
態
を
﹁
馴
化
﹂
や
﹁
自

動
化
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
私
は
ま
な
ざ
し
の
﹁
固
定

化
﹂
と
呼
ん
で
い
る
︒

そ
の
よ
う
に
固
定
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
客
体
と
主
体
と
の
関
係

に
何
ら
か
の
刺
激
を
与
え
て
変
容
さ
せ
︑
再
び
新
た
な
関
係
性
を

結
び
直
す
こ
と
で
新
し
い
風
景
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
︒
そ
の
た
め
の

一
連
の
刺
激
を
﹁
風
景
異
化
﹂
と
私
は
命
名
し
た
︵
図
2
︶︒

﹁
異
化
﹂
は
文
学
や
言
語
学
の
領
域
で
唱
え
ら
れ
た
概
念
で
あ
り
︑

異
化
と
い
う
言
葉
を
最
初
に
言
い
始
め
た
の
は
ヴ
ィ
ク
ト
ー
ル
・

シ
ュ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
と
い
う
ロ
シ
ア
の
文
芸
評
論
家
と
言
わ
れ
て

い
る5
︒
ロ
シ
ア
語
の
原
語
で
は
オ
ス
ト
ラ
ネ
ニ
ー
︵O

steranenie

︶

と
呼
ば
れ
る
が
︑
異
化
と
い
う
概
念
は
演
劇
を
は
じ
め
と
す
る
芸

術
の
中
で
広
が
っ
て
い
っ
た
︒
一
九
一
〇
～
一
九
二
〇
年
代
に
起

こ
っ
た
﹁
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
﹂
と
い
う
文
学
批
評
の
方

法
に
関
す
る
理
論
を
提
唱
し
た
シ
ュ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
は
異
化
を
こ

う
定
義
し
て
い
る
︒

﹁
日
常
的
な
事
物
の
組
合
せ
の
中
に
お
い
て
生
気
を
失
っ
て
い
る

事
物 (

﹁
自
動
化
さ
れ
た
事
物
﹂)

が
︑
新
た
な
組
合
せ
の
中
で
再

び
生
気
を
取
り
戻
す
こ
と6
﹂︒

こ
れ
は
私
た
ち
が
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
た
め
に
︑
あ
た
り
ま

え
に
な
り
す
ぎ
た
﹁
言
葉
﹂
を
中
心
に
最
初
は
考
え
ら
れ
た
︒
慣

れ
親
し
み
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
言
葉
は
︑
改
め
て
意
味
を
考
え
る
こ

と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
そ
れ
に
︑〝
再
び
力
を
与
え
る
方
法
〟

が
異
化
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
私
は
そ
の

パ
ン
を
か
じ
っ
た
︒﹂
と
い
う
文
は
特
に
何
も
珍
し
く
は
な
い
文
章

で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
文
章
を
︑﹁
そ
の
パ
ン
は
私
を
か
じ
っ
た
︒﹂

と
す
る
と
ま
る
で
異
な
っ
た
意
味
と
な
る
︒
パ
ン
が
が
ぶ
り
と
私

に
嚙
み
つ
く
こ
と
を
普
段
は
想
像
し
な
い
が
︑
こ
の
よ
う
に
す
る

 図1　風景の構造

図2　風景異化のダイアグラム

90

第二部　身心変容と芸術・芸能



こ
と
で
人
と
パ
ン
と
の
関
係
性
が
改
め
て
問
い
か
け
ら
れ
る
き
っ

か
け
と
な
る
︒
こ
れ
は
単
な
る
ア
ナ
グ
ラ
ム
の
延
長
だ
が
︑
言
葉

の
組
み
合
わ
せ
や
関
係
性
を
少
し
だ
け
組
み
変
え
る
だ
け
で
も
︑

様
々
な
想
像
が
そ
こ
に
働
く
と
言
え
る
︒
こ
の
異
化
と
い
う
概
念

は
言
葉
だ
け
で
は
な
く
︑
美
術
や
音
楽
や
演
劇
な
ど
ジ
ャ
ン
ル
を

超
え
て
現
代
芸
術
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
︑
そ

れ
を
日
常
生
活
に
持
ち
込
む
の
が
風
景
異
化
で
あ
る
︒
具
体
的
に

風
景
異
化
の
事
例
を
交
え
て
考
え
て
み
よ
う
︒

た
と
え
ば
写
真
1
の
よ
う
な
風
景
は
毎
日
通
る
道
の
ど
こ
か
に

は
必
ず
あ
る
よ
う
な
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
で
あ
り
特
別
珍
し
い
も
の

で
は
な
い
︒
私
た
ち
は
普
段
こ
の
蓋
を
毎
日
踏
み
つ
け
て
上
を
通

っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
風
景
と
し
て
意
識
し
て
眺
め
る
こ

と
は
少
な
い
︒
そ
れ
を
写
真
2
の
よ
う
な
状
態
に
し
て
み
る
︒
す

る
と
︑
急
に
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
巨
大
な
工
事
現
場
の
風
景
が

そ
こ
に
現
れ
る
︒
こ
れ
ま
で
マ
ジ
マ
ジ
と
見
つ
め
る
こ
と
の
な
か

っ
た
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
の
細
部
が
人
形
を
通
し
て
新
鮮
に
見
え
︑
凹

凸
や
形
状
や
材
質
な
ど
一
つ
一
つ
が
意
識
に
飛
び
込
ん
で
く
る
︒

こ
れ
は
﹁
ガ
リ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
﹂
と
名
付
け
た
私
の
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
作
品
で
あ
る
が
︑
鉄
道
模
型
の
人
形
を
街
の
中
の
好
き
な

場
所
に
立
て
て
写
真
撮
影
を
す
る
と
い
う
だ
け
の
簡
単
な
も
の
で

あ
る
︒
こ
れ
ら
は
す
べ
て
子
供
た
ち
が
自
分
で
撮
影
し
た
写
真
な

の
だ
が
︑
人
形
と
カ
メ
ラ
と
い
う
簡
単
な
道
具
に
よ
っ
て
︑
子
供

た
ち
が
見
過
ご
し
て
い
た
場
所
の
身
体
ス
ケ
ー
ル
が
変
換
さ
れ
︑
新

し
く
新
鮮
な
風
景
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︵
写
真
3
︑
写
真

4
︶︒
こ
の
よ
う
に
場
所
と
そ
れ
を
眺
め
る
自
分
と
の
関
係
性
を
組

み
変
え
る
操
作
を
行
う
こ
と
で
︑
そ
こ
に
新
し
い
風
景
を
生
み
出

す
と
い
う
の
が
風
景
異
化
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
︒

4
風
景
の
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ

﹁
実
際
に
は
一
度
も
見
た
こ
と
が
な
い
の
に
︑
既
に
ど
こ
か
で
見

て
知
っ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
﹂
の
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
デ
ジ

ャ
ヴ
ュ
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
が
︑
こ
の
言
葉
に
は
反
対
語
が
あ
る
︒

つ
ま
り
﹁
既
に
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
初
め
て
視
る
も

の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
﹂
を
指
す
の
だ
が
︑
こ
れ
を
同
じ

く
﹁
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
︵jam

ais-vu

︶﹂
と
言
う
︒
日
本
語
で
は
﹁
未
視

感
﹂
と
い
う
よ
う
に
訳
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒

実
は
こ
の
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
と
い
う
の
は
そ
ん
な
に
珍
し
い
こ
と
で

は
な
く
︑
私
た
ち
が
日
常
的
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
昼

間
通
っ
た
道
が
︑
夜
の
帰
り
道
に
な
る
と
な
ぜ
か
不
気
味
に
見
え

る
時
︒
い
つ
も
手
に
す
る
馴
染
み
の
ペ
ン
が
目
新
し
い
も
の
に
見

え
る
時
︒
同
じ
文
字
を
繰
り
返
し
書
き
続
け
て
い
る
と
︑
文
字
の

意
味
で
は
な
く
形
が
気
に
な
り
始
め
る
時
︒
海
外
旅
行
か
ら
の
帰

り
道
に
自
分
の
ホ
ー
ム
タ
ウ
ン
が
前
と
違
っ
て
見
え
る
時
︒
巨
大

ザ
メ
の
映
画
を
見
た
直
後
︑
見
慣
れ
た
は
ず
の
海
へ
入
る
の
を
躊

躇
す
る
時
︒
そ
ん
な
時
に
私
た
ち
は
〝
風
景
の
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
〟
を

体
験
し
て
い
る
と
言
え
る
︒

む
し
ろ
風
景
と
い
う
の
は
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
す
る
こ
と
で
生
ま
れ
る

と
い
う
の
が
本
質
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
︒
毎
日
の
よ
う
に
接
し

て
い
て
よ
く
知
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
れ
が
あ
る
日
突

然
知
ら
な
い
表
情
を
見
せ
る
時
︒
そ
の
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
の
瞬
間
に
︑
こ

れ
ま
で
な
じ
ん
で
い
た
現
実
に
は
裂
け
目
が
入
り
︑
新
し
い
風
景

が
姿
を
現
わ
す
︒
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
不
気
味
で
あ
り
︑〝
ゾ
ッ

と
す
る
〟
瞬
間
で
も
あ
る
︒
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
は
自
分
と
対
象
物
と
の

関
係
性
が
変
化
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
認
識
の
更
新
で
あ
り
︑

様
々
な
レ
ベ
ル
で
日
常
的
に
起
こ
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒

風
景
異
化
は
客
体
と
主
体
と
の
関
係
性
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
︑

ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
を
意
図
的
に
生
み
出
す
の
が
狙
い
で
あ
る
︒
そ
の
た

め
に
大
き
く
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
取
っ
て
い
る
︒
そ
の
一
つ
は

客
体
を
変
化
さ
せ
る
﹁
場
所
の
デ
ザ
イ
ン
﹂
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で

ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
地
形
や
池

を
作
る
こ
と
や
︑
建
築
設
計
の
よ
う
に
壁
や
床
や
天
井
を
つ
く
る

写真１

写真４

写真３

写真２
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こ
と
︑
モ
ノ
を
デ
ザ
イ
ン

す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
が
︑

一
時
的
に
そ
の
場
所
や
物

の
状
態
を
変
化
さ
せ
る
こ

と
で
も
風
景
異
化
を
起
こ

す
こ
と
は
で
き
る
︒
そ
れ

に
対
し
て
︑
そ
の
客
体
を

眺
め
る
主
体
の
モ
ノ
の
見

方
を
変
化
さ
せ
る
ア
プ
ロ

ー
チ
を
私
は
﹁
ま
な
ざ
し

の
デ
ザ
イ
ン
﹂
と
名
付
け

た
︒
こ
れ
は
先
ほ
ど
の

﹁
ガ
リ
バ
ー
ス
コ
ー
プ
﹂
で

説
明
し
た
よ
う
に
︑
対
象

物
の
視
覚
的
な
部
分
に
私
た
ち
の
見
方
を
誘
導
す
る
方
法
だ
け
で

は
な
く
︑
対
象
物
の
意
味
的
な
部
分
を
変
容
さ
せ
る
方
法
も
あ
る
︒

そ
れ
を
考
え
る
上
で
分
か
り
や
す
い
例
の
一
つ
は
︑
日
本
庭
園

を
つ
く
る
と
き
の
技
法
の
一
つ
で
あ
る
﹁
見
立
て
﹂
で
あ
る
︒
日

本
庭
園
で
の
見
立
て
は
︑
作
庭
家
が
自
分
の
想
像
力
を
庭
の
デ
ザ

イ
ン
に
込
め
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
図
の
よ
う
な

﹁
三
尊
石
﹂
と
言
わ
れ
る
三
つ
の
石
を
使
っ
た
石
組
み
の
手
法
で
は
︑

中
心
の
石
の
両
脇
に
控
え
る
よ
う
な
形
で
石
を
寄
り
添
わ
せ
︑
三

人
の
仏
か
神
の
よ
う
な
尊
い
存
在
と
し
て
の
意
味
を
込
め
る
技
法

で
あ
る
︵
図
3
︶︒

私
は
こ
の
見
立
て
を
用
い
た
﹁
見
立
百
景
﹂
と
い
う
ワ
ー
ク
シ

ョ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
が
あ
る
︒
そ
こ
で
は
参
加
者
に
対
し
て
︑﹁
実

際
は
A
だ
け
ど
︑
B
に
見
え
る
も
の
﹂
を
探
し
て
写
真
を
撮
影
し
︑

そ
れ
に
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
と
い
う
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
最
初
に
与
え

る
︒
あ
と
は
具
体
的
に
何
を
選
ぶ
か
は
自
由
に
し
て
︑
参
加
者
の

ま
な
ざ
し
に
ま
か
せ
る
ま
ま
に
す
る
の
だ
︒
そ
う
す
る
と
思
い
も

よ
ら
な
い
よ
う
な
風
景
を
見
つ
け
て
く
る
こ
と
が
あ
る
︒

ま
ず
単
純
な
例
で
言
え
ば
写
真
5
﹁
お
ば
け
﹂
の
よ
う
な
も
の

で
︑
実
際
に
は
〝
空
き
缶
入
れ
〟
な
の
だ
が
︑
そ
の
白
く
丸
い
形

に 〝
お
ば
け
〟
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
て
い
る
︒
こ
れ
は
か
な
り
初

級
編
で
︑
誰
で
も
簡
単
に
想
像
が
で
き
る
し
︑
共
有
も
簡
単
だ
︒
も

う
ち
ょ
っ
と
高
度
に
な
る
と
︑
写
真
6
の
よ
う
に
な
る
︒
こ
れ
は

実
際
に
は
単
に
壁
の
塗
装
が
剝
が
れ
た
だ
け
な
の
だ
が
︑
こ
れ
に

﹁
誇
ら
し
げ
な
羊
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
る
と
︑
ツ
ン
と

澄
ま
し
た
羊
が
誇
ら
し
げ
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
し
か
見
え
な
く

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
写
真
7
は
﹁
魔
女
集
会
﹂
と
い
う

タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
大
学
生
の
作
品
だ
が
︑
こ
ち
ら
も
素
晴

ら
し
い
見
立
て
だ
と
思
う
︒
パ
ラ
ソ
ル
が
立
ち
並
ぶ
学
生
生
協
の

カ
フ
ェ
テ
リ
ア
の
風
景
だ
が
︑
ど
れ
が
魔
女
か
わ
か
る
だ
ろ
う
か
︒

様
々
な
魔
女
が
集
ま
っ
て
い
て
︑
中
に
は
今
に
も
飛
び
立
と
う
と

し
て
い
る
者
も
い
て
実
に
楽
し
い
︒

こ
の
よ
う
に
あ
る
見
方
の
フ
レ
ー
ム
を
与
え
る
こ
と
で
︑
逆
に

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
解
放
し
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
を
誘
発
す
る
手
法
が

﹁
ま
な
ざ
し
の
デ
ザ
イ
ン
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
﹁
ま
な
ざ
し
の
デ
ザ

イ
ン
﹂
は
場
所
を
ク
リ
エ
イ
ト
す
る
の
で
は
な
く
︑〝
場
所
の
見

方
〟
を
ク
リ
エ
イ
ト
す
る
方
法
で
あ
る
と
言
え
る
︒

5
風
景
に
補
助
線
を
引
く

こ
の
よ
う
に
風
景
異
化
と
は
客
体
と
主
体
と
の
関
係
を
別
の
状

態
へ
組
み
変
え
る
こ
と
で
︑
風
景
の
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
を
生
み
出
す
方

法
で
あ
る
︒
そ
れ
は
言
い
方
を
変
え
る
と
日
常
の
捉
え
方
を
変
え

る
た
め
の
〝
風
景
の
補
助
線
〟
を
引
く
こ
と
だ
と
言
え
る
︒
数
学

の
図
形
問
題
で
は
︑
そ
の
ま
ま
で
は
解
が
導
け
な
い
よ
う
な
も
の

に
︑
一
本
の
補
助
線
を
引
く
だ
け
で
急
に
答
え
が
見
え
て
く
る
こ

と
が
あ
る
︒
補
助
線
は
解
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
︑
解
を
導

く
手
助
け
を
し
て
く
れ
る
存
在
な
の
だ
︒

私
が
手
が
け
た
作
品
の
中
で
︑
こ
の
補
助
線
を
強
く
意
識
し
た

作
品
に
﹁
ニ
テ
ヒ
ナ
ル
／the fourth nature

﹂
と
名
付
け
た
一
連

の
作
品
が
あ
る
︒
二
〇
〇
八
年
に
箕
面
の
山
の
中
で
行
わ
れ
た

﹁
第
二
回
現
代
ア
ー
ト
の
森
﹂
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
で
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

と
し
て
お
声
が
け
い
た
だ
い
た
際
に
製
作
し
た
も
の
だ
が
︑
主
催

者
か
ら
の
リ
ク
エ
ス
ト
は
﹁
山
を
丸
ご
と
違
う
風
景
に
し
て
ほ
し

い
﹂
と
い
う
も
の
だ
っ
た
︒
予
算
が
な
い
中
で
大
掛
か
り
な
デ
ザ

イ
ン
は
で
き
な
い
と
私
は
考
え
た
の
で
︑
山
へ
の
ま
な
ざ
し
を
デ

ザ
イ
ン
す
る
た
め
に
︑
あ
る
補
助
線
を
引
く
方
法
を
取
る
こ
と
に

し
た
︒

ち
ゃ
ん
と
見
つ
め
る
と
山
の
生イ

ノ
チ命

は
け
っ
こ
う
グ
ロ
テ
ス
ク
な

姿
を
し
て
い
る
︒
ク
ヌ
ギ
の
裂
け
目
に
キ
ク
ラ
ゲ
の
よ
う
に
寄
生

し
て
い
る
植
物
や
︑
擁
壁
の
目
地
に
沿
っ
て
直
線
上
に
走
っ
て
い

る
笹
な
ど
︑
ま
る
で
芸
術
家
が
仕
込
ん
だ
の
か
と
思
え
る
よ
う
な

人
工
的
な
様
相
を
し
た
植
物
も
た
く
さ
ん
あ
る
︒
私
は
こ
の
奇
妙

な
自
然
へ
と
ま
な
ざ
し
を
誘
導
し
︑
そ
れ
ら
が
ま
る
で
芸
術
作
品

と
し
て
の
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
を
起
こ
す
よ
う
な
補
助
線
が
引
け
な
い
か

と
考
え
て
い
た
︒
そ
れ
で
徒
歩
三
〇
分
ぐ
ら
い
で
一
回
り
で
き
る

写真５

写真７

写真６

図3　三尊石
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山
の
散
策
ル
ー
ト
上
の
三
〇
カ
所
に
作
品
を
挿
入
し
て
︑
同
時
に

ど
こ
に
作
品
が
あ
る
の
か
と
い
う
地
図
を
作
成
し
て
来
場
者
に
配

る
こ
と
に
し
た
︒

展
覧
会
が
始
ま
っ
て
多
く
の
人
が
地
図
を
持
っ
て
山
の
散
策
ル

ー
ト
を
歩
き
出
す
︒
そ
し
て
地
図
に
作
品
が
あ
る
と
指
し
示
さ
れ

た
箇
所
に
来
て
み
る
と
写
真
8
の
よ
う
な
風
景
と
出
会
う
の
だ
︒

一
見
す
る
と
な
ん
の
変
哲
も
な
い
山
の
様
子
で
︑
周
囲
を
見
渡
し

て
も
芸
術
作
品
と
お
ぼ
し
き
も
の
は
ど
こ
に
も
見
当
た
ら
な
い
︒
や

っ
て
き
た
鑑
賞
者
は
戸
惑
っ
て
ど
こ
に
作
品
が
あ
る
の
か
を
探
そ

う
と
す
る
が
︑
そ
れ
ら
し
い
も
の
は
見
つ
か
ら
な
い
︒
通
常
は
そ

こ
に
行
け
ば
何
か
見
る
べ
き
も
の
が
指
し
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
な

の
だ
が
︑
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
な
い
た
だ
の
山
に
見
え
る
か
ら
だ
︒

私
が
こ
こ
で
一
体
何
を
し
た
か
と
い
う
と
︑
実
は
こ
の
山
の
三

〇
カ
所
に
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
植
物
を
差
し
込
ん
だ
の
だ
︵
写
真
9
︶︒

こ
の
シ
ダ
も
草
花
も
全
部
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
出
来
て
い
る
︒
最
近

の
造
花
や
フ
ェ
イ
ク
の
植
物
は
本
当
に
よ
く
出
来
て
い
て
︑
形
や

質
感
ま
で
本
物
の
植
物
と
そ
っ
く
り
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
ほ
と

ん
ど
見
分
け
が
つ
か
な
い
︒
し
か
も
︑
山
の
中
で
い
か
に
も
そ
れ

が
自
然
に
生
え
て
い
そ
う
な
場
所
に
そ
っ
と
差
し
込
む
と
︑
そ
れ

が
偽
物
か
ど
う
か
は
本
当
に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う︵
写
真
10
︶︒

し
か
し
︑
ひ
と
た
び
偽
物
の
存
在
に
気
づ
い
て
し
ま
う
と
︑
山

へ
の
ま
な
ざ
し
が
突
然
別
の
状
態
へ
と
ス
ラ
イ
ド
す
る
︒
ど
れ
が

本
物
の
自
然
で
ど
れ
が
偽
物
な
の
か
の
境
界
が
怪
し
く
な
っ
て
く

る
の
だ
︒
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
の
植
物
は
か
な
り
精
巧
に
出
来
て
い
る

反
面
︑
実
際
の
自
然
は
〝
不
自
然
な
形
〟
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ

る
︒
だ
か
ら
偽
物
の
植
物
と
自
然
に
生
え
て
い
る
本
物
の
植
物
の

区
別
は
意
外
に
難
し
い
︒
ど
れ
が
私
の
挿
入
し
た
偽
物
で
︑
ど
れ

が
そ
う
で
な
い
の
か
の
境
界
線
が
曖
昧
に
な
っ
た
瞬
間
に
︑
そ
の

人
の
山
へ
の
ま
な
ざ
し
は
パ
チ
リ
と
切
り
替
わ
る
︒
訪
れ
た
人
は

詳
細
に
山
の
自
然
を
観
察
し
始
め
る
よ
う
に
な
る
の
だ
︒
そ
の
結

果
︑
私
が
差
し
込
ん
で
い
な
い
も
の
ま
で
作
品
だ
と
〝
誤
解
〟
し

て
帰
る
人
が
出
は
じ
め
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
山
の
風
景
に
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
を
起
こ
す
た
め
の
補

助
線
を
引
く
た
め
に
︑
山
の
自
然
の
中
へ
︑
自
然
と
は
似
て
非
な

る
も
の
を
差
し
込
む
︒
そ
の
こ
と
は
山
が
生
命
で
構
成
さ
れ
て
い

る
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
さ
せ
る
と
同
時
に
︑
生
命

と
は
何
か
と
い
う
こ
と
へ
ま
な
ざ
し
を
向
け
さ
せ
る
補
助
線
に
も

な
る
︒

6
風
景
異
化
の
手
法

風
景
異
化
を
起
こ
す
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て 〝
眺
め
ら
れ

る
客
体
〟
へ
働
き
か
け
る
﹁
場
所
の
デ
ザ
イ
ン
﹂
と
︑〝
眺
め
る
主

体
〟
へ
働
き
か
け
る
﹁
ま
な
ざ
し
の
デ
ザ
イ
ン
﹂
の
二
つ
が
あ
る

と
述
べ
た
︒
こ
れ
を
も
う
少
し
理
論
化
し
て
み
る
と
︑﹁
場
所
︵
客

体
︶﹂
と
﹁
ま
な
ざ
し
︵
主
体
︶﹂
と
い
う
二
つ
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に

対
し
て
︑﹁
ど
の
よ
う
な
方
法
﹂
で
働
き
か
け
る
の
か
と
い
う
こ
と

が
加
わ
る
︒
そ
の
方
法
に
も
大
き
く
二
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
︒

そ
れ
は
﹁
物
理
的
﹂
な
方
法
と
︑﹁
心
理
的
﹂
な
方
法
の
二
つ
で
あ

る
︒し

た
が
っ
て
︑﹁
主
体
―
客
体
﹂
と
い
う
軸
に
対
し
て
︑﹁
物
理

的
―
心
理
的
﹂
と
い
う
軸
を
交
差
さ
せ
て
整
理
す
る
と
︑
図
4
の

よ
う
に
四
つ
の
領
域
が
現
れ
る
︒
こ
の
四
つ
の
領
域
が
︑
そ
れ
ぞ

れ
〝
何
〟
に
︑〝
ど
の
よ
う
に
働
き
か
け
る
〟
の
か
と
い
う
こ
と
を

表
し
て
い
る
が
︑
こ
れ
が
風
景
異
化
の
具
体
的
な
手
法
を
考
え
る

上
で
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
な
る
︒

﹁
客
体
﹂
へ
﹁
物
理
的
﹂
に
働
き
か
け
る
①
は
︑
主
に
客
体
の
素

材
︵M

ATER
IA

L

︶
を
変
更
す
る
方
法
で
あ
る
︒
こ
れ
は
こ
れ
ま

で
の
も
の
づ
く
り
の
手
法
で
あ
り
︑
素
材
を
組
み
合
わ
せ
て
造
形

す
る
こ
と
を
指
す
︒
建
築
や
造
園
の
空
間
な
ど
の
大
き
な
も
の
か

ら
︑
イ
ン
テ
リ
ア
や
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
い
う
身
体
に
近
い
も
の
ま

で
︑
あ
ら
ゆ
る
デ
ザ
イ
ン
や
ア
ー
ト
で
は
︑
対
象
物
の
素
材
を
選

択
し
て
︑
加
工
し
て
︑
組
み
合
わ
せ
て
い
る
︒
そ
の
場
所
の
構
成

素
材
の
状
態
が
変
わ
る
と
眺
め
が
変
わ
る
が
︑
我
々
が
通
常
﹁
風

景
が
変
わ
っ
た
﹂
と
い
う
の
は
こ
の
素
材
の
状
態
が
変
化
し
た
こ

写真10

写真９

写真８

図4　風景異化の手法
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と
を
指
す
︒

﹁
客
体
﹂
へ
﹁
心
理
的
﹂
に
働
き
か
け
る
②
は
︑
主
に
客
体
に
張

り
付
い
て
い
る
記
号
︵C

O
D

E

︶
を
変
更
す
る
方
法
で
あ
る
︒
物

や
場
所
に
か
か
わ
ら
ず
︑
す
べ
て
の
物
事
に
は
﹁
記
号
﹂
が
そ
れ

ぞ
れ
付
与
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑〝
椅
子
〟
は
座
る
た
め
の
も

の
︑〝
服
〟
は
着
る
た
め
の
も
の
︑〝
道
路
〟
は
通
る
た
め
の
場
所

と
い
う
よ
う
に
︑
記
号
は
﹁
名
称
﹂
と
﹁
分
類
﹂
を
中
心
に
意
味

を
形
成
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
お
お
む
ね
社
会
的
に
了
解
さ
れ
︑
共

有
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
客
体
に
貼
り
付
け
ら

れ
た
記
号
を
別
の
記
号
へ
と
変
更
す
る
の
が
こ
の
領
域
の
手
法
で

あ
る
︒
モ
ノ
の
ネ
ー
ミ
ン
グ
を
変
更
す
る
こ
と
や
︑
イ
ベ
ン
ト
な

ど
で
場
所
の
使
い
方
︵
用
途
の
分
類
︶
を
変
更
す
る
こ
と
な
ど
は
す

べ
て
こ
の
領
域
の
手
法
と
言
え
る
︒

﹁
主
体
﹂
へ
﹁
物
理
的
﹂
に
働
き
か
け
る
③
は
︑
主
体
の
知
覚
へ

の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
変
更
す
る
方
法
で
あ
る
︒
知
覚
と
は
我
々
が
五

感
と
呼
ん
で
い
る
感
覚
を
総
称
し
た
言
葉
で
あ
る
が
︑
目
の
網
膜

や
耳
の
耳じ

小し
ょ
う

骨こ
つ

や
皮
膚
と
い
っ
た
︑
身
体
の
﹁
感
覚
器
﹂
へ
の
物

理
的
な
イ
ン
プ
ッ
ト
で
あ
る
︑
と
こ
こ
で
は
定
義
し
て
い
る
︒
こ

れ
を
変
更
す
る
よ
う
な
方
法
と
し
て
道
具
︵TO

O
L

︶
を
用
い
る

の
が
③
で
あ
り
︑
先
ほ
ど
紹
介
し
た
よ
う
に
︑
人
形
を
用
い
て
環

境
の
一
部
を
フ
ォ
ー
カ
ス
し
た
り
︑
カ
メ
ラ
を
用
い
て
フ
レ
ー
ミ

ン
グ
す
る
手
法
な
ど
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
視

覚
を
拡
張
す
る
よ
う
な
双
眼
鏡
や
変
換
す
る
電
子
デ
バ
イ
ス
︑
触

覚
を
拡
張
す
る
杖
の
よ
う
な
道
具
な
ど
も
含
め
て
︑
知
覚
を
鋭
敏

化
す
る
よ
う
な
ツ
ー
ル
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
こ
の
領
域
の
手
法
で

あ
る
︒
時
に
は
薬
物
や
ト
ラ
ン
ス
な
ど
も
含
ま
れ
る
か
も
し
れ
な

い
が
︑
主
体
の
感
覚
器
へ
の
物
理
的
な
入
力
を
変
換
し
た
り
︑
増

幅
さ
せ
る
よ
う
な
道
具
や
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
す
べ
て
こ
の
領
域
の

手
法
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒

﹁
主
体
﹂
へ
﹁
心
理
的
﹂
に
働
き
か
け
る
④
の
領
域
は
︑
主
体
の

認
知
を
変
更
す
る
方
法
で
あ
る
︒
認
知
と
は
︑
人
間
が
頭
の
中
に

持
っ
て
い
る
理
解
の
型か

た

で
あ
り
︑
場
所
の
解
釈
や
意
味
づ
け
と
い

っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
︒
知
覚
に
イ
ン
プ
ッ
ト
さ
れ
た
情
報

に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
判
断
し
た
り
解

釈
し
た
り
す
る
心
理
的
な
動
き
や
脳
の
働
き
の
こ
と
で
あ
る
︑
と

こ
こ
で
は
定
義
し
て
い
る
︒
我
々
は
環
境
や
物
な
ど
の
客
体
を
眺

め
る
際
に
︑
そ
の
客
体
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
﹁
記
号
﹂
だ
け
で
な

く
︑
そ
れ
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
認
識
や
行
動
の
型

を
頭
の
中
に
持
っ
て
い
る
︒
道
路
は
〝
通
行
す
る
た
め
の
場
所
〟

と
し
て
社
会
的
に
は
了
解
さ
れ
た
記
号
で
あ
る
が
︑
道
路
は
実
際

に
は
通
行
す
る
だ
け
で
な
く
寝
転
ん
だ
り
︑
地
面
に
絵
を
描
い
た

り
と
様
々
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
我
々

が
脳
内
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
パ
タ
ー
ン
化
さ
れ
て
い
る
の
は

〝
通
行
す
る
〟
と
い
う
行
為
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
が
変
更
さ
れ
る
た
め

に
︑
主
体
が
日
常
的
に
抱
い
て
い
る
思
考
や
認
識
︑
ま
た
行
動
様

式
や
認
知
様
式
と
い
っ
た
様
々
な
型モ

ー
ド︵M

O
D

E

︶
を
変
更
す
る
と

い
う
手
法
が
有
効
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
手
法
が
こ
の

領
域
に
当
て
は
ま
る
︒

以
上
の
よ
う
に
﹁
素
材
﹂︑﹁
記
号
﹂︑﹁
道
具
﹂︑﹁
型
﹂
と
い
う

四
つ
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
風
景
異
化
の
手
法
で
あ
り
︑
こ
れ

ら
は
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
は
な
く
組
み
合
わ
せ
で
行
う
こ
と
も
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
手
法
の
中
で
も
特
に
身
心
変
容
技
法
と
直
接
関
係
し
て

く
る
の
は
﹁
知
覚
の
変
更
﹂
と
﹁
認
知
の
変
更
﹂
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
︒
古
今
東
西
の
宗
教
の
修
行
法
や
芸
能
の
身
体
技
法
は
︑

反
復
し
て
鍛
錬
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
自
身
の
知
覚
と
認
知
を
変

容
さ
せ
て
い
く
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
環
境
の
捉

え
方
が
更
新
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
れ
ら

の
身
心
変
容
技
法
に
よ
っ
て
︑
主
体
の
中
で
風
景
が
ど
の
よ
う
に

変
容
し
た
の
か
︑
ま
た
そ
の
技
法
と
主
体
の
中
で
の
風
景
変
容
と

の
関
係
性
が
い
か
な
る
も
の
で
︑
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
共
通
性
と

差
異
が
あ
る
の
か
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
風
景
異
化
研
究
の
今
後

の
課
題
に
も
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
︒

7
場
所
の
変
容
と
主
体
の
型モ

ー
ド

の
変
容

一
方
で
︑
身
心
の
変
容
が
風
景
に
ど
の
よ
う
に
影
響
を
与
え
る

の
か
と
い
う
考
察
と
同
時
に
︑
場
所
の
変
容
が
主
体
の
身
心
を
い

か
に
変
容
さ
せ
る
の
か
と
い
う
逆
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
も
考
察

を
深
め
る
必
要
が
あ
る
︒
風
景
異
化
の
手
法
で
い
う
と
︑
主
に
﹁
素

材
﹂
や
﹁
記
号
﹂
の
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
場
所
に
一
時
的
な
変
容

を
も
た
ら
す
こ
と
で
︑
我
々
の
身
心
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
風

景
異
化
の
中
心
的
な
方
法
論
で
あ
る
︒
こ
れ
を
考
察
す
る
事
例
と

し
て
︑
私
が
病
院
で
継
続
し
て
制
作
し
て
い
る
﹁
霧
は
れ
て
光
き

た
る
春
﹂
と
い
う
ア
ー
ト
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
上
げ
て

み
た
い
︒

﹁
霧
は
れ
て
光
き
た
る
春
﹂
と
い
う
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
︑

二
〇
一
〇
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
期
間
︑
三
度
に
わ
た
り
私

が
大
規
模
急
性
期
病
院
で
制
作
し
た
大
規
模
な
ア
ー
ト
作
品
で
あ

る
︒
最
初
に
実
施
し
た
二
〇
一
〇
年
は
大
阪
市
立
大
学
付
属
病
院
︑

次
の
実
施
で
あ
る
二
〇
一
二
年
は
大
阪
赤
十
字
病
院
︑
そ
し
て
三

回
目
の
二
〇
一
四
年
の
実
施
は
大
阪
府
立
急
性
期
・
総
合
医
療
セ

ン
タ
ー
で
あ
っ
た
が
︑
い
ず
れ
も
約
一
〇
〇
〇
床
を
抱
え
る
入
院
病

棟
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
の
病
棟
の
建
物
中
央
に
あ
る
高
さ
五
〇
m

を
超
え
る
光
庭
が
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
場
で
あ
る
︵
写
真

11
︶︒患

者
だ
け
で
一
〇
〇
〇
人
弱
︑
医
師
看
護
師
合
わ
せ
る
と
一
五

〇
〇
人
か
ら
二
〇
〇
〇
人
の
人
々
が
行
き
交
う
入
院
病
棟
に
も
か

か
わ
ら
ず
︑
そ
の
光
庭
は
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
見
向
き
も
さ
れ
な
い

よ
う
な
場
所
で
あ
っ
た
︒
光
庭
は
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
場
所
で

あ
っ
た
が
︑
見
え
な
い
場
所
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
光
庭
は
機

写真11

94

第二部　身心変容と芸術・芸能



能
上
で
言
え
ば
建
築
内
部
に
光
を
取
り
入
れ
る
た
め
だ
け
の
裏
側

の
ス
ペ
ー
ス
で
あ
る
た
め
︑
普
段
は
誰
も
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
こ

と
が
な
い
場
所
と
な
っ
て
い
る
の
だ
︒

私
は
そ
の
場
所
へ
底
か
ら
霧
を
立
ち
上
ら
せ
︑
空
か
ら
大
量
の

シ
ャ
ボ
ン
玉
を
降
ら
せ
る
と
い
う
現
象
を
生
み
出
し
た
︵
写
真
12
︑

写
真
13
︶︒
一
日
に
三
〇
分
間
だ
け
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
︑

現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
間
に
全
館
放
送
で
音
も
同
時
に
響
か
せ
た
︒

風
景
異
化
の
手
法
で
言
え
ば
︑
採
光
の
た
め
の
光
庭
を
ア
ー
ト
イ

ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
展
示
空
間
と
し
て
﹁
記
号
﹂
を
変
更
し
︑
そ

の
空
間
に
霧
や
シ
ャ
ボ
ン
玉
︑
音
と
い
っ
た
﹁
素
材
﹂
を
追
加
す

る
と
い
う
デ
ザ
イ
ン
操
作
を
施
し
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
︒

そ
の
結
果
と
し
て
何
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
す
べ
て
の
病

棟
か
ら
人
々
が
窓
辺
に
や
っ
て
き
て
︑
空
を
見
上
げ
る
と
い
う
行

動
が
起
こ
っ
た
︵
写
真
14
～
写
真
16
︶︒
そ
こ
に
や
っ
て
く
る
の
は

入
院
患
者
だ
け
で
な
く
医
師
や
看
護
師
︑
職
員
や
見
舞
い
の
家
族

や
知
人
も
お
り
︑
役
割
や
立
場
の
違
い
に
関
係
な
く
一
〇
〇
〇
人

近
く
の
人
々
が
一
堂
に
会
し
て
一
斉
に
空
を
見
上
げ
る
の
だ
︒
そ

れ
は
こ
れ
ま
で
の
院
内
で
は
決
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た

新
し
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
︒

入
院
患
者
は
自
分
の
身
体
の
痛
み
を
家
族
と
さ
え
も
共
有
で
き

ず
に
孤
独
な
気
持
ち
で
い
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
毎
日
の
検
査

や
手
術
で
自
分
の
身
体
の
心
配
に
加
え
て
︑
治
療
が
う
ま
く
い
っ

て
も
社
会
復
帰
に
問
題
が
な
い
か
︒
そ
の
後
の
再
発
に
問
題
が
な

い
か
︒
様
々
な
不
安
が
絶
え
な
い
は
ず
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
心

の
状
態
を
救
済
す
る
上
で
︑
医
療
を
〝
施
す
者
〟
と
〝
施
さ
れ
る

者
〟
と
い
う
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
は
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

型
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
︑
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
︒

病
院
の
中
で
は
︑
普
段
は
医
師
︑
看
護
師
︑
患
者
と
い
う
そ
れ

ぞ
れ
の
立
場
に
応
じ
て
行
動
の
型モ

ー
ドが
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る

種
の
役
割
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
︒
院
内
に
お
い
て
白
衣
を
着
て
聴

診
器
を
つ
け
る
こ
と
は
医
師
の
型モ

ー
ドで

振
る
舞
う
こ
と
が
要
求
さ
れ
︑

看
護
師
は
制
服
を
着
る
こ
と
で
看
護
師
と
し
て
の
行
動
の
型モ

ー
ドの

中

で
振
る
舞
う
︒
患
者
も
同
様
に
︑
入
院
し
て
ベ
ッ
ド
が
あ
て
が
わ

れ
る
こ
と
で
患
者
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
︒

そ
の
型

モ
ー
ド

同
士
は
治
療
や
回
復
と
い
う
目
的
に
向
か
っ
て
結
ば
れ
た

関
係
性
で
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
役
割
を
果
た
す
こ
と
で
病
院
と
し

て
の
機
能
が
う
ま
く
働
く
と
言
え
る
︒

し
か
し
こ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
間
は
︑
そ

う
し
た
院
内
で
の
役
割
の
型モ

ー
ドが

外
さ
れ
る
瞬
間
が
や
っ
て
く
る
︒

圧
倒
的
な
量
の
霧
や
シ
ャ
ボ
ン
玉
が
出
現
す
る
と
い
う
あ
り
え
な

い
風
景
が
目
の
前
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
と
き
に
︑
人
は
自
分
が
置

か
れ
て
い
る
立
場
や
状
況
を
一
瞬
忘
れ
て
︑
一
人
の
個
人
と
し
て

感
覚
的
に
反
応
す
る
か
ら
だ
︒
全
員
が
眼
前
の
風
景
に
対
し
て
等

距
離
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
況
︒
そ
れ
は
人
々
の
立

場
や
属
性
を
解
体
し
︑
単
な
る
一
個
人
へ
と
変
え
て
し
ま
う
と
言

え
る
︒
そ
こ
で
交
わ
さ
れ
る
人
間
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
お
い
て
医
師
︑
看
護
師
︑
患
者
と
い
っ
た
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
は
意

味
を
失
う
︒
こ
の
奇
跡
的
な
現
象
に
答
え
を
持
つ
特
権
的
な
人
間

は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
霧
は
れ
て
光
き
た
る
春
﹂
と
い
う
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ

ン
の
制
作
以
降
︑
場
所
の
変
容
が
身
心
の
変
容
を
促
す
可
能
性
に

つ
い
て
の
問
い
が
私
の
中
で
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
病
気

や
怪
我
で
や
っ
て
く
る
病
院
と
い
う
場
所
は
︑
あ
る
意
味
で
︑
す

で
に
身
心
変
容
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
︒
そ
こ
で

は
弱
っ
て
し
ま
っ
た
身
心
を
快
方
へ
と
変
容
さ
せ
る
こ
と
︑
す
な

わ
ち
〝
治
療
〟
す
る
こ
と
が
場
所
の
機
能
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に

大
勢
の
人
々
が
毎
日
懸
命
に
働
い
て
い
る
︒
し
か
し
我
々
は
常
日

頃
か
ら
身
心
を
変
容
さ
せ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考

え
た
と
き
に
︑〝
身
心
が
癒
え
る
〟
と
い
う
こ
と
の
本
質
は
一
体
何

な
の
か
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
︒
病
院
で
行
っ
て
い
る
執
刀
や
投
薬

が
人
間
の
身
体
を
治
癒
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
︒
そ
う
し
た
治

療
行
為
は
︑
人
間
の
身
心
が
自
ら
癒
え
よ
う
と
す
る
力
を
手
助
け

す
る
行
為
で
あ
り
︑
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
身
心
を
癒
す
の
は
自
ら

で
あ
る
と
い
う
事
実
を
我
々
は
忘
れ
が
ち
で
あ
る
︒
も
し
芸
術
に

触
れ
る
こ
と
や
︑
奇
跡
的
な
現
象
を
目
撃
す
る
こ
と
が
︑
執
刀
や

写真15

写真14

写真13

写真12

写真16
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投
薬
と
同
じ
よ
う
に
人
間
の
身
心
が
自
ら
癒
え
よ
う
と
す
る
力
を

促
進
し
︑
生
命
と
し
て
の
リ
ズ
ム
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
整
え
る
身
心

変
容
を
も
た
ら
す
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
れ
は
も
は
や
医
療
で
あ
る
と

呼
ん
で
も
差
し
支
え
な
い
と
い
う
と
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
︒

孤
独
な
闘
病
生
活
だ
か
ら
こ
そ
︑
機
能
的
な
役
割
で
は
な
く
一

人
の
人
間
同
士
と
し
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
必
要
な
時
が

あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
職
業
や
役
割
の
仮
面
を
取
り
去
り
︑
一
人

の
個
人
へ
と
帰
る
こ
と
が
で
き
る
奇
跡
的
な
瞬
間
を
生
み
出
す
こ

と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
圧
倒
的
な
場
所
の
変
容
は
︑

人
々
の
身
心
変
容
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒

8
聖
地
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ

何
ら
変
哲
も
な
か
っ
た
日
常
に
︑
あ
る
と
き
突
然
奇
跡
的
な
現

象
が
訪
れ
る
と
︑
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
た
人
々
の
社
会
的
記
号
を

剝
奪
す
る
こ
と
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
日
蝕
や
オ
ー
ロ
ラ
の
よ
う
な

自
然
現
象
は
︑
通
り
を
歩
く
人
々
全
員
を
立
ち
止
ま
ら
せ
︑
社
会

的
な
立
場
や
役
割
の
違
い
な
ど
を
無
化
し
︑
空
を
見
上
げ
る
観
客

へ
と
変
え
て
し
ま
う
︒
こ
う
し
た
自
然
現
象
は
我
々
が
生
き
る
社

会
の
約
束
事
の
外
側
か
ら
や
っ
て
く
る
出
来
事
で
あ
り
︑
そ
れ
は

日
常
の
俗
な
る
場
所
に
聖
な
る
も
の
が
顕
現
す
る
瞬
間
で
あ
る
︒

そ
の
時
に
我
々
の
見
る
風
景
は
異
化
さ
れ
︑
社
会
的
に
自
分
に
付

与
さ
れ
た
様
々
な
記
号
か
ら
自
由
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
︒
そ
れ

は
修
行
や
技
法
に
よ
っ
て
自
発
的
に
獲
得
し
て
い
く
身
心
変
容
で

は
な
く
︑
客
体
側
の
変
化
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
身
心
変
容
で

あ
る
︒

し
か
し
一
方
で
︑
そ
う
し
た
自
然
現
象
に
よ
る
急
激
な
変
容
は

必
ず
し
も
安
全
な
も
の
だ
け
と
は
限
ら
な
い
︒
た
と
え
ば
地
震
や

津
波
の
よ
う
な
自
然
災
害
は
︑
暴
力
的
な
形
で
風
景
異
化
を
引
き

起
こ
す
︒
聖
な
る
も
の
の
顕
現
と
は
決
し
て
安
全
な
も
の
だ
け
で

は
な
い
︒
社
会
の
ル
ー
ル
と
無
関
係
に
突
然
や
っ
て
き
た
自
然
現

象
は
︑
強
烈
す
ぎ
る
ジ
ャ
メ
ヴ
ュ
を
も
た
ら
す
こ
と
で
︑
時
に
人

間
の
心
を
大
き
く
傷
つ
け
て
し
ま
う
︒

だ
か
ら
我
々
が
風
景
異
化
に
取
り
組
む
際
に
は
︑
自
然
現
象
の

似
姿
と
し
て
安
全
な
形
で
客
体
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
課
題
の
一

つ
と
な
る
︒
そ
れ
を
考
え
る
上
で
︑
私
に
大
き
な
イ
ン
ス
ピ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
も
た
ら
す
の
が
﹁
聖
地
﹂
と
い
う
場
所
で
あ
る
︒
聖
地

は
風
景
異
化
を
考
え
る
上
で
も
︑
場
所
の
力
を
本
質
的
な
設
計
の

拠
り
所
と
し
て
い
る
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
を
考
え
る
上
で

も
︑
様
々
な
示
唆
に
富
む
参

㆑
フ
ァ
㆑
ン
ス
照
で
あ
る
︒
そ
う
考
え
た
私
は
聖
地

の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
調
査
と
そ
の
デ
ザ
イ
ン
の
研
究
を
近
年
始
め

て
い
る
︒

聖
地
に
は
様
々
な
定
義
が
あ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
日
常
と
は

異
な
る
特
殊
な
場
所
で
あ
る
︒
聖
地
は
〝
場
所
の
力
〟
が
強
く
働

く
と
同
時
に
︑
人
間
の
想
像
力
が
最
大
限
に
働
く
場
所
で
あ
る
︒

た
と
え
ば
巨
大
な
岩
は
人
間
の
想
像
力
や
身
体
を
刺
激
し
︑
そ
こ

か
ら
様
々
な
宗
教
や
文
化
が
生
み
落
と
さ
れ
る
︒
そ
し
て
ま
た
そ

の
岩
に
大
勢
の
人
々
の
記
憶
と
想
像
力
が
込
め
ら
れ
る
こ
と
で
︑
そ

れ
は
単
な
る
岩
で
は
な
く
信
仰
の
対
象
と
な
る
の
だ
︒
つ
ま
り
聖

地
は
物
理
的
な
場
所
の
形
態
と
︑
人
間
の
身
心
と
が
関
係
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
風
景
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
公
式
が
最
も
強
く
作

用
す
る
場
所
で
あ
る
と
言
え
る
︒
場
所
と
身
心
と
の
関
係
性
を
変

容
さ
せ
な
が
ら
︑〝
見
え
る
も
の
〟
と
〝
見
え
な
い
も
の
〟
と
の
間

の
再
帰
的
な
関
係
が
風
景
と
し
て
顕
著
に
表
現
さ
れ
る
の
が
聖
地

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

地
球
に
お
け
る
特
殊
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
聖
地
は
︑
ま
さ
に
〝
見

え
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
〟
が
〝
見
え
る
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
〟
と
し
て

形
象
化
す
る
場
所
で
あ
る
︒
切
り
立
っ
た
崖
や
そ
び
え
立
つ
山
は

地
球
内
部
の
マ
グ
マ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
生
み
出
し
た
結
果
で
あ
る
︒

大
地
か
ら
湧
き
出
す
水
や
︑
飛
沫
を
あ
げ
る
滝
は
︑
海
か
ら
空
へ

と
巡
る
大
き
な
水
の
循
環
と
気
象
の
中
の
一
部
で
あ
る
︒
自
然
と

い
う
の
は
︑
常
に
見
え
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
見
え
る
形
へ
と
移
ろ

い
︑
ま
た
見
え
る
も
の
が
見
え
な
い
も
の
へ
と
戻
っ
て
い
く
と
い

う
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
あ
る
︒
聖
地
は
そ
う
い
っ
た
自
然
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
物
質
の
転
換
点
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
く
︑
見
え
て
い

る
景
色
の
背
後
に
見
え
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
︒
そ
れ
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
補
助
線
が
場
所
に
込
め
ら

れ
た
神
話
や
信
仰
や
人
々
の
記
憶
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

聖
地
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
デ
ザ
イ
ン
を
研
究
す
る
こ
と
は
︑
様
々

な
意
味
で
人
間
と
場
所
と
の
関
係
が
生
み
出
す
風
景
と
は
一
体
い

か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う
本
質
的
な
問
い
と
接
続
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
聖
地
の
ラ
ン
ド
ス
ケ
ー
プ
は
ど

の
よ
う
な
構
造
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
︒
そ
し
て
そ
れ
は
人

間
の
身
心
に
い
か
な
る
変
容
を
も
た
ら
す
の
か
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑

そ
の
変
容
は
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
︒
可
能
で

あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か
な
る
方
法
に
よ
る
の
か
︒
見
え
な
い

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
見
え
る
現
象
に
な
る
プ
ロ
セ
ス
は
い
か
に
デ
ザ
イ

ン
で
き
る
の
か
︒
そ
の
よ
う
な
無
数
の
問
い
を
立
て
な
が
ら
︑
い

か
に
し
て
聖
地
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
︑
風
景
異
化
論
を

次
に
進
め
る
た
め
の
方
向
性
の
一
つ
に
な
り
う
る
︒

9
生
命
表
象
学
の
創
造
へ

見
え
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
見
え
る
形
へ
と
変
容
す
る
こ
と
は
生

命
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
︒
生
命
と
は
常
に
見
え
る
も
の
と
見

え
な
い
も
の
と
が
入
れ
替
わ
る
プ
ロ
セ
ス
の
一
部
で
あ
る
か
ら
だ
︒

生
命
と
い
う
も
の
を
定
義
す
る
こ
と
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
あ

る
が
︑
生
命
現
象
は
物
理
現
象
の
よ
う
に
線
形
科
学
と
し
て
把
握

で
き
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
︒
生
命
と
い
う
の
は
次
々
に
移
り

変
わ
っ
て
姿
形
を
変
え
て
い
き
︑
そ
こ
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
物
質

と
の
間
の
相
互
変
化
が
見
ら
れ
る
︒
植
物
は
最
初
は
種
の
状
態
で

あ
る
が
︑
種
は
割
れ
て
芽
が
で
る
︒
そ
し
て
ま
た
時
間
が
経
つ
と

そ
れ
は
茎
に
な
っ
て
い
き
︑
葉
が
出
る
︒
そ
し
て
花
が
咲
い
て
枯

れ
︑
そ
の
中
に
あ
っ
た
種
子
が
ま
た
地
面
に
落
ち
る
︒
最
初
の
種

か
ら
ず
い
ぶ
ん
と
様
々
な
姿
形
と
な
っ
て
生
命
は
変
容
す
る
の
だ
︒

私
た
ち
の
身
体
も
同
様
に
変
容
し
て
い
く
︒
人
生
と
い
う
時
間

軸
で
見
て
も
最
初
は
小
さ
な
赤
ん
坊
だ
っ
た
私
た
ち
は
︑
大
き
な

身
体
へ
と
育
っ
て
い
く
︒
約
三
七
兆
二
〇
〇
〇
億
個
の
細
胞
か
ら

成
り
立
っ
て
い
る
我
々
の
身
体
も
︑
日
々
の
時
間
軸
の
中
で
も
瞬

間
瞬
間
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
︒
そ
の
変
換
の
プ
ロ
セ
ス
は
目
に

見
え
な
い
が
︑
そ
れ
ら
は
結
果
と
し
て
我
々
の
肉
体
に
見
え
る
形

と
な
っ
て
現
れ
る
の
だ
︒
つ
ま
り
私
た
ち
が
今
見
て
い
る
も
の
は
︑

生
命
の
一
時
的
な
姿
に
過
ぎ
ず
︑
あ
ら
ゆ
る
生
命
は
と
ど
ま
る
こ

と
な
く
そ
の
表
象
を
変
え
て
い
く
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

見
え
な
い
も
の
が
見
え
る
形
へ
と
転
換
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
に
は
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ど
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
の
か
︒
そ
れ
を
い
か
に
し
て
設デ
ザ
イ
ン計

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
身
心
変
容
技
法
と
は
そ
の
設
計
手
法

と
接
続
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
含
む
形
で
︑
生
命

の
表
象
の
あ
り
方
を
総
合
的
に
考
え
て
い
く
学
問
体
系
が
今
後
必

要
に
な
る
と
私
は
考
え
て
い
る
︒
そ
の
学
問
体
系
は
︑
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
が
﹁
二
〇
世
紀
は
物
理
学
に
支
配
さ

れ
た
時
代
だ
と
い
え
︑ 
二
一
世
紀
は
生
物
学
に
支
配
さ
れ
る
時
代

だ
ろ
う7
﹂
と
予
言
し
た
よ
う
に
︑
工
学
的
な
発
想
に
基
づ
い
た
も

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
私
が
拠
っ
て
立
つ
生
命
環
境
科
学

の
よ
う
な
領
域
や
脳
科
学
や
分
子
生
物
学
の
よ
う
な
自
然
科
学
系

の
領
域
と
︑
芸
術
学
や
哲
学
及
び
宗
教
学
な
ど
心
の
学
問
を
含
め

た
人
文
科
学
が
横
断
的
に
融
合
し
︑
自
然
の
仕
組
み
に
社
会
の
仕

組
み
を
寄
り
添
わ
せ
る
よ
う
な
も
の
に
な
る
と
考
え
て
い
る
︒
私

は
そ
の
学
問
体
系
を
︑
自
然
や
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
い
か
に
表

象
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
も
の
と
し
て
︑
仮
に
﹁
生
命
表
象
学
﹂

と
い
う
よ
う
に
名
付
け
た
︒

生
命
表
象
学
に
つ
い
て
は
ま
だ
考
察
が
端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り

で
あ
る
が
︑
現
在
考
え
て
い
る
全
体
の
相
関
図
だ
け
で
も
こ
こ
に

示
し
て
お
き
た
い
︵
図
5
︶︒
場
所
に
向
け
る
人
間
の
ま
な
ざ
し
が

風
景
を
生
み
出
す
が
︑
風
景
と
い
う
の
は
人
間
の
内
側
と
外
側
の

両
方
の
境
界
面
に
現
れ
る
︒
ま
な
ざ
し
の
高
度
を
ど
ん
ど
ん
上
げ

て
行
け
ば
地
球
を
外
か
ら
眺
め
る
風
景
が
見
え
︑
逆
に
ま
な
ざ
し

の
高
度
を
ど
ん
ど
ん
下
げ
て
人
間
の
内
側
に
ま
で
入
り
込
め
ば
︑
細

胞
や
脳
や
人
間
の
精
神
ま
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
︒　

我
々
の
身

心
の
表
象
は
︑
景
観
の
表
象
と
結
び
つ
い
て
信
仰
の
表
象
や
社
会

の
表
象
を
生
み
出
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
惑
星
全
体
の
表
象
と
関
係

付
い
て
い
る
︒

こ
う
し
て
ま
な
ざ
し
の
ス
ケ
ー
ル
を
自
在
に
と
れ
ば
︑
実
は
無

関
係
と
思
わ
れ
て
い
た
も
の
が
総
合
的
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
︒
風
景
と
は
一
部
分
だ
け
取
り
出
す
こ
と
は
で
き

ず
︑
自
然
も
人
も
す
べ
て
が
関
係
付
い
て
い
る
全ホ

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

体
的
で
具
体
的

な
世
界
の
把
握
の
方
法
で
あ
る
︒
二
〇
世
紀
の
科
学
は
世
界
を
細

分
化
し
て
一
つ
一
つ
に
ま
な
ざ
し
を
近
づ
け
る
こ
と
で
︑
様
々
な

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒
し
か
し
一
方
で
︑
そ
れ
ら
す
べ
て

が
ど
の
よ
う
に
関
係
付
い
て
い
る
の
か
と
い
う
総
合
性
を
失
い
︑
自

然
の
法
則
と
社
会
の
規
則
と
が
分
離
す
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
と

い
う
課
題
を
残
し
て
い
る
︒
も
う
一
度
自
然
と
社
会
と
が
並
走
す

る
た
め
に
は
︑
自
然
と
社
会
を
一
望
で
き
る
風
景
へ
と
ま
な
ざ
し

を
デ
ザ
イ
ン
し
︑
生
命
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
こ
れ
ま
で
の
風
景

を
異
化
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
︒
風
景

と
は
常
に
見
え
て
い
る
形カ

タ
チで

は
な
く
︑
見
え
な
い
も
の
が
見
え
始

め
た
り
︑
ま
た
見
え
て
い
た
も
の
が
ま
た
見
え
な
く
な
っ
た
り
し

な
が
ら
生
成
と
消
滅
を
繰
り
返
す
象カ

タ
チな
の
だ
︒

注1　
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
︑
篠
田
勝
英
訳
﹃
日
本
の
風
景
・
西
欧
の
景

観　
そ
し
て
造
景
の
時
代
﹄
講
談
社
現
代
新
書
︑
一
九
九
〇
年
︑
五
三

︲
五
四
頁

2　
ア
ラ
ン
・
ロ
ジ
ェ
﹁
風
景
と
環
境　

そ
の
﹃
言
分
け
理
論
﹄
を
め
ぐ
っ

て
﹂﹃
S
D
﹄
テ
ク
ノ
ス
ケ
ー
プ

―
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
風
景
特
集
︑

鹿
島
出
版
会
︑
一
九
九
五
年
四
月
︒

3　

http://w
w

w.geocities.jp/m
ukku17654/rem

ark/rem
ark-hum

an.htm

4　
柄
谷
行
人
﹃
日
本
近
代
文
学
の
起
源
﹄
講
談
社
文
芸
文
庫
︑
一
九
八
八

年
︑
二
四
︲
二
五
頁
︒

5　

 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%B0%E5%8C
%96

6　
桑
野
隆
︑
大
石
雅
彦
編
﹃
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
6
：
フ
ォ
ル

マ
リ
ズ
ム　

詩
的
言
語
論
﹄
国
書
刊
行
会
︑
一
九
八
八
年
︒

7　
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
﹁
二
一
世
紀
都
市
の
全
体
性
と

そ
の
生
命
﹂
世
界
デ
ザ
イ
ン
博
覧
会
講
演
記
録
︑
一
九
八
九
年
︒

図5　生命表象学のダイアグラム
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は
じ
め
に

こ
こ
は
サ
ー
カ
ス
学
校
の
練
習
場
︒
二
〇
一
五
年
に
新
築
さ
れ

た
こ
の
建
物
は
︑
奥
行
き
約
六
〇
m
︑
横
幅
約
三
〇
m
︑
高
さ
約

一
四
m
も
あ
る
巨
大
な
ホ
ー
ル
で
あ
る
︒
中
に
入
る
と
︑
飛
行
機

の
工
場
の
よ
う
な
が
ら
ん
と
し
た
空
間
が
広
が
る
が
︑
床
は
ベ
ー

ジ
ュ
色
の
マ
ッ
ト
に
覆
わ
れ
て
い
て
︑
カ
ラ
フ
ル
で
大
き
な
ク
ッ

シ
ョ
ン
が
転
が
っ
て
お
り
︑
照
明
も
明
る
い
︒
天
井
か
ら
釣
り
下

が
っ
て
い
る
特
大
カ
ー
テ
ン
を
開
け
放
て
ば
︑
仕
切
り
が
な
く
な

っ
て
開
放
的
な
空
間
と
な
る
︒
ポ
ー
ル
︑
空
中
ブ
ラ
ン
コ
︑
ト
ラ

ン
ポ
リ
ン
ほ
か
︑
マ
ッ
ト
や
ク
ッ
シ
ョ
ン
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い

て
︑
隅
の
方
に
は
木
の
箱
や
ロ
ー
プ
な
ど
の
補
助
具
が
並
ん
で
い

る
︒こ

の
日
は
大
き
な
催
し
が
な
い
︒
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
割
り
当
て

ら
れ
た
場
所
に
お
り
︑
専
門
に
分
か
れ
て
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
励
ん

で
い
る
︒
ロ
ー
プ
が
天
井
か
ら
釣
り
下
が
っ
て
い
る
ス
ペ
ー
ス
で

は
︑
生
徒
の
一
人
が
ロ
ー
プ
に
足
を
絡
め
て
逆
さ
に
な
っ
て
い
る
︒

と
き
お
り
派
手
に
動
い
て
は
︑
下
に
敷
い
て
あ
る
分
厚
い
マ
ッ
ト

に
ド
ス
ン
と
落
下
す
る
︒
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
で
は
︑
別
の
生
徒

が
空
中
ブ
ラ
ン
コ
を
し
て
い
る
︒
勢
い
の
つ
い
た
ブ
ラ
ン
コ
の
バ

ー
を
両
手
で
摑
み
︑
さ
ら
に
加
速
さ
せ
︑
上
り
き
っ
た
と
こ
ろ
で

手
を
離
し
て
宙
に
浮
き
︑
足
で
バ
ー
の
上
に
着
地
す
る
︒
教
師
が

地
面
に
立
っ
て
︑
生
徒
の
腰
の
ガ
ー
ド
に
結
い
つ
け
ら
れ
た
命
綱

を
握
り
な
が
ら
︑
あ
れ
こ
れ
と
言
葉
を
か
け
て
い
る
︒

奥
に
目
を
や
る
と
︑
マ
ッ
ト
の
上
で
二
人
一
組
の
生
徒
が
ア
ク

ロ
バ
ッ
ト
の
練
習
を
し
て
い
る
︒
小
柄
な
生
徒
が
︑
大
柄
な
生
徒

の
身
体
の
上
で
︑
立
っ
た
り
倒
立
を
し
た
り
︑
と
き
に
は
宙
返
り

を
す
る
︒
教
師
が
出
す
指
示
に
従
っ
て
一
つ
の
形
に
取
り
組
み
︑
う

ま
く
成
功
し
た
と
こ
ろ
で
次
の
形
に
進
む
︒
わ
ざ
を
た
く
さ
ん
こ

な
す
と
い
う
よ
り
︑
む
し
ろ
一
つ
一
つ
に
じ
っ
く
り
と
取
り
組
ん

で
い
る
︒
ジ
ャ
ン
プ
の
際
︑
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
の
は
ど
う
し
て

か
︑
タ
イ
ミ
ン
グ
は
正
し
か
っ
た
だ
ろ
う
か
︑
着
地
点
は
適
切
か
︒

一
つ
の
わ
ざ
が
確
実
に
成
功
す
る
ま
で
の
感
覚
を
じ
っ
く
り
と
確

か
め
よ
う
と
し
て
い
る
︒
時
折
︑
大
柄
な
ほ
う
の
生
徒
が
︑
会
話

の
合
間
に
ふ
ら
ふ
ら
と
壁
際
に
走
っ
て
い
き
︑
手
に
石
灰
を
ま
ぶ

す
︒
教
師
も
急
か
す
こ
と
な
く
︑
残
っ
た
生
徒
と
会
話
を
続
け
て

い
る
︒
わ
ざ
を
行
う
数
秒
の
間
︑
ず
い
ぶ
ん
激
し
く
動
く
身
体
で

あ
る
が
︑
練
習
の
全
体
は
︑
濃
密
で
緊
張
感
が
あ
り
つ
つ
も
︑
余

裕
が
あ
る
よ
う
な
時
間
で
も
あ
る
︒

教
師
曰
く
︑﹁
光
﹂
に
照
ら
さ
れ
た
表
舞
台
に
立
つ
た
め
に
は
︑

長
い
時
間
を
﹁
影
﹂
の
中
で
過
ご
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い1 
︒
観
客

を
あ
っ
と
驚
か
せ
る
よ
う
な
サ
ー
カ
ス
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
︑
人

目
に
つ
か
な
い
と
こ
ろ
で
じ
っ
く
り
と
進
め
ら
れ
た
入
念
な
準
備

に
支
え
ら
れ
て
い
る
︒
サ
ー
カ
ス
学
校
に
在
籍
す
る
パ
フ
ォ
ー
マ

ー
の
卵
た
ち
は
︑
入
学
ま
で
に
す
で
に
高
い
技
術
を
身
に
つ
け
て

い
る
が
︑
そ
の
在
籍
期
間
の
多
く
を
基
礎
的
な
わ
ざ
の
習
得
に
費

や
す
︒
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
は
必
須
な
の
だ

と
い
う
︵
個
々
の
わ
ざ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
増
や
す
こ
と
を
﹁
ボ
キ
ャ

ブ
ラ
リ
ー
を
増
や
す
﹂
と
表
現
す
る
生
徒
も
い
る
︶︒
た
だ
︑
基
礎
的

な
わ
ざ
の
練
習
に
時
間
を
費
や
す
と
は
い
っ
て
も
︑
長
い
時
間
を

か
け
て
延
々
と
練
習
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
特
別
な
予
定
が

な
い
日
で
あ
れ
ば
︑
や
や
余
裕
を
持
た
せ
︑
午
前
中
に
二
時
間
︑
昼

休
み
が
二
時
間
︑
午
後
に
二
～
三
時
間
と
い
っ
た
時
間
で
区
切
ら

れ
た
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
練
習
時
間
中
も
︑

身
体
を
動
か
す
の
で
は
な
く
会
話
を
し
て
い
る
時
間
も
長
い
︒
一

つ
の
形
を
試
し
︑
会
話
し
︑
ま
た
試
し
︑
と
繰
り
返
し
て
い
る
︒
わ

ざ
を
覚
え
る
の
に
時
間
を
か
け
る
の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
時
間
の

使
い
方
は
︑
新
し
い
わ
ざ
を
習
得
し
よ
う
と
い
う
企
て
に
素
直
に

向
き
合
う
結
果
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

本
稿
は
︑
サ
ー
カ
ス
学
校
に
お
け
る
わ
ざ
の
習
得
―
舞
台
裏

の
﹁
影
﹂
の
時
間
―
を
︑
生
徒
と
教
師
の
働
き
か
け
合
い
に
着

目
し
な
が
ら
記
述
す
る
も
の
で
あ
る
︒
わ
ざ
を
習
得
し
よ
う
と
す

る
と
き
︑
生
徒
は
︑
一
人
で
黙
々
と
訓
練
を
積
む
の
で
は
な
く
︑
教

師
や
仲
間
な
ど
︑
他
の
人
と
積
極
的
に
や
り
取
り
す
る
︒
そ
こ
で

生
徒
は
︑
見
た
目
の
調
整
︑
外
か
ら
の
視
点
の
検
討
︑
動
作
の
分

節
の
試
み
︑
動
作
の
ま
と
ま
り
の
自
覚
︑
流
れ
の
整
理
な
ど
︑
個

人
で
は
得
ら
れ
な
い
様
々
な
局
面
に
出
く
わ
す
こ
と
に
な
る
︒
こ

れ
ら
一
つ
一
つ
︑
そ
れ
自
体
は
些
細
な
出
来
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
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が
︑
同
時
に
︑
や
が
て
観
客
の
前
で
歓
声
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
支
え
る
重
要
な
土
壌
で
あ
る
︒
そ

の
土
壌
は
︑
身
体
的
経
験
を
テ
ー
マ
と
す
る
現
象
学
の
議
論
―

と
り
わ
け
エ
キ
ス
パ
ー
ト
や
専
門
家
の
経
験
を
解
明
す
る
よ
う
な

―
が
こ
れ
ま
で
十
分
に
考
察
し
て
こ
な
か
っ
た
︑
し
か
し
今
後

新
た
な
知
見
を
も
た
ら
す
よ
う
な
可
能
性
を
秘
め
て
い
る2 

︒
そ
の

可
能
性
に
向
け
た
冒
険
的
な
試
み
︑
な
い
し
準
備
段
階
と
し
て
︑
以

下
︑
本
稿
で
は
︑
サ
ー
カ
ス
学
校
の
練
習
の
場
面
で
生
じ
て
い
る

出
来
事
を
素
描
し
て
い
こ
う
︒

1
表
象
で
も
な
く
、状
況
で
も
な
く

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
は
﹃
知
覚
の
現
象
学
﹄
に
お
い
て
︑
運
動

習
慣
の
獲
得
に
つ
い
て
優
れ
た
考
察
を
残
し
た
︒
彼
は
︑
運
動
を

表
象
と
自
動
運
動
と
に
分
解
す
る
立
場
―
哲
学
や
神
経
科
学
に

お
い
て
重
要
視
さ
れ
て
い
た
機
械
論
的
生
理
学
お
よ
び
主
知
主
義

的
心
理
学
―
に
対
し
て
批
判
を
加
え
︑
そ
の
い
ず
れ
に
も
分
解

で
き
な
い
身
体
の
働
き
︑﹁
身
体
が
身
体
た
る
た
め
の
さ
ま
ざ
ま
な

仕
方3
﹂ を
明
ら
か
に
す
る
︒
行
為
の
さ
な
か
に
あ
る
身
体
と
は
︑
対

象
化
さ
れ
う
る
事
物
―
目
の
前
に
あ
る
ペ
ン
や
本
な
ど
―
と

は
異
な
っ
て
︑
そ
れ
ら
の
事
物
の
存
在
を
把
握
す
る
力
そ
の
も
の

で
あ
る
︒
例
え
ば
何
か
の
対
象
を
手
に
取
ろ
う
と
す
る
と
︑﹁
そ
れ

だ
け
で
も
う
私
の
い
ま
ま
で
思
惟
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
空
間

上
の
一
点
に
お
い
て
︑
私
の
手
と
い
う
把
握
力
が
動
き
出
す4
﹂ ︒
そ

の
把
握
力
は
︑﹁
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
す
で
に
定
ま
っ
て
し
ま
っ
た

本
能5

﹂ 

で
も
な
け
れ
ば
︑﹁
純
粋
な
︿
我
れ
﹀
の
操
作6

﹂ 

で
も
な
い
︒

私
の
手
は
当
の
対
象
が
意
味
を
持
っ
て
立
ち
現
れ
る
と
こ
ろ
の
﹁
表

出
空
間
﹂
の
中
に
い
る
が
︑
他
の
対
象
と
並
ん
で
空
間
の
中
に
位

置
を
占
め
る
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
身
体
は
そ
の
﹁
表
出
空
間
の

根
源
﹂
で
あ
り
︑﹁
そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
が
一
つ
の
場
所

を
あ
た
え
ら
れ
て
外
部
に
投
射
さ
れ
︑
意
味
が
わ
れ
わ
れ
の
手
も

と
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
眼
下
に
物
と
し
て
存
在
し
は
じ
め
る
よ
う
に

な
る7
﹂ ︒
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
以
降
︑
こ
う
し
た
探
求
は
哲
学
の
み

な
ら
ず
︑
身
体
を
使
っ
て
表
現
を
試
み
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
経
験

を
描
き
出
す
た
め
の
有
効
な
理
論
的
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
︒
例

え
ば
︑﹃
ダ
ン
ス
の
現
象
学
﹄
な
ど
で
知
ら
れ
る
シ
ー
ツ
・
ジ
ョ
ン

ス
ト
ン
は
︑
近
年
﹁
身
体
論
的
転
回
﹂
を
主
張
し
︑
主
に
フ
ッ
サ

ー
ル
の
主
観
性
の
議
論
を
発
展
さ
せ
る
形
で
︑
動
き
を
基
本
的
な

原
理
と
す
る
哲
学
を
構
築
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る8 

︒

そ
れ
ら
の
探
求
の
蓄
積
の
上
に
︑
本
稿
で
は
一
つ
の
疑
問
を
提

起
す
る
︒
こ
こ
で
問
う
の
は
︑
習
慣
の
獲
得
そ
の
も
の
に
関
す
る

現
象
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
人
が
習
慣
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
時
間
︑

つ
ま
り
身
体
と
世
界
と
の
間
に
こ
れ
か
ら
有
機
的
な
連
携
を
取
り

結
ぼ
う
と
す
る
と
き
に
︑
そ
の
人
は
い
か
な
る
世
界
を
経
験
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
︑
と
い
う
問
い
で
あ
る
︒
す
で
に
習
慣
を
会
得

し
た
人
で
あ
れ
ば
︑
身
体
と
世
界
と
の
間
に
反
省
以
前
の
連
携
が

あ
る
こ
と
は
現
象
学
が
解
き
明
か
し
て
い
る
︒
そ
う
し
た
連
携
は
︑

新
し
い
経
験
を
獲
得
し
つ
つ
あ
る
人
に
お
い
て
も
想
定
さ
れ
う
る

の
だ
ろ
う
か
︒

運
動
習
慣
の
獲
得
を
主
題
的
に
取
り
上
げ
た
現
象
学
の
理
論
が

あ
る
︒
人
工
知
能
研
究
や
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
英
訳
な
ど
で
知

ら
れ
る
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
で
あ
る
︒
彼
は
心
理
学
で
取
り
上
げ
ら
れ

る
よ
う
な
子
ど
も
の
発
達
で
は
な
く
︑
大
人
の
運
動
習
得
に
着
目

し
た
︒
そ
こ
で
彼
は
︑
習
慣
の
獲
得
段
階
を
想
定
し
︑
新
人
が
エ

キ
ス
パ
ー
ト
に
至
る
ま
で
の
段
階
を
五
つ
に
分
け
た
︒
新
人
︑
初

級
︑
中
級
︑
上
級
︑
熟
練
で
あ
る9 

︒

新
人
が
新
し
い
ス
キ
ル
を
身
に
つ
け
る
と
き
︑
い
か
に
簡
単
な

動
作
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
思
う
よ
う
に
動
け
な
い
と
こ
ろ
か
ら

出
発
す
る
︒
そ
こ
で
最
初
は
︑
タ
ス
ク
に
関
わ
る
動
作
を
︑
文
脈

に
縛
ら
れ
な
い
︵context-free

︶
特
徴
へ
と
﹁
分
解
︵decom

pose

︶﹂

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
︒
例
え
ば
︑
自
動
車
教
習
所
に
通
い
始

め
た
新
人
ド
ラ
イ
バ
ー
は
︑
指
導
員
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
て
︑
ア

ク
セ
ル
を
ど
の
程
度
踏
み
込
め
ば
よ
い
の
か
を
︑
速
度
計
や
エ
ン

ジ
ン
の
回
転
数
メ
ー
タ
ー
を
頼
り
に
判
断
す
る
︒
次
第
に
慣
れ
て

く
る
に
つ
れ
て
︑
速
度
計
を
見
な
く
て
も
︑
エ
ン
ジ
ン
音
や
ア
ク

セ
ル
の
踏
み
具
合
だ
け
で
︑
適
切
な
速
度
が
分
か
る
よ
う
に
な
っ

て
く
る
︒
熟
練
に
な
る
と
︑
そ
う
し
た
ル
ー
ル
の
一
切
が
不
要
に

な
る
︒
車
の
速
さ
を
調
整
す
る
た
め
に
︑
も
は
や
速
度
計
に
も
ア

ク
セ
ル
の
角
度
に
も
気
を
取
ら
れ
な
く
て
も
よ
い
︒﹁
や
る
べ
き
こ

と
は
︑
や
す
や
す
と
な
さ
れ
る︵W

hat m
ust be done, sim

ply is done

︶10

﹂︒

彼
は
た
だ
︑
景
色
︑
周
り
の
車
︑
道
路
の
混
み
具
合
と
い
っ
た
状

況
︵situation

︶
に
合
わ
せ
て
動
く
︒
新
人
か
ら
す
る
と
驚
く
ほ
ど

複
雑
な
操
作
︵
速
度
を
調
整
す
る
︑
車
間
距
離
を
気
に
す
る
︑
信
号
を

見
る
︑
ミ
ラ
ー
を
確
認
す
る
︑
助
手
席
の
人
と
会
話
を
す
る
な
ど
︶
に

つ
い
て
︑
い
ち
ど
き
に
﹁
即
応
す
る
こ
と
︵coping

︶11

﹂ が
で
き
る
︒

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
主
張
す
る
の
は
︑﹁
反
表
象
主
義
﹂
で
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
運
動
を
習
得
す
る
の
に
一
切
の
表
象
を
必
要
と
し
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
彼
に
お
い
て
学
習
と
は
︑
理
想
と
す
る

動
作
や
境
地
を
心
の
中
に
浮
か
べ
る
こ
と
で
は
な
く
︑
与
え
ら
れ

た
状
況
の
中
で
適
切
に
応
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
指
す
︒

学
習
者
の
経
験
は
︑﹁
心
の
中
で
表
象
さ
れ
る
︵represented

︶﹂
の

で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑﹁
ま
す
ま
す
鋭
敏
に
識
別
さ
れ
る
状
況
と
し

て
現
れ
る
︵presented

︶12

﹂ ︒

こ
う
し
た
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
議
論
は
︑
エ
キ
ス
パ
ー
ト
に
お
け

る
経
験
に
つ
い
て
は
鮮
や
か
に
解
き
明
か
し
て
く
れ
る
一
方
で
︑
学

び
の
途
上
に
あ
る
学
習
者
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
歯
切
れ
が
悪
い
︒

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
自
身
が
認
め
る
よ
う
に
︑
新
し
い
ス
キ
ル
を
身
に

つ
け
る
人
は
︑
熟
練
と
は
反
対
に
︑﹁
身
体
的
運
動
を
意
図
﹂
し
︑

﹁
私
の
意
志
に
よ
っ
て
運
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
い
う
経

験
﹂
を
持
つ13 

︒
こ
う
し
た
経
験
は
︑﹁
の
め
り
込
む
即
応
︵involved 

coping

︶﹂︑
す
な
わ
ち
現
象
学
的
に
記
述
さ
れ
う
る
熟
練
の
境
地
と

は
矛
盾
す
る14 

︒﹁
故
意
︵deliberate

︶﹂
の
行
為
は
﹁
即
応
︵coping

︶﹂

の
行
為
と
決
定
的
に
異
な
っ
て
お
り
︑
私
が
意
志
す
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
﹁
即
応
﹂
が
阻
害
さ
れ
た
と
き
の
み
で
あ
る15 

︒
こ
う
し

て
︑
行
為
に
つ
い
て
分
析
し
た
り
意
志
を
持
つ
と
い
う
学
習
者
の

経
験
は
︑
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
自
身
の
現
象
学
的
な
考
察
の
範
囲
の
外

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

学
習
の
途
上
に
あ
る
人
の
経
験
を
議
論
の
俎
上
に
載
せ
る
に
は
︑

一
枚
岩
的
な
﹁
反
表
象
主
義
﹂
で
は
不
十
分
で
あ
る
︒
ド
レ
イ
フ

ァ
ス
が
初
心
者
の
ス
キ
ル
獲
得
に
お
い
て
注
目
す
る
の
は
︑
上
で

も
述
べ
た
よ
う
に
︑
指
導
者
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
る
タ
ス
ク
の
﹁
分

解
﹂
で
あ
る
︒
つ
ま
り
習
慣
の
獲
得
と
は
︑
文
脈
か
ら
切
り
離
さ

れ
た
個
別
の
行
為
を
新
た
な
文
脈
に
つ
な
げ
直
す
こ
と
か
ら
始
ま

り
︑
徐
々
に
︑
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
な
か
っ
た
状
況
の
機
微
に
差

異
を
認
め
︑
や
が
て
は
そ
の
識
別
さ
れ
た
状
況
に
応
じ
て
最
適
な

行
為
を
や
り
返
す
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
の
議
論
に
お
い
て
︑﹁
表

象
﹂
の
働
き
を
無
効
に
し
︑﹁
状
況
﹂
に
豊
か
な
意
味
合
い
を
与
え
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た
の
は
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
重
要
な
功
績
で
あ
る
が
︑
他
方
で
︑
い

か
な
る
働
き
か
け
に
よ
っ
て
習
慣
が
獲
得
さ
れ
る
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
十
分
な
回
答
が
得
ら
れ
な
い
︒
と
い
う
の
も
︑
ド
レ
イ

フ
ァ
ス
は
︑
動
作
に
た
だ
没
頭
す
れ
ば
ス
キ
ル
が
身
に
つ
く
と
指

南
す
る
が
︑
実
際
に
そ
れ
ほ
ど
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
は
経
験
的

に
了
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
︒
そ
も
そ
も
︑
ス
キ
ル
を
﹁
分
解
﹂

す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
と
い
う
解
釈
は
︑
動
作
そ
の
も
の
が
比

較
的
易
し
い
ド
ラ
イ
バ
ー
や
チ
ェ
ス
の
例
に
は
妥
当
し
え
て
も
︑
彼

自
身
が
例
示
し
て
い
る
テ
ニ
ス
プ
レ
イ
ヤ
ー
や
︑
以
下
で
取
り
上

げ
る
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
な
ど
の
動
き
に
対
し
て
も
当
て
は
ま
る
の
で

あ
ろ
う
か
︒
複
雑
な
身
体
動
作
を
伴
う
動
き
の
場
合
︑
身
体
動
作

そ
の
も
の
を
対
象
化
し
て
―
表
象
を
用
い
る
こ
と
は
な
い
に
せ

よ
―
省
察
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑
指
導
者
の

指
示
が
﹁
分
解
﹂
に
と
ど
ま
る
と
は
限
ら
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
指

導
者
自
身
が
う
ま
く
﹁
分
解
﹂
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
ド

レ
イ
フ
ァ
ス
自
身
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
熟
練
者
は
自
分
の
身
体
が

ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
か
熟
考
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
︒

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
議
論
は
︑﹁
即
応
﹂
の
境
地
を
強
調
す
る
あ
ま

り
︑
身
体
が
新
た
な
わ
ざ
を
身
に
つ
け
る
際
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ

ス
を
捨
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
学
習
の
説
明
原
理
か
ら
﹁
表
象
﹂

を
排
除
し
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
ス
ム
ー
ズ
な
即
応
だ
け
に
焦
点
を

絞
る
の
は
︑
学
習
者
が
出
会
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
世
界
の
表
情
―

行
き
詰
ま
り
や
ま
ま
な
ら
な
さ
な
ど
―
を
見
逃
す
こ
と
に
な
る
︒

行
き
詰
ま
り
や
ま
ま
な
ら
な
さ
は
︑
身
体
が
世
界
と
意
味
を
取
り

結
ぶ
と
い
う
働
き
の
一
端
で
あ
っ
て
︑
そ
の
働
き
が
あ
れ
ば
こ
そ
︑

状
況
に
対
す
る
即
妙
な
応
答
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒
そ

う
し
た
具
体
的
な
現
象
に
光
を
あ
て
る
た
め
に
は
︑
ス
ム
ー
ズ
な

即
応
だ
け
で
は
な
く
︑
即
応
を
含
め
た
現
象
の
全
体
に
目
を
向
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

こ
う
し
た
関
心
の
も
と
︑
以
下
で
は
サ
ー
カ
ス
学
校
の
授
業
風

景
を
取
り
上
げ
よ
う
︒
彼
ら
の
身
体
的
経
験
の
一
端
に
迫
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
︑
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
や
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
現
象
学
が
注

目
し
な
か
っ
た
身
体
の
働
き
を
探
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

2
わ
ざ
身
振
り
の
諸
相

近
年
︑
フ
ラ
ン
ス
で
は
︑﹁
現
代
サ
ー
カ
ス
﹂
が
芸
術
分
野
に
刺

激
を
与
え
て
い
る
︒
現
代
サ
ー
カ
ス
と
は
︑
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的

な
サ
ー
カ
ス
団
が
相
次
い
で
解
散
し
た
こ
と
に
危
機
を
覚
え
︑
一

九
七
〇
年
代
︑
先
駆
的
な
リ
ー
ダ
ー
た
ち
が
既
存
の
世
襲
制
に
風

穴
を
開
け
︑
す
べ
て
の
人
に
門
戸
を
開
い
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
︒

そ
の
後
︑
演
劇
︑
ダ
ン
ス
︑
音
楽
な
ど
の
諸
分
野
と
交
流
し
つ
つ
︑

宙
を
舞
う
技
︑
空
中
ブ
ラ
ン
コ
や
綱
渡
り
︑
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
︑
ジ

ャ
グ
リ
ン
グ
な
ど
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
要
素
を
引
き
継
ぎ
︑
現
代

芸
術
の
一
分
野
と
し
て
認
め
ら
れ
る
に
至
っ
た
︒

国
立
サ
ー
カ
ス
学
校C

N
A

C

︵C
entre national des arts du cirque

︶

は
︑
現
代
サ
ー
カ
ス
の
普
及
を
加
速
さ
せ
︑
フ
ラ
ン
ス
だ
け
で
な

く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
体
に
そ
の
新
ジ
ャ
ン
ル
を
波
及
さ
せ
た
発
信
拠

点
で
あ
る
︒C

N
A

C

が
設
立
さ
れ
た
の
は
一
九
八
六
年
で
あ
る
︒

シ
ャ
ロ
ン
の
街
︵
現
シ
ャ
ロ
ン
＝
ア
ン
＝
シ
ャ
ン
パ
ー
ニ
ュ
︶
の
一
角

に
︑
一
九
世
紀
か
ら
サ
ー
カ
ス
を
受
け
入
れ
て
い
た
歴
史
的
な
土

地
が
あ
っ
た
た
め
―
そ
こ
は
二
〇
世
紀
に
は
ス
ポ
ー
ツ
施
設
と

し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
―
︑
サ
ー
カ
ス
学
校
の
候

補
地
に
選
ば
れ
た
︒
翌
一
九
八
七
年
︑
第
一
期
生
の
生
徒
を
迎
え

た
︒サ

ー
カ
ス
学
校
に
入
学
を
希
望
す
る
生
徒
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
幼

少
時
か
ら
サ
ー
カ
ス
に
親
し
ん
で
お
り
︑
入
学
コ
ン
ク
ー
ル
の
時

点
で
す
で
に
高
い
技
術
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
専

門
種
目
を
持
っ
て
お
り
︑
空
中
ブ
ラ
ン
コ
︑
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
︑
ジ

ャ
グ
リ
ン
グ
︑
シ
ー
ソ
ー
な
ど
︑
約
十
種
類
が
あ
る
︒
学
校
内
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
多
彩
で
あ
る
︒
毎
日
︑
各
自
の
専
門
種
目
の
徹

底
し
た
練
習
が
あ
る
ほ
か
︑
現
代
サ
ー
カ
ス
の
教
養
種
目
と
で
も

い
え
る
︑
近
接
領
域
の
授
業
︵
ダ
ン
ス
︑
演
劇
︑
音
楽
な
ど
︶
が
あ

り
︑
ま
た
不
定
期
的
に
︑
実
際
の
舞
台
へ
と
武
者
修
行
に
出
て
い

く
こ
と
も
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
サ
ー
カ
ス
学
校
の
日
常
は
︑
個
々
の
専
門
的
な
技

術
を
高
め
る
こ
と
に
費
や
さ
れ
て
い
る
︒
専
門
を
磨
く
と
い
う
の

は
︑
そ
の
分
野
で
難
易
度
の
高
い
わ
ざ
を
習
得
す
る
こ
と
の
み
な

ら
ず
︑
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
と
き
に
は

種
目
そ
れ
自
体
を
新
し
く
生
み
出
す
こ
と
も
含
ま
れ
る
︒
以
下
で

は
︑
そ
の
日
々
の
取
り
組
み
を
︑
主
に
教
師
と
生
徒
と
の
や
り
取

り
に
焦
点
を
絞
っ
て
見
て
い
こ
う
︒

2-

1
　
フィ
ー
ド
バッ
ク
の
転
化

最
初
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑
自
転
車
を
使
っ
た
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト

で
あ
る
︒
生
徒
ア
ニ
ー
は
極
め
て
高
度
な
わ
ざ
を
こ
な
す
こ
と
の

で
き
る
自
転
車
乗
り
で
あ
る
︒
手
放
し
運
転
や
後
ろ
こ
ぎ
は
も
ち

ろ
ん
︑
ハ
ン
ド
ル
に
立
ち
な
が
ら
運
転
を
し
た
り
後
輪
を
浮
か
せ

な
が
ら
く
る
く
る
回
っ
た
り
な
ど
高
度
な
わ
ざ
を
身
に
つ
け
て
お

り
︑
学
校
に
は
飛
び
級
で
進
学
し
て
き
た
︒
そ
の
彼
女
が
挑
戦
し

て
い
る
の
は
︑
サ
ド
ル
上
に
直
立
し
た
状
態
で
︑
ハ
ン
ド
ル
に
飛

び
移
る
と
い
う
わ
ざ
で
あ
る
︵
図
1
︶︒

こ
こ
で
ア
ニ
ー
は
何
度
も
挑
戦
す
る
も
の
の
︑
サ
ド
ル
か
ら
飛

び
移
っ
た
時
点
で
自
転
車
が
倒
れ
て
し
ま
い
︑
な
か
な
か
う
ま
く

ハ
ン
ド
ル
に
着
地
で
き
な
い
︒
教
師
エ
リ
ッ
ク
は
遠
く
か
ら
ア
ニ

ー
の
腰
に
つ
な
が
る
命
綱
を
持
ち
な
が
ら
︑
言
葉
を
投
げ
か
け
て図１　ハンドルに飛び乗るわざ
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い
る
︒
一
切
媚
び
る
こ
と
な
く
サ
バ
サ
バ
と
︑
し
か
し
力
強
く
励

ま
す
口
調
で
あ
る
︒
少
々
失
敗
し
て
も
︑﹁
残
念
！　

も
う
少
し
﹂︑

﹁
い
い
よ
！
﹂
な
ど
と
声
を
か
け
て
い
る
︒

合
計
一
一
回
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
も
︑
ア
ニ
ー
は
な
か
な
か
成
功

し
な
い
︒
そ
こ
で
エ
リ
ッ
ク
は
ア
ニ
ー
に
近
づ
き
︑
自
転
車
の
ハ

ン
ド
ル
を
持
ち
な
が
ら
説
明
を
す
る
︒﹁
自
転
車
は
内
側
に
傾
く
か

ら
︑
な
ん
と
か
し
て
も
っ
と
右
に
︒
す
る
と
ハ
ン
ド
ル
は
こ
こ
に

来
る
︒
ま
ず
は
こ
れ
で
す
﹂︵
図
2
︶︒
こ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け

て
︑
ア
ニ
ー
は
よ
う
や
く
少
し
だ
け
ハ
ン
ド
ル
に
足
を
乗
せ
る
こ

と
が
で
き
始
め
た
︒

こ
れ
は
︑
客
観
的
な
位
置
か
ら
見
る
こ
と
の
で
き
る
教
師
な
ら

で
は
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
︒
サ
ド
ル
か
ら
ハ
ン
ド
ル
に
飛
び
乗

る
動
作
に
お
い
て
︑
自
転
車
の
傾
き
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
か
っ

た
︒
だ
が
傾
く
自
転
車
は
ア
ニ
ー
の
着
地
を
困
難
に
す
る
の
で
あ

る
か
ら
︑
ハ
ン
ド
ル
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
れ
ば
着
地
の
可
能
性

が
上
が
る
︒
こ
こ
で
自
転
車
の
タ
イ
ヤ
の
向
き
や
速
度
︑
あ
る
い

は
自
身
の
姿
勢
に
気
を
取
ら
れ
て
い
た
ア
ニ
ー
の
注
意
が
︑
自
転

車
の
倒
れ
る
向
き
と
い
う
新
し
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
得
る
こ
と

に
な
る
︒

結
局
こ
の
日
は
︑
完
璧
に
飛
び
移
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
は

な
ら
な
か
っ
た
が
︑
自
転
車
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
や
着
地
の
バ
ラ
ン

ス
な
ど
は
ず
い
ぶ
ん
と
安
定
し
て
い
た
︒
こ
れ
が
最
後
と
決
め
た

挑
戦
の
後
︑
エ
リ
ッ
ク
は
再
び
力
強
く
声
を
か
け
る
︒﹁
残
念
︒
で

も
僕
は
満
足
で
す
︒
自
転
車
を
見
て
ご
ら
ん
︒
正
し
い
方
向
に
倒

れ
て
い
る
か
ら
﹂︒

2-

2
　
見
る
こ
と
と
動
か
す
こ
と
の
不
一
致

次
に
︑
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
を
見
て
み
よ
う
︒
こ
こ
で
は
︑
二
人
一

組
で
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
行
う
生
徒
ル
イ
と
ピ
ー
タ
ー
が
︑
ト
ラ

ン
ポ
リ
ン
を
使
っ
た
わ
ざ
を
練
習
し
て
い
る
︒
こ
の
日
い
く
つ
か

の
わ
ざ
を
こ
な
し
て
い
っ
た
二
人
で
あ
る
が
︑
ル
イ
が
﹁
デ
ィ
ア

ミ
ド
フ
﹂
な
る
︑
体
操
の
平
行
棒
に
ち
な
む
わ
ざ
を
や
ろ
う
と
申

し
出
た
︒
空
中
で
ひ
ね
り
を
加
え
な
が
ら
︑
最
後
は
ピ
ー
タ
ー
の

手
の
上
に
倒
立
の
姿
勢
で
着
地
す
る
と
い
う
難
し
い
わ
ざ
で
あ
る

︵
図
3
︶︒
何
度
か
試
み
る
も
︑
な
か
な
か
倒
立
で
の
着
地
ま
で
た

ど
り
着
か
な
い
︒

そ
ば
で
見
て
い
る
教
師
ク
リ
ス
に
よ
れ
ば
︑
問
題
は
ル
イ
の
捻

り
に
あ
る
︒
彼
は
﹁
宙
に
上
が
っ
て
す
ぐ
に
捻
り
始
め
︑
そ
れ
か

ら
倒
立
に
向
か
お
う
と
す
る
﹂
の
で
あ
る
が
︑﹁
そ
れ
は
逆
﹂
で
あ

る
︒
つ
ま
り
︑﹁
ま
ず
下
半
身
を
上
げ
て
し
ま
っ
て
︑
垂
直
に
な
っ

て
か
ら
捻
り
回
転
を
始
め
る
﹂
の
が
手
順
で
あ
る
︒

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
も
︑
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
︒
ジ

ャ
ン
プ
を
し
て
倒
立
の
姿
勢
で
受
け
手
ピ
ー
タ
ー
に
帰
着
す
る
と

い
う
動
作
そ
れ
自
体
は
︑
優
秀
な
飛
び
手
で
あ
る
ル
イ
に
と
っ
て

た
や
す
い
︒
だ
が
︑
背
中
の
向
こ
う
に
い
る
受
け
手
を
目
が
け
て
︑

し
か
も
一
度
捻
り
を
加
え
て
着
地
す
る
と
い
う
課
題
は
︑
ま
っ
た

く
も
っ
て
新
し
い
ま
と
ま
り
を
形
成
す
る
︒
複
数
の
動
作
が
組
み

合
わ
さ
る
こ
と
で
︑
個
別
的
に
は
単
純
だ
っ
た
は
ず
の
動
作
が
で

き
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒

ク
リ
ス
は
︑
ル
イ
を
地
面
に
座
ら
せ
︑
直
接
足
を
摑
ん
で
軌
道

を
教
え
込
も
う
と
す
る
︒
ル
イ
の
足
を
持
ち
上
げ
︑
最
初
は
捻
ら

ず
に
待
つ
こ
と
を
伝
え
る
︒
足
が
あ
る
程
度
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で

捻
り
始
め
︑
そ
の
ま
ま
倒
立
へ
と
入
っ
て
い
く
よ
う
に
︑
と
︒
そ

の
と
き
ク
リ
ス
は
︑
間
違
っ
た
方
向
に
ル
イ
の
足
を
回
転
さ
せ
よ

う
と
し
て
し
ま
う
︒
右
向
き
に
捻
り
な
が
ら
半
回
転
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
こ
ろ
︑
左
側
に
回
転
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
動

き
が
阻
ま
れ
た
ル
イ
は
︑﹁
ブ
ロ
ッ
ク
し
て
る
？
﹂
と
笑
い
な
が
ら

尋
ね
る
︵
図
4
︶︒
ク
リ
ス
は
︑
何
を
勘
違
い
し
て
い
る
の
だ
と
言

わ
ん
ば
か
り
に
い
っ
た
ん
足
を
置
き
︑
し
ば
し
ル
イ
の
目
を
見
て

図３　ディアミドフ

内側に傾くから                                                             

図２　外側からのアドバイス

もっと、右に
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考
え
る
︒
だ
が
︑
混
乱
し
て
い
た
の
は
教
師
ク
リ
ス
の
ほ
う
で
あ

っ
た
︒﹁
そ
う
だ
︑
こ
っ
ち
じ
ゃ
な
い
﹂
と
言
っ
て
笑
い
な
が
ら
︑

ク
リ
ス
は
ル
イ
の
足
を
持
ち
上
げ
︑
正
し
い
軌
道
を
伝
え
る
︒﹁
下

半
身
が
上
が
り
き
る
ま
で
待
つ
﹂
と
い
う
こ
と
を
教
え
込
も
う
と

す
る
の
で
あ
る
︒

こ
の
や
り
取
り
に
よ
っ
て
ル
イ
は
動
き
方
を
少
し
だ
け
理
解
す

る
︒
ル
イ
と
ピ
ー
タ
ー
は
﹁
デ
ィ
ア
ミ
ド
フ
﹂
を
習
得
す
る
ま
で

も
う
少
し
で
あ
る
︒

2-

3
　
動
作
の
客
観
化

次
も
同
じ
く
二
人
一
組
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
で
あ
る
︒
飛
び
手
ビ

ア
ン
カ
が
︑
受
け
手
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
の
手
の
上
で
わ
ざ
を
練
習
し

て
い
る
︒
彼
ら
が
挑
む
の
は
︑
空
中
で
の
前
方
宙
返
り
で
あ
る
︵
図

5
︶︒
ビ
ア
ン
カ
が
倒
立
を
し
な
が
ら
わ
ざ
を
開
始
す
る
が
︑
通
常

の
倒
立
で
は
な
く
︑
腰
を
曲
げ
て
﹁
く
﹂
の
字
の
形
で
バ
ラ
ン
ス

を
取
る
姿
勢
か
ら
始
め
る
︒
真
上
に
飛
び
上
が
り
な
が
ら
前
向
き

に
縦
の
一
回
転
を
し
て
︑
再
び
頭
か
ら
落
下
し
︑
受
け
手
の
セ
バ

ス
チ
ャ
ン
が
ビ
ア
ン
カ
の
上
半
身
を
抱
き
か
か
え
る
よ
う
に
受
け

止
め
る
︑
と
い
う
算
段
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
ビ
ア
ン
カ
は
︑
一

回
転
を
し
て
逆
さ
向
き
に
落
ち
て
く
る
と
い
う
動
作
ま
で
な
か
な

か
辿
り
着
け
な
い
︒
倒
立
の
姿
勢
︑
し
か
も
﹁
く
﹂
の
字
の
姿
勢

か
ら
高
く
跳
ね
上
が
り
︑
身
体
を
起
こ
す
と
こ
ろ
ま
で
は
で
き
る

も
の
の
︑
三
六
〇
度
回
転
を
し
き
る
前
に
落
下
し
て
し
ま
う
︒
教

師
ク
リ
ス
は
足
の
開
き
方
や
上
半
身
の
使
い
方
な
ど
を
説
明
す
る

が
︑
容
易
に
は
習
得
で
き
な
い
︒

五
回
挑
戦
し
︑
ク
リ
ス
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
動

き
が
改
善
さ
れ
た
も
の
の
︑
結
局
わ
ざ
の
成
功
に
は
つ
な
が
ら
な

か
っ
た
︒
最
後
に
ク
リ
ス
は
︑
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
使
っ
て
動
画

を
撮
影
し
︑
外
か
ら
見
た
姿
を
示
し
て
問
題
点
を
共
有
し
よ
う
と

す
る
︵
図
6
︶︒
ビ
デ
オ
を
使
っ
て
ク
リ
ス
は
︑
途
中
ま
で
き
れ
い

に
ビ
ア
ン
カ
の
身
体
が
飛
び
上
が
っ
て
い
る
こ
と
を
褒
め
る
︒
だ

が
問
題
は
そ
の
次
で
あ
る
︒
落
下
が
始
ま
る
と
こ
ろ
で
︑
ビ
ア
ン

カ
の
上
半
身
が
下
を
向
か
ず
に
︑
水
平
方
向
に
止
ま
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
︒﹁
分
か
る
か
？　

背
中
を
曲
げ
て
︑
骨
盤
を
上
に
︒

こ
こ
を
︑
持
ち
上
げ
る
﹂
と
ク
リ
ス
は
言
う
︒
ビ
ア
ン
カ
は
頷
き

な
が
ら
︑
自
分
の
背
中
を
丸
め
る
姿
勢
を
取
る
︒

こ
こ
で
ク
リ
ス
は
︑
落
下
を
始
め
る
前
に
︑
骨
盤
を
持
ち
上
げ

る
よ
う
に
し
て
︑
頭
か
ら
の
落
下
の
姿
勢
に
向
か
う
こ
と
を
要
求

す
る
︒
ビ
ア
ン
カ
も
そ
の
こ
と
は
十
分
に
承
知
し
︑
今
後
の
課
題

と
な
っ
た
︒
も
ち
ろ
ん
︑
外
か
ら
見
た
自
分
の
姿
を
認
知
す
る
こ

と
は
︑
そ
れ
だ
け
で
わ
ざ
の
習
得
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
︒
だ

が
徐
々
に
動
き
が
よ
く
な
っ
て
い
っ
た
前
半
部
分
の
ジ
ャ
ン
プ
を

含
め
︑
現
在
の
課
題
を
視
覚
化
す
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
る
と
教

師
は
考
え
た
︒
教
師
も
生
徒
も
︑
身
体
が
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
る
︒
特
に
今
回
の
場
合
︑﹁
背
中
を
丸
め
て
骨
盤

を
持
ち
上
げ
る
﹂
と
い
う
動
作
が
で
き
な
い
の
は
︑
そ
の
直
前
︑
空

中
で
仰
向
け
に
反
り
返
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
︒
受
け
手
セ
バ
ス

チ
ャ
ン
が
︑
最
初
に
勢
い
よ
く
ジ
ャ
ン
プ
と
回
転
を
手
助
け
し
て

く
れ
る
も
の
の
︑
そ
の
勢
い
は
す
ぐ
身
を
起
こ
す
こ
と
で
使
い
切

っ
て
し
ま
う
︒
身
体
が
起
き
上
が
っ
た
後
は
︑
遠
心
力
に
負
け
ず

に
自
力
で
身
体
を
折
り
曲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
遠
く
な

い
う
ち
に
こ
の
困
難
な
わ
ざ
を
習
得
す
る
た
め
︑
ま
ず
は
わ
ざ
の

完
成
図
だ
け
で
も
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
お
こ
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒

ここを、持ち上げる

図６　動画による説明

図５　二人組のアクロバット

ブロックしてる？

図４　教師の混乱
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2-

4
　
バ
ラ
ン
ス
の
配
分

最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
︑
三
人
一
組
の
ア
ク
ロ
バ
ッ
ト
で
あ

る
︵
図
7
︶︒
こ
の
日
は
ビ
ア
ン
カ
の
調
子
が
悪
い
と
い
う
こ
と
で
︑

即
興
的
に
︑
ル
イ
︑
ピ
ー
タ
ー
︑
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
が
組
ん
で
い
る
︒

彼
ら
が
試
み
る
の
は
︑
三
人
が
一
列
に
立
ち
上
が
る
わ
ざ
で
あ
る
︒

土
台
に
立
つ
の
が
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
︑
そ
の
肩
の
上
に
ピ
ー
タ
ー
が

立
ち
︑
一
番
上
に
ル
イ
が
立
つ
︒
目
標
は
︑
ル
イ
が
ピ
ー
タ
ー
の

手
の
上
で
倒
立
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
三
人
が
直
立
の
姿
勢
を
維

持
す
る
こ
と
に
も
し
ば
し
ば
失
敗
す
る
ほ
ど
の
難
し
い
わ
ざ
で
あ

る
︒
最
初
の
う
ち
は
︑
ル
イ
が
倒
立
の
姿
勢
を
取
る
だ
け
で
崩
れ

て
し
ま
っ
た
︒
な
お
ル
イ
の
腰
に
は
命
綱
が
結
ん
で
あ
り
︑
三
人

が
崩
れ
る
の
を
見
計
ら
っ
て
教
師
ク
リ
ス
が
綱
を
引
く
︒
す
る
と

ル
イ
だ
け
が
下
の
二
人
か
ら
切
り
離
さ
れ
︑
空
中
に
留
ま
り
︑
折

り
重
な
っ
て
事
故
に
な
る
事
態
を
免
れ
る
︒

ル
イ
の
倒
立
が
長
く
続
か
な
い
の
は
︑
教
師
ク
リ
ス
に
よ
れ
ば
︑

真
ん
中
に
立
つ
ピ
ー
タ
ー
の
姿
勢
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ピ
ー
タ
ー

が
腕
を
や
や
前
に
傾
け
な
が
ら
伸
ば
し
て
い
る
た
め
に
︑
本
来
固

定
す
る
べ
き
位
置
―
根
元
か
ら
耳
の
横
を
通
っ
て
ま
っ
す
ぐ
伸

ば
す
こ
と
―
か
ら
ズ
レ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か

し
ピ
ー
タ
ー
は
︑
自
分
の
腕
が
ま
っ
す
ぐ
伸
び
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
に
気
が
つ
か
ず
︑
最
初
は
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か

っ
た
︵
図
8
︶︒
そ
こ
で
ク
リ
ス
は
︑
ピ
ー
タ
ー
を
セ
バ
ス
チ
ャ
ン

の
肩
の
上
で
は
な
く
床
の
上
に
立
た
せ
て
︑
ル
イ
に
倒
立
を
さ
せ

る
︒
床
の
上
で
は
難
な
く
倒
立
を
支
え
ら
れ
る
と
再
確
認
し
た
ピ

ー
タ
ー
は
︑
先
ほ
ど
と
は
腕
の
伸
ば
し
方
が
違
う
こ
と
を
認
め
る
︒

そ
こ
で
再
び
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
の
肩
に
乗
り
︑
そ
こ
で
ル
イ
の
倒

立
を
支
え
る
こ
と
を
や
っ
て
み
る
︒
し
か
し
今
度
は
︑
腕
を
ま
っ

す
ぐ
固
定
さ
せ
る
こ
と
で
バ
ラ
ン
ス
を
調
整
す
る
自
由
が
利
か
な

く
な
り
︑
下
半
身
の
負
担
が
大
き
く
な
っ
た
︒
そ
の
結
果
︑
土
台

で
あ
る
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
に
負
荷
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
と
い

う
わ
け
で
︑
ル
イ
が
倒
立
を
し
始
め
た
と
こ
ろ
で
セ
バ
ス
チ
ャ
ン

が
大
き
く
動
い
て
し
ま
い
︑
三
人
は
ま
た
も
や
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
し
ま
う
︒
さ
ら
に
改
め
て
挑
戦
し
た
と
き
は
︑
セ
バ
ス
チ
ャ
ン

が
二
人
を
肩
に
乗
せ
な
が
ら
︑
な
ん
と
か
踏
ん
張
っ
て
足
の
位
置

を
調
整
し
て
い
る
︒
よ
た
よ
た
と
足
を
動
か
し
︑
大
変
な
重
さ
に

耐
え
た
お
か
げ
で
︑
長
く
は
続
か
な
い
な
が
ら
も
倒
立
を
成
功
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
︒

3
「
生
き
ら
れ
た
変
容
」の
記
述
に
向
け
て

以
上
の
記
述
を
受
け
て
︑
改
め
て
彼
ら
の
経
験
に
つ
い
て
考
察

し
よ
う
︒

ド
レ
イ
フ
ァ
ス
は
︑
学
習
者
の
身
体
的
経
験
を
現
象
学
的
に
記

述
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
る
︒
現
象
学
的
記
述
が
有
効
な

の
は
︑
熟
練
の
身
体
が
表
象
を
介
さ
ず
に
世
界
の
事
物
と
交
流
し

て
い
る
状
態
に
お
い
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
上

記
の
記
述
を
踏
ま
え
る
限
り
︑
学
習
者
が
わ
ざ
を
身
に
つ
け
る
途

上
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
も
の
は
︑
現
象
学
的
な
素
材
に
な
り

う
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
焦
点
は
︑
学
習
者
と
熟
練
者
と
が
生
き
る

世
界
の
差
異
の
可
能
性
で
あ
る
︒
つ
ま
り
学
習
者
の
身
体
に
お
い

て
現
れ
て
い
る
事
物
や
状
況
が
︑
熟
練
者
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

現
れ
る
こ
と
を
記
述
で
き
る
か
ど
う
か
が
要
点
に
な
る
︒
そ
の
差

異
を
捨
象
せ
ず
︑
学
習
者
に
お
け
る
現
象
野
―
必
ず
し
も
﹁
即

応
﹂
と
し
て
経
験
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
―
そ
の
も
の
に
目
を

向
け
る
限
り
︑
そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

試
論
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
一
つ
は
︑
動
き
の
分
解
不

可
能
さ
と
し
て
現
れ
る
︒
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
︑
私
た

ち
の
行
為
は
︑
個
々
の
動
作
の
単
位
の
結
合
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ

る
の
で
は
な
く
︑
ひ
と
つ
の
包
括
的
な
﹁
図
式
﹂
に
よ
っ
て
把
握

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
図
式
に
よ
る
ま
と
ま
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
一

つ
の
行
為
を
異
な
る
場
面
に
お
い
て
も
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
︑
例

え
ば
同
じ
筆
跡
で
も
っ
て
紙
に
で
も
黒
板
に
で
も
字
を
書
く
こ
と

が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
ま
と
ま
り
は
︑﹁
運
動
的
な
意
味
の
運
動
的

な
把
握16

﹂
で
あ
る 

︒
つ
ま
り
そ
れ
は
分
解
や
分
析
に
よ
ら
な
い
︑

﹁
私
の
手
﹂
独
自
の
把
握
力
と
し
て
立
ち
現
れ
る
︒
ス
キ
ル
に
長
け

た
熟
練
は
︑
身
に
つ
け
た
わ
ざ
に
よ
っ
て
複
雑
な
タ
ス
ク
を
遂
行

図８　腕の位置についてのアドバイス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前に出ているよ
　　　まさか！

図７　３人でのアクロバット
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す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ
う
し
た
動
き
の
ま
と
ま
り
は
同
時
に
︑
未

熟
な
学
習
者
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕
方
で
経
験
さ
れ
て

お
り
︑
そ
れ
ま
で
の
ス
キ
ル
が
通
用
し
な
い
学
習
と
い
う
場
に
お

い
て
︑
ま
さ
に
剝
き
出
し
の
ま
ま
で
現
れ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
つ
ま
り
学
習
は
白
紙
の
状
態
か
ら
始
ま
る

の
で
は
な
く
︑
す
で
に
当
人
の
身
に
染
み
つ
い
て
い
る
世
界
と
の

関
わ
り
方
の
中
か
ら
出
発
し
︑
そ
の
関
わ
り
方
が
更
新
し
始
め
る

と
き
が
︑
学
び
の
瞬
間
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
点
に

つ
い
て
︑
以
上
で
取
り
上
げ
た
事
例
を
検
討
し
て
み
よ
う
︒

一
つ
目
の
事
例
の
場
合
︑
ア
ニ
ー
の
身
体
と
自
転
車
と
の
間
に
︑

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
関
係
が
見
て
取
れ
た
︒
教
師
の
ア
ド
バ
イ
ス

以
前
の
ア
ニ
ー
は
︑
自
身
の
姿
勢
や
自
転
車
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に

没
頭
し
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
ハ
ン
ド
ル
に
飛
び
移
ろ
う
と
す
る

彼
女
に
と
っ
て
︑
自
転
車
の
動
き
―
方
向
を
曲
げ
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
前
輪
︑
ジ
ャ
ン
プ
を
支
え
て
く
れ
る
サ
ド
ル
︑
徐
々

に
速
度
を
緩
め
る
自
転
車
本
体
―
は
︑
す
で
に
彼
女
の
身
体
と

一
緒
に
な
っ
て
い
て
︑
飛
び
移
ろ
う
と
す
る
彼
女
の
動
き
を
支
え

て
い
た
︒
だ
が
教
師
エ
リ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
に
︑
飛
び
移
る
動
作

の
結
果
︑
自
転
車
が
左
側
に
倒
れ
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
彼
女

の
ジ
ャ
ン
プ
は
左
に
重
心
が
偏
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
︒
自
転
車
の
倒
れ
る
方
向
と
い
う
目
印
を
手
に
入
れ
る
こ
と

で
︑
ア
ニ
ー
は
︑
バ
ラ
ン
ス
感
覚
や
前
輪
の
方
向
な
ど
と
は
異
な

る
新
し
い
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
︒
そ
の
こ
と

は
︑
そ
れ
ま
で
彼
女
が
身
を
置
い
て
い
た
︑
彼
女
と
自
転
車
と
の

密
接
な
結
び
つ
き
を
修
正
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
︒

二
つ
目
の
事
例
で
は
︑
教
師
自
身
の
説
明
の
難
し
さ
が
明
ら
か

に
な
る
︒
そ
れ
ま
で
距
離
を
と
っ
て
生
徒
を
眺
め
て
い
た
教
師
が
︑

改
め
て
生
徒
の
足
を
手
に
と
っ
て
説
明
し
よ
う
と
い
う
と
き
︑
視

覚
的
に
捉
え
て
い
た
の
と
は
異
な
る
身
体
に
出
会
う
︒
視
覚
的
に

回
転
を
認
識
す
る
こ
と
と
︑
実
際
に
手
を
使
っ
て
回
転
を
や
っ
て

み
せ
る
こ
と
は
異
な
る
行
為
で
あ
る
︒

三
つ
目
の
事
例
で
は
︑
重
力
に
逆
ら
っ
て
動
き
を
実
現
さ
せ
る

た
め
に
︑
そ
の
第
一
歩
と
し
て
視
覚
の
イ
メ
ー
ジ
が
用
い
ら
れ
た
︒

柔
軟
な
身
体
を
持
つ
ビ
ア
ン
カ
を
も
っ
て
し
て
も
︑
空
中
に
投
げ

出
さ
れ
た
状
態
に
お
い
て
背
中
を
丸
め
る
動
作
は
容
易
で
は
な
い
︒

も
が
く
姿
を
把
握
し
︑
来
る
べ
き
成
功
に
備
え
て
完
成
図
を
知
る

た
め
に
︑
ま
ず
は
視
覚
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
︒

最
後
の
事
例
で
は
︑
自
分
の
直
感
的
把
握
に
逆
ら
っ
て
動
く
身

体
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ピ
ー
タ
ー
は
︑
ル
イ
を
ま
っ
す
ぐ
伸
ば

し
た
腕
の
上
で
支
え
て
い
た
と
認
識
し
て
い
た
が
︑
実
は
彼
の
腕

は
や
や
前
に
突
き
出
て
い
た
︒
熟
練
者
で
あ
れ
ば
姿
勢
が
未
熟
で

あ
っ
た
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
が
︑
ピ
ー
タ
ー
の
腕
は
︑
セ
バ
ス

チ
ャ
ン
の
肩
に
立
つ
と
い
う
タ
ス
ク
を
こ
な
し
な
が
ら
ル
イ
を
支

え
る
た
め
の
︑
最
適
な
位
置
を
―
ル
イ
を
持
ち
上
げ
る
と
い
う

課
題
だ
け
に
取
り
組
む
な
ら
ば
―
見
つ
け
出
し
て
い
た
と
考
え

た
ほ
う
が
妥
当
で
あ
る
︒
彼
が
肩
を
真
上
に
固
定
さ
せ
て
し
ま
え

ば
︑
腕
を
前
後
に
動
か
し
て
ル
イ
を
支
え
る
と
い
う
バ
ラ
ン
ス
調

整
が
で
き
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
︒
腕
を
ま
っ
す
ぐ
固
定
す
る
こ

と
は
︑
同
時
に
︑
肩
の
自
由
を
奪
い
︑
彼
の
下
半
身
の
安
定
を
奪

う
こ
と
を
意
味
す
る
︒
地
上
で
ル
イ
を
持
ち
上
げ
た
と
き
に
は
腕

が
ま
っ
す
ぐ
持
ち
上
が
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
︑
ル
イ
の

倒
立
を
支
え
る
の
に
最
も
適
し
た
姿
勢
で
あ
る
こ
と
は
ピ
ー
タ
ー

自
身
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
︒
ピ
ー
タ
ー
は
ク
リ
ス
の
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
入
れ
︑
肩
を
ま
っ
す
ぐ
伸
ば
す
こ
と
に
成
功
す
る
が
︑
同

時
に
体
重
の
移
動
を
全
身
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
︑
今

度
は
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
の
負
担
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
彼

ら
の
学
習
は
︑
ル
イ
の
倒
立
や
自
分
た
ち
自
身
の
体
重
が
も
た
ら

す
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
負
担
を
ど
う
に
か
こ
う
に
か
分
け
合
う
経
験

と
し
て
進
ん
で
い
く
︒

こ
れ
ら
学
習
者
―
二
つ
目
の
事
例
に
お
い
て
は
教
師
自
身
も

―
に
お
け
る
身
体
の
動
き
は
︑
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
が
い
う
﹁
即
応
﹂

ほ
ど
ス
マ
ー
ト
な
現
象
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
学
習
と
い
う
文
脈
に

お
い
て
は
未
熟
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
事
象
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な

が
ら
学
習
者
は
︑
そ
れ
ま
で
に
獲
得
し
た
世
界
の
中
で
︑
常
に
最

適
な
動
き
を
見
つ
け
な
が
ら
生
き
て
い
る
︒
学
習
者
に
と
っ
て
新

し
い
わ
ざ
と
は
︑
新
し
い
世
界
へ
飛
躍
す
る
た
め
の
跳
躍
台
で
も

あ
れ
ば
︑
そ
れ
ま
で
に
構
築
し
た
世
界
と
の
関
わ
り
を
破
壊
す
る

脅
威
で
も
あ
る
︒
わ
ざ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
跳
躍
に
挑
む

ス
リ
リ
ン
グ
な
経
験
で
あ
る
︒
こ
の
葛
藤
の
諸
相
こ
そ
︑
変
容
し

つ
つ
あ
る
身
体
の
生
き
た
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
現
象
学
的
な
考
察
へ
の
序
論
と
し
て
︑
サ
ー
カ
ス
学
校

の
教
師
と
生
徒
の
経
験
を
素
描
す
る
こ
と
を
試
み
た
︒
こ
う
し
た

記
述
は
︑
現
象
学
的
な
記
述
の
い
わ
ば
真
骨
頂
で
あ
る
﹁
即
応
﹂

の
経
験
だ
け
で
は
な
く
︑﹁
即
応
﹂
の
手
前
で
︑
奮
闘
し
な
が
ら
動

き
を
更
新
し
つ
つ
あ
る
学
習
者
の
経
験
の
解
明
を
垣
間
見
せ
て
く

れ
る
︒
こ
の
試
み
は
︑
身
体
に
対
し
て
管
理
を
強
い
て
く
る
今
日

的
状
態
―
身
体
に
対
す
る
直
接
的
な
暴
力
は
も
ち
ろ
ん
︑
身
体

を
﹁
教
育
﹂
の
た
め
の
道
具
と
す
る
こ
と
︑
決
め
ら
れ
た
枠
を
設

け
て
﹁
身
体
能
力
﹂
を
評
価
す
る
こ
と
な
ど
―
に
対
し
て
風
穴

を
開
け
︑
動
作
が
変
容
す
る
と
い
う
生
き
生
き
し
た
経
験
に
光
を

当
て
︑
再
び
賦
活
す
る
試
み
で
も
あ
る
︒

サ
ー
カ
ス
学
校
の
授
業
の
時
間
は
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
と
最
初

に
述
べ
た
︒
も
ち
ろ
ん
習
得
過
程
の
彼
ら
は
真
剣
で
︑
な
か
な
か

う
ま
く
い
か
な
い
自
分
自
身
に
苛
立
っ
た
り
︑
対
人
関
係
に
緊
張

が
走
る
場
面
も
散
見
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
早
く
習
得
し
よ
う
と
か
無

茶
を
し
て
わ
ざ
を
完
成
さ
せ
た
い
と
い
っ
た
切
迫
感
は
な
い
︒
そ

の
こ
と
は
︑
現
代
サ
ー
カ
ス
な
ら
で
は
の
特
徴
で
あ
る
と
も
い
え

る
︒
サ
ー
カ
ス
は
ス
ポ
ー
ツ
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
規
定
の
ル
ー
ル

に
従
っ
て
正
確
さ
や
得
点
を
狙
っ
た
り
す
る
競
技
で
は
な
く
︑
そ

の
規
定
の
ル
ー
ル
そ
の
も
の
を
更
新
し
て
い
く
よ
う
な
工
夫
を
も

狙
っ
て
い
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
授
業
で
目
指
し
て
い
る
の
は
︑
あ

ら
か
じ
め
決
め
ら
れ
た
わ
ざ
の
習
得
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
︒﹁
美

し
い
﹂
と
さ
れ
る
動
き
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
サ
ー
カ
ス
に
お
け

る
美
し
さ
は
絶
対
で
は
な
い
︒
ク
ラ
シ
ッ
ク
バ
レ
エ
の
よ
う
に
軽

や
か
に
伸
び
ゆ
く
指
先
は
極
め
て
美
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
サ

ー
カ
ス
の
舞
台
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
異
な
る
指
先
が
美
し
い
と

い
え
る
場
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
を
新
し
く
定
義
し
な

お
す
の
も
彼
ら
の
仕
事
で
あ
る
と
︑
あ
る
教
師
は
語
る17 

︒

こ
う
し
た
定
義
の
し
な
お
し
は
︑
彼
ら
の
稽
古
に
通
底
す
る
雰

囲
気
に
関
わ
っ
て
い
る
︒
上
記
の
考
察
で
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た

が
︑
三
つ
目
の
事
例
で
︑
セ
バ
ス
チ
ャ
ン
が
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の

画
面
を
覗
き
な
が
ら
︑
落
下
し
た
ビ
ア
ン
カ
の
姿
勢
を
見
て
︑
笑

い
な
が
ら
﹁C

ool!

﹂
と
口
走
る
瞬
間
が
あ
っ
た
︒
画
面
の
中
に
は
︑
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逆
さ
向
き
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
手
足
を
投
げ
出
し
空
中
で
命
綱
に

ぶ
ら
下
が
る
ビ
ア
ン
カ
が
い
る
︒
未
熟
な
姿
に
は
違
い
な
い
が
︑
手

も
足
も
無
造
作
に
投
げ
出
さ
れ
た
姿
が
妙
に
均
衡
を
保
っ
て
い
て
︑

言
わ
れ
て
み
れ
ば
美
し
く
面
白
い
︒
ま
た
︑
二
つ
目
の
ル
イ
と
ピ

ー
タ
ー
の
事
例
に
お
い
て
は
︑
説
明
の
た
め
に
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
の

上
に
乗
っ
て
き
た
教
師
を
巻
き
込
ん
で
︑
し
ば
し
ば
一
緒
に
な
っ

て
ジ
ャ
ン
プ
を
楽
し
む
と
い
う
場
面
が
あ
っ
た
︒
身
体
を
動
か
す

た
び
に
上
下
す
る
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
の
マ
ッ
ト
︑
そ
の
上
に
乗
っ
て

い
る
教
師
の
身
体
が
︑
生
徒
に
対
し
て
働
き
か
け
︑
一
緒
に
ジ
ャ

ン
プ
を
す
る
と
い
う
行
為
に
誘
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
れ
ら
は
︑
彼
ら
が
狙
い
を
定
め
る
わ
ざ
の
習
得
に
限
ら
ず
︑
い

つ
で
も
新
し
く
面
白
い
も
の
を
見
つ
け
て
や
ろ
う
と
い
う
探
求
の

姿
勢
の
現
れ
で
あ
る
︒
彼
ら
の
稽
古
は
︑
至
る
と
こ
ろ
で
こ
う
し

た
探
求
色
に
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒
練
習
の
時
間
に
ど
こ
と
な

く
余
裕
が
あ
る
の
も
︑
新
し
い
も
の
が
生
ま
れ
る
可
能
性
へ
の
期

待
に
︑
彼
ら
の
時
間
が
開
か
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
︒
状
況
の
中
の
差
異
を
見
抜
く
こ
と
が
エ
キ
ス
パ
ー
ト
の
要
件

だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
日
々
の
取
り
組
み
の
中
で
面
白
い
動
き
に
抜

け
目
な
く
視
線
を
光
ら
せ
る
彼
ら
は
︑
サ
ー
カ
ス
の
作
り
手
と
し

て
エ
キ
ス
パ
ー
ト
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒
そ
う
し
た
眼
差
し
も
ま

た
︑
彼
ら
の
学
び
の
生
き
ら
れ
た
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒

注1　
﹁
光
の
中
に
出
て
い
く
に
は
︑
長
い
長
い
時
間
︑
影
の
中
で
過
ご
さ
な

け
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ば
な
ら
な
い
︒﹂Thom

as, A
rnaud.“ Face-à-face pédagogique.”  

C
entre national des arts du cirque (ed.) C

irque à l'oeuvre, p. 26. 

2　

現
象
学
は
︑﹁
世
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反
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︙
︙
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︿
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で
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に
﹀

在
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す
る
哲
学
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︒
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ま
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︑
身
体
と
世
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﹁
す
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﹂
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つ
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有
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な
連
関
に
つ
い
て
細
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記
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す
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目
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い
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︒
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検
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︑
現

象
学
は
︑
す
で
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度
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エ
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パ
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験
︑
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エ
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パ
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こ
と
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︑
研
究
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︑

い
ま
だ
学
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. 

M
ind over M

achine: the Power of H
um

an Intuition and Expertise in 
the Era of the C

om
puter, O

xford, U
K

: B. Blackwell, 1986.︵
ド
レ
イ
フ

ァ
ス
︑
椋
田
直
子
訳
﹃
純
粋
人
工
知
能
批
判

―
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
は

思
考
を
獲
得
で
き
る
か
﹄︑
ア
ス
キ
ー
︑
一
九
八
七
年
︶

10　

D
reyfus, H

ubert L. (2002). Intelligence w
ithout representation—

M
erleau-Ponty’ s critique of m

ental representation: The relevance of 
phenom

enology to scientific explanation. Phenom
enology and the 

C
ognitive Sciences, 1, p. 372.

11　

Ibid., p. 378.

12　
Ibid., p. 373.

13　
Ibid., p. 381.

14　

Ibid.

15　

Ibid.

16　

M
erleau-Ponty, op. cit., p. 167.

︵
メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
︑
前
掲
書
︑
二
四

〇
頁
︶

17　
﹁
美
し
さ
の
定
義
を
し
直
す
﹂
と
い
う
の
は
︑
筆
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

中
に
︑
一
人
の
教
師
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
︒
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1
は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
︑
私
が
現
在
遂
行
し
て
い
る
研
究
の
主
題
︑
目

的
︑
背
景
︑
そ
し
て
内
容
を
短
く
紹
介
す
る
こ
と
で
あ
る
︒

2
研
究
目
的

本
研
究
の
目
的
は
︑C

ontem
plation

︵
観
想
︶
を
︑
個
々
の
哲

学
的
な
深
い
洞
察
が
得
ら
れ
るconduit

と
捉
え
︑
二
項
対
立
す
る

主
観
／
客
観
の
認
識
関
係
か
ら
超
越
し
た
情
動
的
知
覚
︵Jam

eson 

: 2015, M
assum

i: 1995, Tom
pkins: 2008

︶
と
し
て
の
﹁
共
鳴
﹂
に
着

目
し
︑
そ
の
表
象
を
観
想
的
体
験
と
チ
ャ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
や

そ
の
構
造
な
ど
と
の
関
係
性
か
ら
﹁
共
鳴
﹂
を
解
明
す
る
こ
と
に

あ
る
︒
文
学
︑
音
楽
学
︑
民
族
音
楽
学
︑
サ
ウ
ン
ド
ス
タ
デ
ィ
ー

ズ
︑
ヴ
ォ
イ
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︑
宗
教
学
な
ど
︑
学
際
的
な
分
野

か
ら
の
見
解
を
交
え
な
が
ら
︑C

ontem
plation

︵
観
想
︶
に
対
す

る
新
し
い
見
解
を
︑
芸
術
・
人
文
学
的
に
解
い
て
い
く
も
の
で
あ

る
︒

3
研
究
の
背
景・内
容

本
研
究
が
寄
与
す
る
学
術
領
域
は
︑
比
較
的
新
し
く
︑
と
く
に

欧
米
で
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
たC

ontem
plative Studies

︵
コ

ン
テ
ン
プ
ラ
テ
ィ
ブ
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
︶
で
あ
る
︒
こ
こ
ろ
を
育
む

観
想
的
手
法
︵
瞑
想
な
ど
︶
の
技
術
的
効
果
性
︑
ま
た
は
そ
の
こ
こ

ろ
自
体
を
研
究
し
︑
近
代
社
会
︑
そ
し
て
個
々
の
実
生
活
に
応
用

し
よ
う
と
生
ま
れ
た
学
術
領
域
で
あ
る
︒
現
在
のC

ontem
plative 

Studies

は
︑
脳
科
学
を
中
心
と
し
た
科
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
主
流

で
あ
る
︒
瞑
想
法
のInstrum

ental efficacy

：
技
術
的
有
効
性

︵A
ndresen, 2000

︶
を
科
学
的
︑
医
学
的
に
実
証
す
る
研
究
が
進
め

ら
れ
て
い
る︵D

avidson &
 K

abat-zinn et al.: 2003, Z
eidan &

 M
artucci 

et al.: 2011, Freidrickson &
 C

ohn et al.: 2008, Z
eidan &

 Johnson et al.: 

2010

な
ど
︶︒
そ
の
科
学
的
研
究
の
発
展
は
︑
実
証
に
用
い
ら
れ
る

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
に
も
比
例
し
て
お
り
︑﹁
機
能
的
磁
気
共
鳴

画
像
法 Functional m

agnetic resonance im
aging (fM

R
I)

﹂
な
ど
︑

最
新
の
脳
機
能
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
技
術
を
使
用
し
て
実
証
さ
れ
て
い

る
︒
そ
こ
で
集
ま
っ
た
デ
ー
タ
を
も
と
に
科
学
的
根
拠
が
作
ら
れ
︑

瞑
想
法
が
公
的
な
場
で
使
用
さ
れ
る
際
の
理
論
的
基
盤
を
構
成
し

て
い
る
︒

本
研
究
は
︑C

ontem
plative Studies

に
内
在
す
るInstrum

ental 

Realism

︵
道
具
的
現
代
主
義
︑Ihde, 1991

︶
の
批
判
か
ら
始
ま
る
︒

問
題
解
決
の
た
め
に
作
ら
れ
た
技
術
や
手
法
が
︑
事
実
を
映
し
出

す
た
め
の
鏡
で
は
な
く
︑
問
題
を
生
み
出
し
た
現
実
を
媒
介
し
︑
問

題
を
反
復
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
見
解
で
あ
る
︒
昨
今
で

は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
瞑
想
法
が
教
育
現
場
︑
ビ
ジ
ネ
ス
︑
ま
た

英
国
国
会
な
ど
で
実
践
さ
れ
︑
そ
の
技
術
的
有
効
性
に
注
目
が
集

ま
っ
て
き
て
い
る
︒
し
か
し
︑
脱
宗
教
化
や
︑
技
術
的
側
面
だ
け

を
強
調
す
る
姿
勢
な
ど
︑
観
想
的
手
法
が
含
む
世
界
観
や
価
値
観

が
無
視
さ
れ
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
へ
の
懸
念
が
出
始
め
て
い
る
︒

そ
の
例
と
し
て
︑
曹
洞
宗
の
只し

管か
ん

打た

坐ざ

と
い
う
座
禅
法
が
︑
開
祖

で
あ
る
道
元
が
患
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
鬱
病
へ
の
対
処
メ
カ
ニ

ズ
ム
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
指
摘
︵Kom

jathy, 2015

︶
や
︑
瞑
想

法
の
軍
事
的
応
用
に
対
す
る
道
徳
・
政
治
的
問
題
︵Kom

jathy, 

2015

︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
ま
た
他
に
も
︑fM

R
I

の
脳
機
能
イ

メ
ー
ジ
ン
グ
が
必
ず
し
も
︑
あ
り
の
ま
ま
の
脳
の
状
態
を
映
し
出

し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
示
唆
︵Joyce, 2008

︶
な
ど
︑
こ
こ

ろ
を
取
り
囲
む
姿
勢
が
︑
こ
こ
ろ
そ
の
も
の
を
見
え
な
く
す
る
と

い
う
問
題
が
生
じ
て
い
る
︒
こ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑
こ
こ

ろ
と
い
う
決
し
て
同
じ
で
は
な
い
個
々
の
も
つ
心
的
経
験
の
特
質
︑

そ
し
て
そ
の
背
後
に
あ
る
多
様
な
創
造
的
働
き
を
尊
重
し
︑
個
々

の
感
性
を
統
一
化
し
な
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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共
鳴
〜
隻
手
の
声

―
認
識
に
お
け
る
共
鳴
の
役
割
、観
想
的
経
験
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

忠
岡
経
子

立
命
館
大
学
大
学
院
先
端
総
合
学
術
研
究
科
表
象
領
域
３
回
生

第
二
部
❖
身
心
変
容
と
芸
術
・
芸
能



本
研
究
で
は
︑
哲
学
的
介
入
と
し
て
︑
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
﹁duration

持
続
﹂
と
い
う
概
念
を
用
い
る
︒C

ontem
plation

が
︑
単
な
る
﹁
意
識
の
状
態
﹂
で
は
な
く
︑
多
種
多
様
で
豊
か
な

意
識
の
質
が
融
和
さ
れ
た
﹁
持
続
﹂
の
中
に
あ
る
と
位
置
付
け
る
︒

そ
し
て
︑
観
想
的
手
法
を
︑
主
観
／
客
観
が
交
差
し
振
動
す
る
﹁
振

動
的
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
﹂
と
し
て
捉
え
直
し
︑
そ
の
背
後
に
潜
む
創

造
的
働
き
の
情
動
的
知
覚
﹁
隻
手
の
声
﹂
の
一
つ
と
し
て
﹁
共
鳴
﹂

の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
︒
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第
一
部

講
演
１

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
演
劇
法
と
身

心
変
容
技
法
に
つ
い
て

�

レ
オ
ニ
ー
ド・ア
ニ
シ
モ
フ

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー・シ
ス
テ
ム

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
を
︑
私
は
と
て
も
気
に
入
っ

て
い
ま
す
︒
私
の
話
は
主
と
し
て
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い

て
で
す
が
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
話
を
す
る
と
き
︑
世
阿
弥

抜
き
に
は
話
せ
ま
せ
ん
︒
こ
の
二
人
は
非
常
に
偉
大
な
人
た
ち
で
︑

本
当
に
一
つ
の
も
の
︑
そ
し
て
一
つ
の
方
向
を
目
指
し
て
い
る
と

言
え
ま
す
︒
違
う
時
代
に
生
き
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
ス
タ
ニ

ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
非
常
に
日
本
に
興
味
を
持
っ
て
勉
強
し
て
い
ま

し
た
の
で
︑
当
然
︑
世
阿
弥
を
知
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
い
ろ
い
ろ
な
教
え
を
学
び
ま
し
た
︒

そ
の
中
に
は
ヨ
ー
ガ
の
教
え
も
あ
り
ま
す
︒
今
回
出
版
さ
れ
た
本

の
タ
イ
ト
ル
は
﹃
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
ヨ
ー
ガ
﹄
で
す
︒
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
︑
そ
し
て
世
阿
弥
の
教
え
の
中

に
あ
る
中
身
を
皆
さ
ん
に
︑
こ
こ
で
開
い
て
見
せ
る
の
は
非
常
に

複
雑
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
か
ら
試
み
て
み
よ
う
と
思
い

ま
す
︒

こ
れ
は
︑
人
の
心
の
生
活
の
秘
密
が
︑
そ
こ
に
隠
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
︒
四
〇
年
間
︑
私
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・

シ
ス
テ
ム
を
研
究
し
て
き
て
︑
い
ろ
い
ろ
な
国
の
俳
優
た
ち
と
四

〇
年
間
に
わ
た
っ
て
︑
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
実
践
し
て
き
ま
し
た
︒
私

は
こ
こ
に
︑
ま
さ
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
︑
そ
し
て
︑
そ
の
意
識
の

中
に
入
り
込
め
た
と
感
じ
て
い
ま
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
︑
よ
く
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑
シ

ス
テ
ム
を
全
部
研
究
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
︑
自
分
自
身
が

シ
ス
テ
ム
に
な
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ

は
世
阿
弥
の
言
っ
て
い
た
こ
と
と
非
常
に
よ
く
合
っ
て
い
ま
す
︒

二
人
は
非
常
に
実
践
的
な
人
た
ち
で
し
た
︒
世
阿
弥
も
ス
タ
ニ

ス
ラ
フ
ス
キ
ー
も
子
ど
も
の
と
き
か
ら
創
造
的
な
仕
事
を
し
て
い

た
の
で
す
︒
芸
術
の
分
野
で
表
現
で
き
る
こ
と
︑
そ
れ
は
自
分
自

身
を
表
現
す
る
こ
と
で
す
か
ら
︑
あ
な
た
が
で
き
る
こ
と
︑
そ
れ

の
み
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
ほ
か
の
道
は
な
い
の
で
す
︒
で

す
か
ら
︑
芸
術
家
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
は
自
分
た
ち
の
内
部
の
創

造
を
発
展
さ
せ
て
い
く
︑
育
て
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
主
要
な
二
つ
の
原
則
を
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言
い
ま
す
︒
第
一
は
︑
人
間
自
身
は
創
造
す
る
能
力
を
持
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
創
造
で
き
な
い
の
で
す
︒
唯
一
の
天
才

的
な
芸
術
家
︑
そ
れ
は
自
然
で
あ
り
宇
宙
で
あ
る
と
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
は
言
っ
て
い
ま
す
︒

で
す
か
ら
︑
創
造
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
の
は
人
間
と
自
然
を
結

び
付
け
る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
原
則

で
す
︒
と
い
う
の
は
︑
一
人
一
人
の
人
間
︑
一
人
一
人
の
芸
術
家

の
発
展
の
方
向
を
示
し
て
く
れ
る
か
ら
で
す
︒

こ
の
原
則
は
人
間
の
意
識
を
変
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ

ま
す
︒
知
性
や
分
別
の
分
野
で
は
︑
創
造
と
い
う
の
は
あ
り
得
な

い
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
ま
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
創

造
と
い
う
も
の
は
潜
在
意
識
の
分
野
で
の
み
始
ま
る
こ
と
が
で
き

る
と
証
明
し
て
い
ま
す
︒
そ
れ
か
ら
超
意
識
の
分
野
に
移
っ
て
い

く
︒
そ
う
す
る
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
り
ま
す
︒

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
ロ
シ
ア
語
の
言
葉
は
三
つ
の
部

分
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
新
し
い
考
え
︑
新
し
い
ア
イ

デ
ア
で
呼
吸
す
る
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
︒
つ
ま
り
イ
ン
ス
ピ

レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
の
は
︑
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
自
然
か
ら
︑
宇

宙
か
ら
自
分
の
中
に
取
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
︒

世
阿
弥
と
同
じ
よ
う
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
も
非
常
に
し
っ
か
り
し
た
精
神
の
発
展
の
段
階
と
い
う

も
の
が
あ
り
ま
す
︒
自
分
の
潜
在
意
識
に
入
っ
て
い
く
メ
ソ
ッ
ド

が
︑
そ
こ
で
確
立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ

ー
は
︑
自
分
の
経
験
か
ら
出
発
し
て
非
常
に
多
く
の
メ
ソ
ッ
ド
を

開
発
し
ま
し
た
︒

彼
︵
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
︶
は
ま
ず
︑
自
分
を
天
才
的
な
俳
優

に
仕
立
て
上
げ
た
の
で
す
︒
最
初
か
ら
天
才
的
な
俳
優
だ
っ
た
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
で
す
か
ら
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
彼
は

非
常
に
高
い
レ
ベ
ル
ま
で
自
分
を
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な

の
だ
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
み
せ
た
の
で
す
︒

実
践
的
な
活
動
に
お
い
て
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
非
常
に

多
く
の
劇
団
を
つ
く
り
︑
音
楽
劇
の
劇
団
も
つ
く
り
ま
し
た
︒
そ

し
て
︑
自
分
自
身
に
関
す
る
実
践
︑
そ
し
て
多
く
の
劇
団
員
た
ち

と
の
実
践
の
中
か
ら
唯
一
の
方
向
性
を
確
立
し
て
い
っ
た
の
で
す
︒

そ
の
道
と
い
う
の
は
︑
人
間
の
心
の
生
活
と
い
う
道
で
す
︒
人

間
の
心
の
生
活
と
い
う
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
が
耳
に
す
る
幽
玄
と
い

う
世
界
よ
り
も
荒
っ
ぽ
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
︒
そ
れ
と
等
し
く
微
妙
で
繊
細
な
も
の
で
す
︒

幽
玄
と
い
う
概
念
を
︑
私
は
理
解
す
る
よ
り
も
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
︑
ま
さ
に
四
〇
年
間
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・

シ
ス
テ
ム
を
実
践
し
て
き
た
か
ら
で
す
︒
ま
さ
に
多
く
の
分
野
で

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
世
阿
弥
が
一
致
す
る
の
は
心
の
世
界
で

見
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
︒

多
く
の
科
学
的
な
研
究
所
や
科
学
者
た
ち
の
助
け
を
借
り
て
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
証
明
し
た
の
は
︑
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
と
い

う
の
は
意
識
︵
顕
在
意
識
︶
の
分
野
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒

も
ち
ろ
ん
︑
知
性
や
分
別
を
彼
ら
が
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
︒
知
性
や
分
別
の
助
け
を
借
り
て
別
の
意
識
の
レ
ベ
ル

に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
自
分
の
意
識

を
準
備
し
た
後
︑
初
め
て
人
は
宇
宙
の
意
識
と
合
体
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
そ
れ
が
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
の
始
ま
り
な
の
だ
と
彼
は
言

っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

芸
術
家
が
マ
ス
タ
ー
す
べ
き
多
く
の
メ
ソ
ッ
ド
を
彼
は
次
々
に

作
成
し
て
き
ま
し
た
︒
そ
し
て
膨
大
な
数
の
経
験
の
中
か
ら
︑
俳

優
が
自
分
を
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
た
め
に
必
要
な
要
素
を
選
び
出

し
た
わ
け
で
す
︒

世
阿
弥
は
役
者
た
ち
の
た
め
に
︑
年
齢
に
合
わ
せ
た
︑
い
ろ
い

ろ
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
教
え
て
き
ま
し
た
︒
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
︑

俳
優
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
も
多
く
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
中
か
ら

俳
優
が
身
に
付
け
る
べ
き
も
の
を
指
し
示
し
て
き
た
わ
け
で
す
︒

非
常
に
多
く
の
共
通
の
要
素
に
注
目
し
て
い
ま
し
た
︒
た
と
え

ば
注
意
と
い
う
よ
う
な
概
念
で
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
世

阿
弥
よ
り
も
︑
は
る
か
に
後
の
時
代
に
生
き
て
い
ま
し
た
か
ら
︑
非

常
に
多
く
の
科
学
的
な
サ
ポ
ー
ト
も
受
け
て
い
ま
し
た
し
︑
彼
は

非
常
に
き
め
細
か
く
︑
注
意
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
こ
と
を
研
究
し
て
い
ま
し
た
︒

物
ま
ね
と
い
う
技
術
に
︑
非
常
に
多
く
の
技
術
的
な
成
長
の
た

め
の
材
料
を
見
つ
け
ま
し
た
︒
あ
る
意
味
で
工
夫
と
い
う
言
い
方

に
な
り
ま
す
が
︑
こ
れ
は
世
阿
弥
に
よ
れ
ば
意
志
的
な
始
ま
り
と

い
う
意
味
で
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
三
つ
の
心
理
的
な
行
動
の
エ
ン
ジ
ン

を
見
つ
け
ま
し
た
︒
知
恵
と
意
志
と
感
情
で
す
︒
こ
の
人
間
の
意

識
の
主
要
な
三
つ
の
要
素
を
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
育
て
て
い
く
か
︑

そ
の
技
法
を
彼
は
与
え
て
く
れ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
そ
の
人
間

の
心
理
的
な
行
動
を
発
展
さ
せ
る
中
で
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
人
が

超
意
識
の
部
分
に
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
教

え
て
い
ま
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
俳
優
の
仕
事
を
大
き
く
二
つ
に
分
け

て
い
ま
す
︒
自
分
が
自
身
に
対
し
て
行
う
仕
事
︑
そ
し
て
芸
術
作

品
に
対
し
て
行
う
仕
事
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
俳
優
が
自
分
自
身
の

技
術
的
な
能
力
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
発
展
さ
せ
る
か
︑
そ
の
メ
ソ

ッ
ド
を
非
常
に
き
め
細
か
く
彼
は
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
︒

芸
術
的
な
形
象
を
つ
く
っ
て
い
く
と
い
う
第
二
の
部
分
に
お
い

て
︑
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
が
超
課
題
︑
貫
通
行

動
︑
あ
る
い
は
型
︑
そ
し
て
種
で
す
︒

世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
一
致
す
る
の
は
︑
た
と
え

ば
︑
世
阿
弥
の
花
と
い
う
概
念
︑
こ
れ
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

の
言
う
心
の
生
活
と
い
う
も
の
と
非
常
に
一
致
し
て
い
る
の
で
す
︒

世
阿
弥
が
花
の
薫
り
と
言
う
と
き
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は

俳
優
が
自
分
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
射
す
る
と
い
う
言
い
方
を
し
て

い
ま
す
︒

で
す
か
ら
︑
芸
術
家
の
最
高
段
階
と
い
う
の
は
︑
そ
の
芸
術
家

が
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
射
す
る
能
力
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
当

然
︑
そ
の
段
階
で
︑
そ
の
芸
術
作
品
で
自
分
が
や
っ
て
い
る
役
の

形
象
の
中
に
お
い
て
︑
ど
う
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
射
す
る
か
︑
そ

こ
が
非
常
に
重
要
な
の
で
す
︒

超
課
題
と
い
う
概
念
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム

に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
時
に
︑
そ
れ

は
超
課
題
理
論
と
い
う
ふ
う
に
別
個
の
理
論
と
し
て
確
立
さ
れ
て

い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
芸
術
家
で
あ
る
俳
優
が
自
分
の
意
識
を
高
い

段
階
ま
で
引
き
上
げ
る
助
け
に
な
る
︒
自
然
の
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
自
分
を
結
び
付
け
る
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
で
す
︒
俳
優
が

自
分
を
鍛
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
五
つ
の
要
素
︑
そ
れ
か
ら
芸
術

的
な
形
象
を
つ
く
る
た
め
に
必
要
な
要
素
と
も
言
え
ま
す
︒

こ
の
観
点
か
ら
︑
私
が
理
解
し
て
い
る
限
り
で
は
︑
ま
さ
に
世

阿
弥
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
で
す
︒
と
い
う

わ
け
で
︑
ま
っ
た
く
違
う
時
代
に
生
き
た
二
人
が
︑
ま
さ
に
同
じ

方
向
に
動
い
て
い
る
と
言
え
ま
す
︒
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も
ち
ろ
ん
︑
私
が
翻
訳
の
か
た
ち
で
別
の
文
化
の
人
で
あ
る
世

阿
弥
の
理
論
を
研
究
し
︑
理
解
す
る
こ
と
は
非
常
に
複
雑
な
こ
と

で
す
︒
ち
ょ
っ
と
し
た
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
概
念
は
翻
訳
し
よ
う
が
な

い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
も

翻
訳
で
は
伝
え
き
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒

能
の
学
校
で
先
生
か
ら
生
徒
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
も
︑
言
葉
で

は
伝
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
秘
伝
の
教
え
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
︑
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
学
校
で
も
起

こ
る
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑
言
葉
で
伝
え
る
よ
り
感
覚
で
先
生
か
ら

生
徒
に
伝
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
︒

つ
ま
り
︑
そ
れ
は
も
う
︑
わ
れ
わ
れ
人
間
の
表
現
で
き
る
言
葉

の
︑
は
る
か
向
こ
う
に
あ
る
よ
う
な
概
念
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
芸

術
と
い
う
も
の
は
人
間
の
言
葉
の
果
て
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

人
間
の
意
識
が
受
け
止
め
て
感
じ
取
れ
る
レ
ベ
ル
に
あ
る
も
の
︑
そ

れ
が
芸
術
で
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
中
で
非
常
に
重
要
な
概

念
と
し
て
真
実
感
覚
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
非
常
に
多
く
の

注
意
が
︑
自
分
の
中
で
︑
そ
の
真
実
感
覚
を
育
て
て
い
く
と
い
う

と
こ
ろ
に
向
け
ら
れ
ま
す
︒
こ
の
感
覚
そ
の
も
の
︑
こ
の
感
情
が

潜
在
意
識
へ
の
扉
を
開
い
て
く
れ
る
の
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
真
実

と
確
信
︑
こ
の
二
つ
の
助
け
を
借
り
な
け
れ
ば
潜
在
意
識
の
分
野
︑

そ
し
て
超
意
識
の
分
野
に
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
ス
タ
ニ

ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
言
っ
て
い
ま
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
は
︑
非
常
に
重
要
な
︑
も
う
一
つ
の

原
則
が
あ
り
ま
す
︒﹁
も
し
も
︑
何
々
だ
っ
た
ら
﹂
と
い
う
言
い
方

で
す
︒
こ
の
要
素
は
︑
実
は
言
葉
で
実
質
的
に
説
明
す
る
こ
と
は

不
可
能
な
概
念
で
す
︒

芸
術
家
の
倫
理
と
目
的
が
結
び
つ
く

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
第
二
の
非
常
に
重
要
な
二
つ
の
概
念

は
︑
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
の
教
え
︑
そ
し
て
世
阿
弥
の
教
え
に
︑
私
と
し
て
は
︑
ま

っ
た
く
実
践
的
な
観
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
理
論
に
つ
い
て
︑
あ
ま
り
多
く
話
し

て
も
意
味
は
な
い
︒
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
︑
実
践
的
な
自
己
発

展
の
メ
ソ
ッ
ド
な
の
で
す
︒
人
が
自
分
の
内
的
な
能
力
︑
そ
し
て

自
分
の
周
囲
に
あ
る
外
的
な
問
題
の
解
決
能
力
を
持
つ
︑
そ
う
い

う
発
展
の
道
な
の
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
芸
術
家
の
倫
理
と
芸
術
家

の
目
的
が
一
つ
の
も
の
に
結
び
付
く
こ
と
が
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で

す
︒そ

れ
は
世
阿
弥
に
お
い
て
も
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
お
い

て
も
同
じ
で
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
基
礎
に

あ
る
の
は
非
常
に
重
要
な
倫
理
的
な
概
念
で
す
︒
そ
の
倫
理
と
い

う
の
は
︑
人
が
自
分
の
人
生
に
お
い
て
特
別
の
方
向
を
選
ぶ
こ
と

に
あ
り
ま
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
俳
優
た
ち
を
普
通
の
市
井
の
生
活

の
中
で
生
き
て
い
る
修
道
僧
に
た
と
え
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
偶
然

の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
世
阿
弥
の
禁
欲
主
義
︑
余
分
な
飲
食

を
控
え
る
と
い
っ
た
教
え
も
同
じ
よ
う
な
意
味
合
い
で
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
劇
場
と
い
う
の
は
寺
院
に
な
ら
な

く
て
は
い
け
な
い
と
言
い
ま
し
た
︒
彼
が
生
き
て
い
た
二
〇
世
紀

の
初
め
の
こ
ろ
︑
劇
場
は
教
会
に
代
わ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ

て
い
ま
す
︒
こ
の
方
向
性
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ

ム
を
理
解
す
る
上
で
非
常
に
重
要
だ
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
の
主
要
な
目
的
︑
超
課
題
は
︑

人
間
の
目
的
を
自
然
と
の
共
同
作
業
の
中
で
実
現
し
て
い
く
こ
と

に
あ
り
ま
す
︒
当
時
の
時
代
的
な
背
景
と
し
て
は
無
神
論
が
支
配

的
で
︑
神
秘
的
な
も
の
か
ら
の
拒
絶
感
が
強
か
っ
た
の
で
す
︒
そ

れ
が
彼
の
人
生
に
お
い
て
非
常
に
大
き
な
困
難
を
も
た
ら
し
て
い

ま
し
た
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
自
分
の
創
造
︑
芸
術
に
関

す
る
理
解
︑
原
則
を
変
え
な
い
た
め
に
非
常
に
大
き
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
使
っ
て
い
た
の
で
す
︒

い
ろ
い
ろ
な
時
代
︑
い
ろ
い
ろ
な
国
の
す
べ
て
の
芸
術
家
に
と

っ
て
唯
一
の
狭
い
道
は
一
本
し
か
あ
り
ま
せ
ん
︒
ど
こ
の
国
の
︑
ど

こ
の
時
代
で
も
そ
う
で
す
︒
若
い
俳
優
た
ち
は
時
に
︑
そ
の
道
を

外
れ
て
︑
闇
の
中
に
飛
び
込
ん
だ
り
︑
新
し
い
道
を
行
こ
う
と
し

た
り
︑
い
ろ
い
ろ
迷
い
ま
す
︒
し
か
し
結
局
は
︑
ま
た
元
の
道
に

戻
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒

私
も
実
は
非
常
に
多
く
の
い
ろ
い
ろ
な
道
に
向
か
っ
た
り
し
ま

し
た
︒
ダ
ダ
イ
ス
ム
や
ト
ー
タ
リ
ズ
ム
な
ど
︑
い
ろ
い
ろ
な
道
を

私
自
身
も
経
て
き
ま
し
た
︒
で
も
芸
術
の
道
を
進
ん
で
い
く
と
し

た
ら
︑
そ
の
唯
一
の
道
に
出
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
︒

そ
の
道
と
い
う
の
は
︑
自
分
自
身
の
意
識
を
一
番
高
い
レ
ベ
ル

ま
で
引
き
上
げ
る
道
で
す
︒
そ
れ
は
︑
最
も
繊
細
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
わ
が
も
の
に
す
る
た
め
で
す
︒
そ
れ
は
最
も
強
力
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
で
も
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
を
自
分
が
制
御
す
る
こ
と
を
習
得
し
な

く
て
は
い
け
な
い
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
人
々
に
害
を
も
た
ら
さ
な
い

よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
し
な
く
て
は
い
け
な
い
︒

で
す
か
ら
︑
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
基
礎
に
あ
る
べ
き
も
の
︑
そ
れ

が
倫
理
な
の
で
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
教
え
の
中
に
も
世

阿
弥
の
教
え
の
中
に
も
あ
る
一
番
重
要
な
部
分
と
し
て
の
倫
理
が

あ
る
︒
そ
れ
は
人
々
に
と
っ
て
害
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
う
い
う
倫
理
的
な
問
題
の
中
で
︑

こ
の
二
人
は
倫
理
の
段
階
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
正
し
く
上
っ
て
い

く
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で

す
︒こ

の
宇
宙
の
倫
理
︑
自
然
の
倫
理
と
も
呼
べ
る
そ
の
倫
理
の
中

で
︑
自
分
た
ち
は
自
分
自
身
の
運
命
を
握
り
︑
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
偉
大
な
二
人
の
先
生
は
︑
わ

れ
わ
れ
に
精
神
的
な
垂
直
方
向
運
動
の
可
能
性
を
与
え
て
く
れ
て

い
ま
す
︒

私
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
以
上
で
す
︒

講
演
2

ロ
シ
ア
神
秘
思
想
に
お
け
る
身
心
変
容

（
技
法
）に
つ
い
て

�

セ
ル
ゲ
イ・ヤ
ー
チ
ン

劇
場
は
教
会
、俳
優
は
修
道
僧

最
初
に
︑
こ
の
講
堂
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
皆
さ
ま
方

に
ご
あ
い
さ
つ
申
し
上
げ
ま
す
︒
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
本
当

に
日
露
の
友
好
関
係
の
行
事
で
あ
る
と
受
け
止
め
て
い
ま
す
︒

今
回
の
私
の
発
表
に
対
し
て
は
レ
ジ
ュ
メ
︵
一
一
一
頁
︶
を
印
刷
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ロ
シ
ア
正
教
の
禁
欲
的
神
秘
的
経
験
に
お
け
る
身
心
変
容

�

セ
ル
ゲ
イ
・
ヤ
ー
チ
ン
　
上
世
博
及
訳

東
方
キ
リ
ス
ト
教
︵
正
教
会
︶
の
禁
欲
的
神
秘
的
経
験
で
は
︑〝
精
神
的
︵
霊

的
︶〟
と
は
人
が
神
に
昇
り
つ
め
た
状
態
︵bozhenie

〝
神
化
〟︶
で
あ
る
と
い
う

意
味
を
持
っ
た
う
え
で
の
︑
精
神
修
行
を
禁
欲
主
義
と
呼
ぶ
︒

神
秘
主
義
︵
あ
る
い
は
神
秘
体
験
︶
と
は
︑
精
神
的
沈
思
︑
神
を
見
る
こ
と
を

そ
う
呼
ぶ
︒

禁
欲
主
義
と
神
秘
主
義
は
︑〝
道
〟
と
い
う
本
来
の
意
味
を
持
つ
方
法
論
と
し
て

見
ら
れ
て
い
る
︒
道
の
通
過
を
︑〝
偉
業
〟
と
呼
ぶ
︒︵
英
語
のFeat

︑
こ
の
言
葉

の
内
包
す
る
意
味
は
伝
え
づ
ら
い
︒
ロ
シ
ア
語
で
は
︑
動
か
す
︑
進
め
る
と
い
う

動
詞
か
ら
派
生
し
て
い
る
︒︶

こ
の
道
を
描
く
に
は
特
別
な
概
念
と
用
語
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
︒
そ
し
て
そ

れ
ら
は
こ
の
神
秘
主
義
の
教
え
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
︒

私
は
こ
こ
でS.S.K

horuzhy

の
﹁
禁
欲
主
義
の
現
象
学　

静
寂
主
義
︵
ヘ
シ
カ
ズ

ム
︶
的
人
類
学
の
分
析
辞
書
﹂
を
用
い
る
︒

正
教
会
で
の
禁
欲
的
神
秘
的
体
験
と
は
︑
四
世
紀
に
発
生
し
た
東
方
教
会
の
教

え
と
実
践
で
あ
る
静
寂
主
義
︵
ヘ
シ
カ
ズ
ム
︶
で
の
経
験
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
私
は
示
し
て
い
く
︒

静
寂
主
義
と
は
︑
す
べ
て
の
考
え
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
黙
想
す
る
実
践

で
あ
る
︒
こ
の
実
践
は
頭
と
心
を
浄
化
さ
せ
︑
精
神
的
︑
内
面
的
視
覚
で
神
を
黙

想
す
る
状
態
を
準
備
す
る
︒
こ
の
実
践
の
重
要
な
指
導
者
が
〝
階
梯
者
〟
ヨ
ア
ン

ネ
ス
・
シ
ナ
イ
テ
ス
︵
六
世
紀
︶
で
あ
る
︒
彼
に
よ
る
と
︑﹁
静
寂
主
義
者
と
は
︑

自
分
の
体
内
に
肉
体
の
な
い
も
の
を
包
括
し
よ
う
と
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
﹂
と

し
て
い
る
︒
静
寂
主
義
の
伝
統
的
シ
ン
ボ
ル
は
︑
モ
ー
セ
が
シ
ナ
イ
山
を
登
り
︑
神

と
の
交
流
の
際
に
頂
上
に
い
て
︑
受
け
た
啓
示
を
人
々
に
伝
え
る
た
め
に
下
山
し

た
こ
と
で
あ
る
︒

静
寂
主
義
に
と
っ
て
重
要
な
聖
書
の
一
節
は
︑﹁
神
の
王
国
は
人
間
の
中
に
あ

る
﹂
で
あ
る
︒︵
ル
カ
伝
︑
一
七
章
二
一
節
︶︒
静
寂
主
義
の
重
要
な
哲
学
的
権
威

を
持
つ
の
が
グ
レ
ゴ
リ
オ
ス
・
パ
ラ
マ
ス
︵
一
二
九
六-

一
三
五
九
︶
で
あ
る
︒
パ

ラ
マ
ス
は
キ
リ
ス
ト
教
内
で
〝
エ
ネ
ル
ギ
ー
神
学
︵
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
︶〟
と
呼
ば
れ

る
独
特
の
立
場
を
形
成
し
た
︒
こ
の
教
え
に
よ
れ
ば
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
神
の
本

質
と
区
別
さ
れ
る
︒
こ
こ
が
正
教
会
の
教
え
と
︑
神
の
本
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
同

等
で
あ
る
︵
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
︶
と
す
る
西
方
キ
リ
ス
ト
教
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
︶

と
の
違
い
で
あ
る
︒
今
日
︑
静
寂
主
義
的
経
験
の
中
心
は
ア
ト
ス
山
修
道
院
︵
ギ

リ
シ
ャ
︶
で
あ
る
︒

禁
欲
的
神
秘
的
実
践
の
段
階

す
べ
て
は
普
通
の
人
の
状
態
か
ら
始
ま
る
︒
こ
の
状
態
は
神—

創
造
主
と
は
対

極
に
描
か
れ
︑
人
間
は
神
の
創
造
物—

創
造
さ
れ
た
存
在
︑
ま
た
は
単
に
生
き
物

︵
古
代
ギ
リ
シ
ャ
語κτίσεως

︑
ラ
テ
ン
語C

reatura

︶
と
さ
れ
る
︒︵
現
代
ロ
シ
ア

語
で
は
こ
の
言
葉
は
否
定
的
︑
さ
ら
に
は
叱
責
す
る
意
味
を
持
つ
︒︶
こ
れ
と
と
も

に
基
本
的
な
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
と
な
る
の
が
人
間
の
極
限
の
崇
高
さ
で
あ
る
︒
人

間
は
神
の
姿
に
似
せ
て
創
ら
れ
た
と
さ
れ
る
︒
人
間
は
原
罪
の
結
果
︑
生
き
物
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
︵
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
神
話
︶︒
原
罪
の
結
果
︑
人
間
は
死
ぬ
生
き

物
と
な
り
︑
そ
の
肉
体
は
死
滅
す
る
も
の(perishable)

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ

こ
か
ら
課
題
が
︑
肉
体
を
持
っ
た
人
間
が
不
死
と
な
る
た
め
に
︑
身
体
︵
有
形
性
︶

を
変
容
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
︒

救
世
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
︑
人
間
に
神
化
す
る
こ
と
を
通
し
て
死
か
ら
の

救
い
の
道
を
示
し
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
特
定
の
精
神
修
行
が
必
要
と
な

る
︒
そ
の
修
行
は
細
か
く
説
明
さ
れ
て
お
り
︑
三
か
ら
三
〇
の
段
階
が
あ
る
︒
こ

こ
で
は
あ
る
程
度
有
名
な
九
つ
の
段
階
を
み
て
み
る
︒︵
1
～
7
は
静
寂
主
義
︑
8
︑

9
は
神
秘
主
義
︶

1
　
懺
悔（
ギ
リ
シ
ャ
語m

etanoia�[repentance]

）－
知
性
の
切
替

注
意
を
物
の
世
界
︵
物
質
世
界
︶
か
ら
内
面
の
世
界
︵
意
識
の
世
界
︶
へ
と
切

り
替
え
る
必
要
性
を
認
め
る
こ
と
は
︑
す
べ
て
の
神
秘
的
修
行
の
共
通
の
始
ま
り

で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
修
行
に
は
い
く
つ
か
の
違
い
が
あ
る
︒
懺
悔
は
独

特
の
正
教
会
的
道
で
あ
り
︑
そ
れ
は
罪
の
赦
し
を
請
う
祈
り
に
現
れ
る
︒
自
分
の

罪
を
認
め
る
こ
と
は
︑
自
分
の
不
完
全
さ
を
意
識
す
る
の
と
は
違
う
︒
正
教
会
の

観
点
か
ら
す
る
と
︑
も
し
人
間
が
﹁
完
全
を
目
指
す
﹂(The pursuit of excellence)

こ
と
を
課
題
と
す
る
と
︑
そ
れ
は
傲
慢
さ
の
表
れ
で
あ
り
︑
そ
れ
自
体
が
罪
と
な

っ
て
し
ま
う
︒

正
教
会
に
お
け
る
禁
欲
的
神
秘
的
修
行
の
重
要
な
特
徴
は
︑
絶﹅

え﹅

間﹅

な﹅

い﹅

祈﹅

り﹅

unceasing prayer)

と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
信
仰
を
持
つ
者
の
各
段
階
に
伴
う

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
祈
り
︑
そ
れ
は
人
間
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
神
的
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
融
合
す
る
行
為
で
あ
る
︒

懺
悔
は
直
接
的
な
人
類
学
的
意
味
を
持
ち
︑
人
間
に
本
人
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿

を
冷
静
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
こ
か
ら
冷
静
さ
の
原
理
が
大
変
に
大
き
な

意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
︒

2
　
情
欲
と
の
闘
い(Struggle�w

ith�passions.�(

情
欲
と
は
暴
食
、欲
望
、貪
欲
、悲
し

み
、
怒
り
、
憂
鬱
、
虚
栄
心
、
誇
り:�gluttony,�lust,�avarice,�sadness,�anger,�

sadness,�vanity,�pride)

自
分
の
情
欲
を
観
察
し
な
が
ら
︑
苦﹅

行﹅

者﹅

︵
偉
業
︑
神
へ
向
か
お
う
と
す
る
者
︶

は
︑
そ
の
中
に
外
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
︑
人
を
そ
の
情
欲
に
と
り
憑
か
せ(obsession)

︑

抑
圧
す
る
状
態
に
さ
せ
る
一
種
の
悪
魔
的
力
を
見
出
す
︒

苦
行
者
は
︑
自
分
の
力
で
は
情
欲
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
公
言

す
る
︒
打
ち
勝
つ
に
は
︑
祈
り
の
中
で
引
き
出
さ
れ
る
あ
る
外
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
必
要
と
な
る
︒

一
時
的
に
情
欲
に
打
ち
勝
つ
結
果
と
な
る
の
が
謙﹅

虚﹅

さ﹅(hum
ility)

で
あ
る
︒
人

間
は
謙﹅

虚﹅

で﹅

賢﹅

明﹅

に﹅

な
る
の
で
あ
る
︒
た
だ
︑
情
欲
へ
の
最
終
的
な
勝
利
と
い
う

も
の
は
あ
り
得
な
い
︒
そ
れ
は
常
に
自
分
に
対
し
注
意
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑

そ
れ
こ
そ
が
偉
業
と
な
る
の
で
あ
る
︒

3
　
静
寂

静
寂
と
は
︑
頭
の
中
に
罪
深
い
考
え
が
な
い
状
態
の
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
際
の

考
え
と
は
思
考
と
は
違
い
︑
思﹅

考﹅

へ﹅

の﹅

暗﹅

示﹅

の
こ
と
で
あ
る
︒
考
え
は
イ
メ
ー
ジ

や
思
考
の
断
片
︑
欲
求
と
い
う
形
で
現
れ
る
︒
静
寂
を
通
し
て
人
間
は
︑
神﹅

の﹅

王﹅

国﹅

が
す
で
に
存
在
す
る
自
分
の
内
面
の
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

静
寂
の
状
態
は
絶
え
間
な
い
祈
り
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
︒
そ
の
祈
り
の
短
き

一
節
と
は
﹁
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
︑
我
を
赦
し
給
え
﹂
で
あ
る
︒

4
　
心
で
知
得

静
寂
主
義
に
お
け
る
心﹅

と
は
︑
知
的
︑
情
緒
的
︑
意
志
的
︑
身
体
的
な
人
間
の

あ
ら
ゆ
る
営
み
の
核
︵
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
中
心
︶︑
焦
点
の
こ
と
を
指
す
︒﹁
心
で
知

得
す
る
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
知
︵
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ν
ο
υ
ς, nous

︑
ヌ
ー
ス
＝
知

性
︑
理
性
︑
精
神
︑
魂
︶
が
人
間
を
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
人
間
は
自

分
を
部
分
的
に
で
は
な
く
︑
全
体
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒
普
通
の
人
は
︑
心
︑
つ

ま
り
魂
の
︵
感
情
の
︶
生
活
の
焦
点
が
︑
知
性
︵
精
神
︶︑
そ
し
て
自
然
生
理
︵
肉

体
︶
の
活
動
と
は
区
別
さ
れ
る
︒
も
し
心
で
知
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
ら
︑
そ
の

核
と
な
る
の
は
精
神
︵
霊
性
︶
で
あ
る
︒

5
　
絶
え
間
な
い
祈
り

知
性
と
心
の
祈
り
の
体
験
は
︑
静
寂
主
義
に
と
っ
て
の
み
独
特
で
特
殊
な
も
の

で
あ
る
︒︵
こ
の
体
験
は
他
の
神
秘
的
修
行
に
お
い
て
同
等
の
も
の
が
み
ら
れ
な
い

と
さ
れ
て
い
る
︒︶
こ
の
体
験
の
独
自
性
と
は
︑﹁
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
︑
我
を

赦
し
給
え
﹂
と
い
う
祈
り
が
︑
す
べ
て
の
他
の
内
面
の
状
態
の
背
景
と
な
る
こ
と

で
あ
る
︒
意
識
の
潮
流
が
︑
苦
行
者
の
行
っ
て
い
る
︵
考
え
て
い
る
︶
状
態
と
神

と
常
に
交
流
し
て
い
る
状
態
と
の
二
つ
の
平
行
過
程
に
分
か
れ
る
の
で
あ
る
︒

6
　
共
働

共
働
と
は
︑
人
間
と
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
融
合
で
あ
り
︑
神
と
人
間
の
共
同
活

動
で
あ
る
︒
こ
の
状
態
も
静
寂
主
義
に
と
っ
て
特
徴
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
︒
西

方
キ
リ
ス
ト
教
︵
カ
ト
リ
ッ
ク
︑
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
︶
の
精
神
修
行
で
は
︑
東
方

キ
リ
ス
ト
教
の
相
乗
の
教
義
を
間
違
っ
た
も
の
と
し
て
お
り
︑
独
特
な
異
端
の
形

で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

︵
半
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
主
義
︒
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
原
罪
の
責
任
を
負
っ
て
い
る

と
い
う
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
︵
五
世
紀
︶
の
教
え
に
沿
う
も
の
︒
ア
ダ
ム
の
堕
落
と
関
係

す
る
予
定
説
は
存
在
し
な
い
と
し
て
い
る
︒
ペ
ラ
ギ
ウ
ス
の
反
対
を
唱
え
た
の
が

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
︒︶

静
寂
主
義
的
禁
欲
は
︑
罪
深
い
情
欲
の
働
き
か
ら
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放

し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
次
の
段
階
へ
と
移
行
で
き
る
︒

7
　
冷
静

神
の
意
志
に
同
意
し
て
生
き
︑
情
欲
的
考
え
と
闘
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
段
階
で
は
︑
独
特
の
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る
︒
冷
静
と
は
︑
そ
れ
自
体
が
エ

ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
︑
他
の
す
べ
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒

静
寂
主
義
に
と
っ
て
の
冷
静
の
体
験
と
は
自﹅

由﹅

で
あ
る
︒

8
　
純
粋
な
祈
り

こ
れ
は
言
葉
を
用
い
な
い
独
特
の
体
験
で
あ
る
︒
こ
の
体
験
は
︑
思
考
が
言
語

な
し
で
も
可
能
な
瞬
間
を
確
証
す
る
︒︵
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
で
話
し
︑
お
互

い
に
理
解
で
き
な
く
な
っ
た
﹁
バ
ビ
ロ
ン
の
塔
﹂
伝
説
と
比
較
し
て
︑
そ
こ
に
は

言
語
の
限
界
も
な
い
︒︶
静
寂
主
義
者
は
こ
れ
を
神
に
よ
る
絶
え
間
な
い
称﹅

賛﹅

(adm
iration)

と
し
て
い
る
︒

9
　
神
秘
の
光
の
体
験

完
全
な
苦
行
者
に
と
っ
て
神
は
形
の
な
い
︵
あ
ら
ゆ
る
外
形
を
持
た
な
い
︶
光

で
あ
り
︑
そ
の
光
と
対
話
が
で
き
る
︒
こ
の
対
話
︵
光
︶
は
す
べ
て
の
人
間
の
本

質
を
変
容
す
る
︒
苦
行
者
た
ち
は
︑
こ
の
体
験
に
お
い
て
人
間
が
新
た
に
誕
生
す

る
と
語
る
︒
こ
こ
で
重
要
な
の
は
︑
神
の
体
験
は
肉
体
と
精
神
を
分
け
る
の
で
は

な
く
︑
肉
体
が
精
神
で
充
た
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
︒
時
間
の
限
界
を
超
え
て
人
間

と
し
て
成
長
し
て
い
く
︒
静
寂
主
義
に
お
け
る
こ
の
出
来
事
が
︑
人
間
の
変
容
で

あ
り
︑
死
か
ら
の
復
活
で
あ
る
︒
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し
て
お
渡
し
し
て
い
ま
す
︒
皆
さ
ん
の
お
手
元
に
あ
り
ま
す
の
で
︑

こ
の
内
容
に
関
し
て
は
少
し
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
︑
発
表
を

す
る
前
に
︑
お
話
を
少
し
付
け
加
え
ま
す
︒

私
た
ち
に
と
っ
て
も
偉
大
な
人
物
で
あ
る
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス

ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
宗
教
の
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
︒
世
阿
弥
は
仏

教
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
場
合
は
キ
リ
ス
ト
教
的
文
化
の
中

に
生
き
て
い
ま
し
た
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
伝
え
て
い
る
情

報
︑
ま
た
彼
の
創
造
活
動
を
理
解
す
る
上
で
は
︑
や
は
り
キ
リ
ス

ト
教
的
な
理
解
が
必
要
に
な
っ
て
き
ま
す
︒

い
く
つ
か
︑
そ
う
い
う
例
を
挙
げ
て
い
き
ま
す
︒
彼
の
教
え
の

中
で
一
番
重
要
な
言
葉
に
︑
精
神
と
精
神
性
が
あ
り
ま
す
︒
精
神

に
は
霊
性
と
い
う
意
味
も
含
め
て
い
ま
す
が
︑
便
宜
上
︑
今
回
は

精
神
と
い
う
言
葉
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
先
ほ
ど
は
﹁
人

間
の
心
の
生
活
﹂
と
訳
さ
れ
ま
し
た
が
︑
直
訳
す
る
と
﹁
人
間
の

精
神
生
活
﹂
と
い
う
定
義
が
あ
り
ま
す
︒

こ
れ
は
︑
先
ほ
ど
登
壇
さ
れ
た
ア
ニ
シ
モ
フ
先
生
も
そ
う
で
す

し
︑
一
緒
に
活
動
さ
れ
て
い
る
俳
優
た
ち
も
︑
人
間
の
精
神
生
活
︑

心
の
生
活
と
は
︑
い
っ
た
い
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る

の
に
︑
そ
う
と
う
苦
労
さ
れ
て
い
ま
す
︒

先
ほ
ど
の
ア
ニ
シ
モ
フ
先
生
の
発
言
に
も
あ
り
ま
し
た
が
︑
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
演
劇
活
動
を
宗
教
活
動
に
な
ぞ
ら
え
て
い

ま
す
︒
彼
に
と
っ
て
劇
場
は
教
会
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
俳
優
と
い

う
の
は
修
道
僧
で
あ
る
と
︒
そ
の
点
に
お
い
て
今
回
︑
私
は
東
方

正
教
会
に
お
け
る
修
道
僧
た
ち
が
行
っ
た
修
行
に
つ
い
て
発
表
し

て
み
ま
す
︒

彼
ら
の
修
行
は
四
世
紀
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
修

道
僧
た
ち
を
静
寂
主
義
者
と
呼
ん
で
い
ま
す
︒
い
ま
の
イ
ス
ラ
エ

ル
や
パ
レ
ス
チ
ナ
な
ど
︑
あ
の
あ
た
り
の
砂
漠
︑
人
の
い
な
い
と

こ
ろ
で
修
行
を
行
っ
た
人
た
ち
で
す
︒
彼
ら
の
得
た
体
験
は
︑
い

ま
だ
に
ロ
シ
ア
の
正
教
会
に
記
録
と
し
て
残
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ

の
静
寂
主
義
︑
ヘ
シ
カ
ズ
ム
の
中
心
と
な
る
の
が
ギ
リ
シ
ャ
の
ア

ト
ス
山
の
修
道
院
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒

九
つ
の
祈
り
の
テ
ク
ニ
ッ
ク

こ
こ
か
ら
レ
ジ
ュ
メ
に
沿
っ
て
発
言
し
て
い
き
ま
す
︒
東
方
正

教
会
に
つ
い
て
︑
神
秘
主
義
に
お
け
る
精
神
性
と
い
う
の
は
︑
い

っ
た
い
何
な
の
か
︒
こ
れ
は
直
接
的
に
翻
訳
す
る
と
︑
神
の
下
に

高
ま
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
︒
ロ
シ
ア
語
で
直
訳
す

る
と
神
を
見
る
︑
あ
る
い
は
神
と
同
化
す
る
︑
神
化
す
る
と
い
う

意
味
に
な
り
ま
す
︒

こ
れ
が
神
秘
主
義
に
な
る
と
︑
精
神
的
沈
思
と
い
う
自
分
を
内

観
す
る
よ
う
な
状
態
に
な
り
ま
す
︒
禁
欲
主
義
的
な
方
法
論
︑
こ

の
道
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
禁
欲
的
に
神
に
近
づ
い
て
い
く
と
い

う
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
︒

ヘ
シ
カ
ズ
ム
︑
静
寂
主
義
に
お
い
て
一
番
重
要
な
こ
と
︑
ま
た

一
番
有
名
な
こ
と
は
︑
心
で
知
得
す
る
︑
心
で
祈
り
を
唱
え
る
と

い
う
経
験
で
す
︒
あ
る
い
は
︑
心
の
中
に
深
く
入
り
込
ん
で
い
く

と
い
う
体
験
で
す
︒

こ
の
点
に
お
い
て
︑
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
並
行
し
て

い
る
︑
似
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒
ほ
か
の
宗
教
に
お
い
て

も
似
た
よ
う
な
も
の
は
い
ろ
い
ろ
と
見
受
け
ら
れ
ま
す
︒
た
だ
︑
や

は
り
︑
こ
の
静
寂
主
義
の
中
に
は
︑
ほ
か
の
宗
教
に
は
見
ら
れ
な

い
独
特
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒

ま
ず
︑
人
間
の
最
初
の
状
態
と
い
う
も
の
︒
普
通
の
人
間
は
原

罪
を
持
っ
て
い
る
状
態
が
最
初
の
状
態
と
な
り
ま
す
︒
な
ぜ
か
と

い
う
と
︑
キ
リ
ス
ト
教
で
は
原
罪
︑
堕
落
と
い
う
状
態
が
︑
ま
ず

あ
る
と
考
え
る
か
ら
で
す
︒

ま
た
レ
ジ
ュ
メ
か
ら
離
れ
た
こ
と
を
話
し
ま
す
け
れ
ど
も
︑
キ

リ
ス
ト
教
の
概
念
か
ら
い
く
と
︑
人
間
が
高
み
に
上
る
こ
と
が
重

要
視
さ
れ
て
い
ま
す
︒
人
間
は
神
に
似
せ
て
つ
く
ら
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
︒
そ
こ
ま
で
︑
は
っ
き
り
と
述
べ
て
い
る
宗
教
は
︑
ほ

か
に
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
ま

さ
に
人
間
が
高
み
に
上
っ
た
状
態
を
目
指
し
て
シ
ス
テ
ム
を
編
み

出
し
て
い
っ
た
と
思
い
ま
す
︒

人
間
と
い
う
の
は
︑
元
々
の
罪
を
持
っ
た
状
態
か
ら
︑
ど
ん
ど

ん
神
と
同
じ
よ
う
な
状
態
に
近
づ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒

静
寂
主
義
に
お
い
て
一
番
重
要
な
の
は
︑
神
に
近
づ
い
て
い
く
と

い
う
ル
ー
チ
ン
に
な
り
ま
す
︒
祈
り
に
よ
っ
て
神
に
近
づ
い
て
い

く
︑
そ
の
祈
り
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
本
の
中
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
祈
り
の
段
階
が
細
か

く
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
三
〇
段
階
か
ら
三
つ
の
段
階
と
い
う
ふ
う

に
細
か
く
分
け
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
中
で
も
非
常
に
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
も
の
を
九
つ
挙
げ
て
み
ま
し
た
︒
最
初
に
︑
そ
の
九
つ

の
名
前
だ
け
を
言
っ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
説
明
し
て
い
き
ま
す
︒

一
番
目
が
神
た
ち
に
呼
び
掛
け
る
こ
と
と
︑
懺
悔
す
る
こ
と
で

す
︒
二
番
目
が
情
欲
と
の
闘
い
︒
三
番
目
が
静
寂
︒
ヘ
シ
カ
ズ
ム

と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
静
寂
主
義
と
い
う
日
本
語
に
も
な
り
ま
す

け
れ
ど
も
︑
こ
の
三
つ
目
の
概
念
を
持
っ
て
い
る
か
ら
静
寂
主
義

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
︒
四
番
目
︑
心
で
知
得
す
る
状
態
︒
五
番
目

が
絶
え
間
な
い
祈
り
︒
六
番
目
が
共
働
︒
こ
れ
は
神
と
人
間
と
の

共
同
作
業
で
す
︒
七
番
目
が
冷
静
︒
八
番
目
が
純
粋
な
祈
り
︒
九

番
目
が
神
秘
的
な
光
の
体
験
︒
七
つ
目
の
段
階
ま
で
が
静
寂
主
義

で
︑
最
後
の
二
つ
を
神
秘
主
義
と
捉
え
て
い
ま
す
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
き
ま
す
︒
ま
ず
第
一

段
階
が
︑
懺
悔
で
す
︒
こ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
のm

etanoia

と
い
う

言
葉
が
語
源
に
な
っ
て
い
て
︑
知
性
を
切
り
替
え
る
意
味
に
な
り

ま
す
︒
話
が
脇
に
そ
れ
ま
す
が
︑
仏
教
の
概
念
に
︑
す
ご
く
似
て

い
る
と
思
い
ま
す
︒
自
分
の
注
意
を
物
か
ら
︑
た
と
え
ば
法
身
に

向
け
る
と
い
う
状
態
で
す
︒
私
た
ち
は
︑
知
性
が
深
ま
る
と
い
う

と
実
際
の
物
ば
か
り
見
る
癖
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
や
は
り
空

を
見
た
り
︑
星
を
見
た
り
︑
さ
ら
に
い
わ
ゆ
る
目
に
見
え
な
い
世

界
に
注
意
を
向
け
て
い
く
と
い
う
概
念
に
も
近
い
も
の
で
す
︒

懺
悔
を
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
冷
静
な
状
態
︑
あ
る
い
は
︑
直

訳
す
る
と
目
が
覚
め
た
状
態
に
な
っ
て
い
き
ま
す
︒
ロ
シ
ア
語
で

す
と
︑
し
ら
ふ
の
状
態
︑
つ
ま
り
酔
っ
て
い
な
い
状
態
︑
常
に
目

が
覚
め
て
頭
が
さ
え
て
い
る
状
態
の
こ
と
を
指
し
ま
す
︒

ま
さ
に
︑
懺
悔
す
る
こ
と
で
知
性
の
切
り
替
え
が
で
き
た
こ
と

に
よ
っ
て
︑
自
分
た
ち
の
中
に
あ
る
情
欲
と
の
闘
い
の
次
の
段
階

に
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
普
通
の
人
は
︑
や
は
り
欲
と
い

う
も
の
に
︑
ど
う
し
て
も
支
配
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
︒
情
欲
と
の

闘
い
の
項
目
に
﹁
情
欲
と
は
﹂
と
い
う
こ
と
で
い
く
つ
か
項
目
を

挙
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
実
際
に
ロ
シ
ア
語
で
︑
ど
う
い
う
響

き
が
あ
る
か
一
つ
ず
つ
挙
げ
て
い
き
ま
す
︒

ま
ず
一
つ
が
暴
食
で
す
︒
ロ
シ
ア
語
だ
と
︑
お
な
か
と
い
う
意

味
に
な
り
ま
す
︒
つ
ま
り
自
分
の
胃
袋
に
対
し
て
愛
情
を
注
い
で

い
る
状
態
で
す
︒

次
が
欲
望
︒
こ
こ
で
書
い
た
の
は
︑
す
ご
く
古
い
ロ
シ
ア
の
言
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葉
で
古
文
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
次
が
貪
欲
と
訳
し
ま
し
た
け
れ
ど

も
︑
こ
れ
も
︑
や
は
り
ロ
シ
ア
語
で
は
古
語
を
使
っ
て
い
ま
す
︒
こ

れ
は
金
銭
欲
を
指
し
て
い
ま
す
︒

次
は
悲
し
み
で
す
︒
キ
リ
ス
ト
教
で
は
悲
し
み
と
い
う
も
の
も

罪
に
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
︒
ハ
レ
ル
ヤ
と
い
う
言
葉
は
有
名
で
す

け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
喜
び
な
さ
い
と
い
う
意
味
で
す
︒
次
が
怒
り
︑

次
が
憂
鬱
︑
次
が
虚
栄
心
︒
次
が
誇
り
︒
傲
慢
さ
で
す
︒
こ
う
い

う
︑
人
の
持
っ
て
い
る
情
欲
と
い
う
も
の
と
闘
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
︒

こ
れ
ら
の
情
欲
と
闘
っ
て
い
く
場
合
︑
苦
行
者
た
ち
は
︑
そ
れ

が
自
分
の
中
に
︑
は
っ
き
り
と
あ
る
こ
と
を
見
て
取
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
︒
た
だ
︑
そ
う
い
う
修
行
を
す
る
人
た
ち
も
︑
自
分

の
力
で
︑
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
は
分

か
っ
て
い
ま
す
︒
や
は
り
神
の
助
け
を
借
り
て
の
み
闘
う
こ
と
が

で
き
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
︒

そ
の
た
め
に
は
︑
祈
り
に
よ
っ
て
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
︑
そ
こ
を
超
過
し
て
い
き
ま
す
︒
祈
り
に
す
べ
て
を

さ
さ
げ
て
い
く
状
態
を
︑
ロ
シ
ア
語
で
動
い
て
い
く
と
い
う
言
葉

が
語
源
で
あ
る
偉
業
と
い
う
ふ
う
に
名
付
け
て
い
ま
す
︒
英
語
で
︑

そ
れ
に
相
当
す
る
言
葉
はfeat

に
な
る
の
で
す
が
︑
ロ
シ
ア
語
で

は
動
い
て
い
く
︑
そ
こ
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
意
味
の
単
語
が

語
源
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

三
つ
目
の
段
階
が
静
寂
で
す
︒
た
だ
︑
こ
れ
は
文
字
ど
お
り
の

静
寂
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
自
分
の
頭
の
中
に
罪
深
い

考
え
が
な
い
状
態
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
︒

こ
こ
で
私
は
﹁
考
え
﹂
と
い
う
ふ
う
に
翻
訳
し
て
し
ま
っ
た
の

で
す
が
︑
も
っ
と
正
確
に
は
発
想
で
す
ね
︒
考
え
が
生
ま
れ
て
く

る
状
態
︑
そ
の
発
想
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
︒
静
寂
主
義
的
な

考
え
か
ら
す
る
と
︑
こ
の
考
え
と
い
う
の
は
イ
デ
ア
で
す
︒
考
え

と
い
う
の
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
け
れ
ど
も
︑
発
想
と
い
う
の

は
断
片
的
に
起
こ
る
も
の
で
あ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も

の
だ
と
捉
え
て
い
ま
す
︒

こ
の
静
寂
な
状
態
を
自
分
の
意
識
の
中
で
常
に
保
つ
よ
う
に
す

る
た
め
の
祈
り
の
一
節
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
ほ
か
の
宗
教
で

も
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
︒
一
つ
の
祈
り
の
言
葉
を
︑
ず
っ
と
自
分

の
中
で
繰
り
返
す
︒
ロ
シ
ア
語
で
は
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
い
ま

す
︒
意
味
は
﹁
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
︑
わ
れ
を
ゆ
る
し
た
ま
え
﹂︑

こ
の
言
葉
を
繰
り
返
し
自
分
の
中
で
唱
え
ま
す
︒

四
つ
目
は
︑
心
で
知
得
す
る
と
い
う
段
階
で
す
︒
静
寂
主
義
に

お
け
る
心
と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
先
に
説
明
し
ま
す
︒
日

本
語
に
お
い
て
も
︑
心
と
い
う
言
葉
は
非
常
に
い
ろ
い
ろ
な
意
味

を
持
っ
て
い
ま
す
︒

ロ
シ
ア
語
に
お
け
る
︑
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
心
と
い
う

の
は
︑
ま
さ
に
中
心
と
な
る
︑
焦
点
の
当
た
っ
て
い
る
︑
す
べ
て

が
集
約
さ
れ
た
部
分
の
こ
と
を
指
し
ま
す
︒
知
的
な
も
の
︑
情
緒

的
な
も
の
︑
意
志
的
な
も
の
︑
ま
た
体
の
も
の
も
す
べ
て
集
約
さ

れ
た
一
番
の
中
心
の
こ
と
を
心
と
い
う
ふ
う
に
指
し
て
い
ま
す
︒

こ
こ
で
の
心
で
知
得
す
る
と
い
う
表
現
は
︑
自
分
の
持
っ
て
い

る
精
神
性
︑
あ
る
い
は
霊
性
と
い
う
も
の
が
体
を
満
た
し
て
い
る

状
態
の
こ
と
を
指
し
ま
す
︒
普
通
の
人
は
︑
心
の
部
分
は
知
性
の

部
分
と
切
り
離
さ
れ
て
い
ま
す
︒
肉
体
の
生
活
と
知
恵
︑
頭
の
部

分
も
切
り
離
さ
れ
て
い
ま
す
︒
分
か
り
や
す
く
説
明
す
る
と
︑
お

な
か
が
欲
求
し
て
い
る
も
の
と
頭
が
欲
求
し
て
い
る
こ
と
と
は
違

う
と
い
う
こ
と
で
す
︒

心
で
知
得
す
る
︑
心
で
す
べ
て
を
捉
え
る
と
い
う
状
態
は
︑
ま

さ
に
人
間
が
精
神
性
︑
霊
性
と
い
う
も
の
に
満
た
さ
れ
て
存
在
そ

の
も
の
が
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
で
す
︒
静
寂
主
義
に
お

い
て
は
︑
そ
の
状
態
が
で
き
た
ら
今
度
は
︑
さ
ら
に
絶
え
間
な
い

祈
り
と
い
う
次
の
段
階
に
移
っ
て
い
き
ま
す
︒

頭
の
部
分
と
心
で
祈
る
体
験
は
静
寂
主
義
独
特
の
も
の
で
す
︒

私
は
書
物
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
た
の
で
す
が
︑
も
し
か
し
た
ら
︑
知

性
の
部
分
と
心
の
部
分
の
祈
り
と
い
う
の
は
︑
ほ
か
の
宗
教
で
も

あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
私
が
調
べ
た
限
り
で
は
︑
そ

れ
は
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
︒

普
通
の
生
活
を
し
て
い
る
人
で
は
︑
な
か
な
か
︑
こ
の
状
態
に

な
り
得
な
い
の
で
す
︒
並
行
し
て
二
つ
の
意
識
が
同
時
に
流
れ
る

状
態
で
す
︒
自
分
の
中
で
︑
い
ろ
い
ろ
な
考
え
ご
と
が
い
く
つ
も

あ
り
︑
そ
の
背
景
に
は
常
に
祈
り
が
流
れ
て
い
る
状
態
の
こ
と
を

指
し
て
い
ま
す
︒

六
番
目
は
共
働
と
い
う
段
階
で
す
︒
こ
れ
は
︑
ま
さ
に
共
同
活

動
と
い
う
意
味
の
も
の
で
す
︒
神
と
人
間
の
共
働
に
よ
る
活
動
で

す
︒
こ
の
共
働
と
い
う
概
念
は
正
教
会
独
特
の
解
釈
で
︑
西
方
キ

リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
間
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い

ま
す
︒

静
寂
主
義
的
な
禁
欲
は
︑
罪
深
い
情
欲
に
い
ろ
い
ろ
と
支
配
さ

れ
て
い
る
人
間
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
放
し
て
︑
人
間
は
︑
そ
の
次

の
段
階
へ
移
行
し
て
い
く
と
捉
え
て
い
ま
す
︒

そ
れ
に
よ
っ
て
︑
七
番
目
の
冷
静
と
い
う
段
階
に
な
り
ま
す
︒
こ

れ
は
︑
直
訳
す
る
と
欲
の
な
い
状
態
︑
無
欲
の
状
態
の
こ
と
を
指

し
て
い
ま
す
︒
す
べ
て
の
欲
の
な
い
︑
い
わ
ゆ
る
冷
静
に
満
た
さ

れ
て
い
る
状
態
を
︑
あ
る
苦
行
僧
が
愛
を
持
っ
た
状
態
だ
と
言
っ

て
い
ま
す
︒
子
ど
も
に
対
す
る
愛
情
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
無
欲

な
状
態
︑
冷
静
さ
を
持
っ
た
状
態
で
︑
罪
深
い
考
え
を
持
た
な
い

愛
情
で
す
︒

静
寂
主
義
に
お
い
て
は
︑
こ
の
冷
静
の
体
験
と
い
う
の
は
︑
ま

さ
に
自
由
を
得
た
状
態
の
こ
と
を
指
し
ま
す
︒

八
番
目
と
し
て
︑
純
粋
な
祈
り
の
段
階
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
も

非
常
に
独
特
の
体
験
で
︑
言
葉
を
使
わ
な
い
祈
り
の
状
態
で
す
︒

バ
ビ
ロ
ン
の
塔
の
伝
説
で
有
名
で
す
が
︑
そ
れ
ま
で
人
々
は
︑
皆

同
じ
よ
う
に
交
流
が
で
き
て
い
た
わ
け
で
す
︒
言
葉
を
使
わ
ず
に

祈
れ
る
状
態
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
神
の
絶
え
間
な
い
称
賛
を
受

け
て
い
る
状
態
と
い
う
ふ
う
に
静
寂
主
義
で
は
捉
え
て
い
ま
す
︒
こ

れ
は
︑
や
は
り
︑
こ
こ
ま
で
の
修
行
を
積
ん
だ
人
が
で
き
る
も
の

で
︑
一
般
の
人
に
は
︑
こ
の
状
態
に
行
く
こ
と
は
不
可
能
で
す
︒

さ
ら
に
神
秘
の
光
の
体
験
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
神
を
感
じ
て

い
る
段
階
に
な
り
ま
す
︒
こ
の
状
態
に
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
に

は
三
〇
人
の
目
撃
者
︑
証
言
者
が
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︒
さ

ら
に
︑
こ
の
三
〇
人
が
同
意
見
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
︑
こ
の
段

階
に
な
っ
た
と
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
︒
言
っ
て
み
れ
ば
︑
ほ
ぼ
神

に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
が
︑
こ
の
神
秘
の
光
の
体
験
に
な

り
ま
す
︒

こ
れ
を
体
験
し
た
人
た
ち
の
話
に
よ
る
と
︑
神
と
い
っ
て
も
光

を
放
っ
て
い
る
存
在
で
︑
そ
の
光
に
対
し
て
対
話
が
で
き
て
い
る

状
態
に
な
る
と
︑
そ
の
人
も
肉
体
と
い
う
も
の
が
な
く
な
る
状
態

に
な
る
そ
う
で
す
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
人
と
し
て
新
た
に
生
ま
れ
変

わ
り
ま
す
︒

こ
の
段
階
で
重
要
な
の
は
︑
肉
体
と
精
神
と
い
う
も
の
が
分
け

ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
肉
体
が
精
神
に
満
た
さ
れ
て
い
く
状
態
で
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す
︒
時
間
と
い
う
概
念
を
超
え
て
︑
人
間
と
し
て
完
璧
と
言
う
と

語
弊
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
成
果
し
て
い
く
状
態
で
す
︒

キ
リ
ス
ト
教
で
は
死
か
ら
復
活
し
て
い
く
と
い
う
概
念
が
重
要

に
な
っ
て
き
ま
す
︒
静
寂
主
義
に
お
い
て
︑
こ
の
九
番
目
の
神
秘

の
光
の
体
験
を
持
っ
た
人
と
い
う
の
は
︑
死
ぬ
前
に
︑
す
で
に
復

活
を
な
し
得
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

最
後
に
︑
演
劇
芸
術
と
ど
う
い
う
関
わ
り
が
あ
る
の
か
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
補
足
し
ま
す
︒
芸
術
家
た
ち
が
創
造
活
動
︑
ク
リ

エ
ー
テ
ィ
ブ
な
活
動
に
没
頭
し
て
い
る
と
︑
時
間
は
関
係
な
く
人

と
し
て
︑
あ
る
︑
人
を
脱
し
た
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て
い
き
ま
す
︒

さ
ら
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
︑
霊
感
を
得
て
し
ま
っ
た
芸
術
家

は
︑
肉
体
的
な
︑
物
質
的
な
も
の
を
感
じ
な
く
な
っ
て
い
ま
す
︒
そ

の
意
味
で
は
︑
創
造
活
動
︑
ク
リ
エ
ー
テ
ィ
ブ
な
活
動
と
い
う
の

は
宗
教
的
な
活
動
に
も
︑
す
ご
く
似
通
っ
て
い
る
も
の
で
す
︒
言

っ
て
し
ま
え
ば
︑
ほ
ぼ
神
秘
体
験
を
し
て
い
る
状
態
で
す
︒

そ
う
い
う
意
味
で
︑
正
教
会
に
お
け
る
神
秘
主
義
的
︑
ま
た
禁

欲
主
義
的
な
変
容
と
い
う
も
の
が
今
回
の
テ
ー
マ
に
も
合
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
人
た
ち
が
歩
ん
で
き

た
道
と
同
じ
道
を
芸
術
に
お
い
て
も
歩
ん
で
い
く
と
言
え
る
の
で

は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

懺
悔
―
感
覚
を
切
り
替
え
る

鎌
田　

ロ
シ
ア
か
ら
招
待
し
た
お
二
人
の
基
調
講
演
者
の
話
を
終

え
ま
し
た
の
で
︑︑
日
本
側
の
発
表
に
入
る
前
に
︑
切
り
替
え
の
コ

メ
ン
ト
を
差
し
挟
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

私
の
恩
師
は
四
人
い
ま
す
︒
そ
の
中
の
一
人
は
高
橋
巖
と
い
う

美
学
者
で
︑
日
本
に
お
け
る
シ
ュ
タ
イ
ナ
ー
に
つ
い
て
の
最
大
の

紹
介
者
︑
解
説
者
︑
思
想
家
で
す
︒
慶
應
義
塾
大
学
に
お
勤
め
で

し
た
︒
そ
の
高
橋
巖
先
生
か
ら
聞
い
た
非
常
に
印
象
に
残
っ
て
い

る
話
が
今
の
ヤ
ー
チ
ン
先
生
の
話
と
つ
な
が
り
ま
す
︒
そ
れ
は
︑

﹁
懺
悔
﹂
と
い
う
言
葉
を
︑
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
に
な
り

ま
す
︒
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
は
︑﹁
悔
い
改
め
る
﹂
と
一
般
に
は

理
解
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
罪
を
自
覚
し
︑﹁
悔
い
改
め
る
﹂
と
い

う
こ
と
を
高
橋
巖
先
生
は
︑
ギ
リ
シ
ャ
語
の
﹁
メ
タ
ノ
イ
ア
﹂
の

意
味
か
ら
︑﹁
感
覚
を
切
り
替
え
る
こ
と
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
こ

の
と
き
︑
私
の
中
で
さ
っ
と
開
け
た
も
の
が
あ
り
ま
す
︒

ヤ
ー
チ
ン
先
生
は
そ
れ
を
︑﹁
知
性
を
切
り
替
え
る
﹂
と
お
っ
し

ゃ
い
ま
し
た
︒
私
た
ち
が
︑﹁
懺
悔
﹂
と
い
う
言
葉
で
持
っ
て
い
る

イ
メ
ー
ジ
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
と
開
い
て
本
質
の
と
こ
ろ
か
ら

考
え
て
い
く
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

そ
の
と
き
︑
神
秘
主
義
の
辿
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
は
︑
感
覚
や

知
性
を
︑
ど
う
や
っ
て
切
り
替
え
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
︑
シ

フ
ト
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
問
い
に
な
る
︒
こ
れ
は

極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
り
ま
す
︒

そ
れ
は
︑
修
行
者
の
世
界
と
芸
能
者
︑
つ
ま
り
俳
優
た
ち
の
世

界
と
の
間
の
重
要
な
共
通
課
題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
し
︑
後
で
話

し
て
い
た
だ
く
内
田
樹
先
生
を
は
じ
め
武
道
家
た
ち
の
共
通
の
課

題
で
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

ア
ニ
シ
モ
フ
先
生
は
︑﹁
劇
場
を
お
寺
に
す
る
︑
あ
る
い
は
神
社

に
す
る
﹂
と
言
わ
れ
ま
し
た
︒
劇
場
と
は
一
つ
の
寺
院
で
あ
り
︑
寺

院
の
代
わ
り
に
な
る
も
の
だ
と
︒
寺
院
で
行
わ
れ
る
も
の
は
︑
修

道
院
も
寺
院
の
一
つ
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
心
の
修
行
︑
魂
の
修
行

で
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
魂
の
高
み
に
上
っ
て
い
く
か
︑
あ
る

い
は
︑
ど
の
よ
う
に
し
て
魂
を
清
ら
か
に
す
る
か
︑
無
欲
に
し
て

い
く
か
︑
神
と
一
体
に
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
大
変
重
要

な
課
題
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒

そ
れ
は
︑
世
阿
弥
が
生
涯
追
求
し
て
い
た
﹁
花
﹂
と
か
﹁
妙
﹂

の
世
界
と
接
点
を
持
っ
て
い
る
︒
と
い
う
こ
と
で
︑
こ
こ
か
ら
日

本
側
の
発
表
者
四
名
が
迎
え
撃
ち
ま
す
︒
今
行
わ
れ
て
い
る
安
倍

首
相
と
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
戦
い
は
︑
北
方
領
土
な
ど
の
政
治
的

な
帰
属
を
め
ぐ
る
戦
い
で
す
が
︑
私
た
ち
は
︑
も
っ
と
魂
の
交
流

の
戦
い
と
い
う
か
︑
出
逢
い
を
経
験
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

ま
ず
︑
東
京
大
学
教
授
の
松
岡
心
平
先
生
︑
よ
ろ
し
く
お
願
い

し
ま
す
︒
続
い
て
︑
内
田
樹
先
生
に
引
き
継
い
で
も
ら
い
ま
す
︒

講
演
3

世
阿
弥
の
演
劇
法
と
身
心
変
容
技
法

に
つ
い
て

�

松
岡　
心
平

観
客
と
の
関
係
の
中
で
演
劇
を
考
え
る

ロ
シ
ア
の
お
二
方
か
ら
︑
大
変
面
白
い
お
話
を
い
た
だ
き
ま
し

た
︒
私
は
一
応
︑
世
阿
弥
研
究
を
し
て
い
る
と
い
う
側
で
す
の
で
︑

ち
ょ
っ
と
応
答
し
な
が
ら
︑
私
の
世
阿
弥
に
つ
い
て
の
考
え
を
述

べ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
い
ま
す
︒

私
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
を
︑
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い

ほ
ど
読
ん
で
い
な
い
し
︑
理
解
し
て
い
な
い
の
で
す
が
︑
普
通
の

通
俗
的
な
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
理
解
で
言
う
と
︑
感
情
移
入
を

す
る
俳
優
術
を
確
立
し
た
人
み
た
い
な
イ
メ
ー
ジ
が
私
に
は
イ
ン

プ
ッ
ト
さ
れ
て
い
ま
す
︒

そ
う
い
う
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
観
か
ら
す
る
と
今
日
の
お
話

は
と
て
も
新
鮮
で
︑
精
神
主
義
と
い
う
人
間
の
精
神
を
高
め
て
い

く
よ
う
な
問
題
が
︑
実
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
中
心
課
題
で

あ
る
と
い
う
お
話
が
ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん
か
ら
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
︒

ま
た
︑
そ
の
背
景
に
は
ロ
シ
ア
正
教
の
神
秘
主
義
と
い
う
も
の

が
あ
っ
て
︑
そ
の
神
秘
主
義
の
精
神
改
変
の
諸
段
階
に
つ
い
て
︑
ヤ

ー
チ
ン
さ
ん
か
ら
詳
し
く
話
し
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
か
た
ち
に

な
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

そ
う
い
う
と
き
に
︑
迎
え
撃
つ
と
い
う
ふ
う
に
鎌
田
先
生
は
お

っ
し
ゃ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
世
阿
弥
が
そ
う
し
た
精
神
主

義
と
ど
う
い
う
と
こ
ろ
で
接
点
を
持
つ
か
︑
と
い
っ
た
と
き
に
︑
や

は
り
禅
の
問
題
が
大
き
い
と
思
い
ま
す
︒

世
阿
弥
自
身
が
座
禅
を
し
て
︑
か
な
り
禅
の
修
行
を
し
て
い
る

と
思
い
ま
す
︒
五
〇
歳
代
で
の
禅
の
師
匠
の
岐
陽
方
秀
と
い
う
東

福
寺
︵
臨
済
宗
︶
の
お
坊
さ
ん
に
話
を
聞
く
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
て
実
際
に
座
禅
を
し
て
い
る
で
し
ょ
う
し
︑
六
〇
歳
を
機
に
︑
つ

ま
り
︑
彼
の
禅
体
験
が
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
彼
の
演
劇
と
絡
ま
っ
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て
く
る
の
か
と
い
う
問
題
は
︑
と
て
も
興
味
深
い
し
︑
私
自
身
︑
そ

ん
な
に
単
純
に
片
付
け
ら
れ
な
い
と
い
う
か
︑
ま
だ
課
題
と
し
て

残
し
て
い
る
問
題
で
す
︒

そ
う
い
う
と
き
に
︑
た
と
え
ば
ロ
シ
ア
正
教
の
神
秘
主
義
と
禅

と
の
比
較
研
究
み
た
い
な
視
点
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
門
脇
佳
吉
先

生
や
上
田
閑
照
先
生
は
︑
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
と
い
う
︑
一
二
︑
一
三

世
紀
の
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
の
神
秘
思
想
家
と
禅
の
比
較
研
究
を
な

さ
っ
て
い
ま
す
︒
仏
教
の
宗
派
の
中
で
も
︑
や
は
り
禅
の
思
想
な

り
宗
教
体
験
が
神
秘
主
義
と
深
い
接
点
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒
そ
う
い
う
面
で
世
阿
弥
を
理
解

し
て
い
く
︒

実
際
問
題
と
し
て
︑
た
と
え
ば
︑
世
阿
弥
が
﹃
花
鏡
﹄
で
妙
と

い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
︒
精
神
主
義
の
話
に
行
く
と
思
っ
て

い
な
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
︑
今
日
お
渡
し
し
た
資
料
に
は
︑
妙

や
幽
玄
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
出
し
て
い
ま
せ
ん
け
れ

ど
も
︑
世
阿
弥
は
﹃
花
鏡
﹄
の
中
で
︑
妙
と
い
う
言
語
を
絶
し
た

領
域
み
た
い
な
も
の
を
考
え
て
い
る
し
︑
そ
れ
が
演
劇
的
な
体
験

で
あ
る
と
し
て
も
︑
宗
教
体
験
の
中
か
ら
︑
そ
う
い
う
も
の
を
裏

付
け
て
い
こ
う
と
い
う
思
考
は
世
阿
弥
の
中
に
必
ず
あ
る
し
︑
ま

た
そ
れ
は
重
要
な
側
面
で
あ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
︒

一
方
で
︑
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
の
演
出
家

が
日
本
に
や
っ
て
き
て
︑
私
の
友
人
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
ん
で

す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
と
き
に
彼
が
言
っ
て
い
た
こ
と
で
面
白
い
の

は
︑
確
か
に
世
阿
弥
は
︑
一
種
︑
修
道
僧
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
︒

今
日
の
お
話
を
聞
い
て
︑
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
は
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
を
念
頭
に
置
い
て
世
阿
弥
の
修
道
僧
的
な
側
面
を
言
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
︑
い
ま
気
付
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
︒

と
こ
ろ
が
︑
も
う
一
方
で
は
︑
レ
ス
ト
ラ
ン
の
支
配
人
の
側
面

も
あ
る
と
︒
つ
ま
り
︑
今
日
食
事
に
来
る
客
は
︑
ど
う
い
う
ふ
う

に
お
な
か
が
す
い
て
い
る
の
か
︒
中
華
料
理
が
食
べ
た
い
の
か
︑
西

洋
料
理
が
食
べ
た
い
の
か
︒
お
な
か
が
す
い
て
い
る
の
か
︑
す
い

て
い
な
い
の
か
︒

世
阿
弥
と
い
う
演
劇
人
を
︑
他
者
を
気
に
掛
け
る
側
面
と
︑
精

神
を
高
め
て
い
っ
て
修
道
僧
に
な
る
側
面
を
ど
ち
ら
も
持
っ
て
い

る
稀
有
な
人
だ
︑
と
い
う
わ
け
で
す
︒
ど
ち
ら
か
に
傾
い
て
し
ま

っ
て
一
つ
の
極
し
か
持
た
な
い
演
劇
人
が
多
い
け
れ
ど
も
︑
世
阿

弥
は
︑
ど
ち
ら
も
大
切
だ
と
言
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
︒

そ
こ
が
重
要
で
︑
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
た
演
劇
人
は
い
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

の
中
で
言
っ
て
い
ま
し
た
︒
私
は
︑
そ
れ
は
非
常
に
重
要
な
指
摘

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

レ
ス
ト
ラ
ン
の
支
配
人
の
側
面
と
い
う
の
は
︑
つ
ま
り
観
客
を
︑

ど
う
相
手
に
し
て
い
く
か
と
い
う
思
考
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
の
側
面

を
抜
き
に
し
て
世
阿
弥
の
こ
と
は
語
れ
な
い
だ
ろ
う
し
︑
ま
た
︑
そ

れ
が
世
阿
弥
の
と
て
も
重
要
な
側
面
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

レ
ジ
ュ
メ
に
世
阿
弥
の
思
考
の
特
色
を
書
い
て
お
き
ま
し
た
け

れ
ど
も
︑
観
客
か
ら
の
見
え
方
を
中
心
に
し
て
演
劇
を
捉
え
る
こ

と
︒
今
日
︑
花
の
概
念
の
こ
と
が
何
回
か
出
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑

花
と
い
う
の
は
︑
役
者
が
精
神
を
集
中
し
て
い
っ
て
役
者
か
ら
発

散
し
て
い
く
も
の
と
い
う
面
か
ら
す
れ
ば
精
神
主
義
的
な
一
つ
の

極
み
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
︑
や
は
り
世
阿
弥
の
花

の
本
質
は
観
客
の
感
動
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
︒

観
客
が
役
者
の
演
技
と
出
会
っ
て
︑
そ
こ
で
花
が
咲
く
と
い
う
︑

そ
れ
は
︑
ど
ち
ら
か
一
方
が
持
つ
も
の
で
も
な
く
て
︑
観
客
と
演

者
が
出
会
う
と
こ
ろ
に
花
が
咲
く
と
い
う
︑
そ
う
い
う
も
の
が
花

で
あ
る
と
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
︒

そ
こ
に
お
い
て
観
客
の
要
素
は
絶
対
に
外
せ
な
い
︒
だ
か
ら
観

客
が
︑
お
な
か
が
す
い
て
い
た
り
眠
か
っ
た
り
し
た
ら
︑
い
か
に

演
者
が
精
神
的
に
高
い
オ
ー
ラ
を
発
し
て
い
て
も
︑
そ
こ
に
は
花

は
な
い
と
い
う
の
が
世
阿
弥
の
結
論
で
あ
る
わ
け
で
す
︒

そ
う
い
う
こ
と
を
特
に
大
事
に
す
る
思
考
を
根
本
に
置
い
て
︑
つ

ま
り
観
客
論
を
元
に
し
て
演
劇
を
考
え
て
い
っ
た
の
は
︑
た
ぶ
ん

世
阿
弥
が
世
界
最
初
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒
そ
う

い
う
と
こ
ろ
が
世
阿
弥
の
︑
あ
る
種
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
一
つ
は
強
調
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

も
ち
ろ
ん
世
阿
弥
も
︑
や
は
り
精
神
的
な
生
活
と
い
う
︑
日
常

生
活
が
演
劇
の
現
場
に
出
て
く
る
わ
け
だ
か
ら
行
住
坐
臥
の
生
活

を
大
切
に
し
な
さ
い
と
言
っ
て
い
て
︑
精
神
修
養
的
な
面
も
﹃
花

鏡
﹄
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
︒
世
阿
弥
自
身
︑
非

常
に
真
面
目
な
人
で
︑
そ
ん
な
に
エ
ピ
キ
ュ
リ
ア
ン
で
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
︒

け
れ
ど
も
︑
い
ざ
演
劇
に
立
ち
向
か
う
と
き
に
は
観
客
と
い
う

も
の
が
い
て
︑
今
日
の
聴
衆
の
皆
さ
ん
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
︑
皆

さ
ん
と
私
と
の
間
で
で
き
あ
が
る
も
の
が
結
局
は
一
番
大
事
で
あ

っ
て
︑
世
阿
弥
は
そ
の
観
客
の
視
点
か
ら
常
に
考
え
て
い
く
︒

﹁
離
見
の
見
﹂
と
い
う
︑
世
阿
弥
の
最
高
の
思
考
を
示
す
概
念
と

い
う
か
考
え
が
あ
り
ま
す
︒﹁
離
見
の
見
﹂
と
は
何
か
と
い
う
と
︑

私
が
演
台
か
ら
見
て
い
る
の
は
我
見
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
ね
︒
私

の
目
は
前
し
か
見
ら
れ
な
い
︒
そ
し
て
人
間
と
い
う
の
は
︑
ど
う

い
う
わ
け
か
後
ろ
は
絶
対
に
見
ら
れ
な
い
︒
後
ろ
か
ら
の
視
点
は
︑

自
分
で
は
絶
対
に
持
ち
得
な
い
︒
我
見
と
い
う
の
は
前
︑
せ
い
ぜ

い
横
ぐ
ら
い
ま
で
し
か
見
え
な
い
わ
け
で
す
︒
で
す
か
ら
︑
私
は

我
見
で
皆
さ
ん
の
こ
と
を
見
て
い
る
︒

我
見
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
︑
そ
の
私
に
と
っ
て
︑
も
う
一
つ
︑

観
客
に
同
化
し
て
後
ろ
か
ら
自
分
を
見
て
い
る
視
点
が
必
要
だ
︒

そ
れ
は
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
か
と
い
う
と
︑﹁
見
所

同
心
の
見
﹂
と
い
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
︒

つ
ま
り
観
客
︑
聴
衆
の
視
線
を
内
面
化
し
て
︑
そ
の
視
線
で
も
っ

て
自
分
を
後
ろ
か
ら
見
る
と
い
う
の
が
︑
も
う
一
つ
の
視
点
で
あ

っ
て
︑
自
分
を
客
観
視
す
る
と
い
う
か
︑
後
ろ
か
ら
見
る
視
点
が

﹁
離
見
の
見
﹂
な
わ
け
で
す
︒

で
す
か
ら
︑
我
見
と
離
見
が
合
わ
さ
っ
て
﹁
離
見
の
見
﹂
と
い

う
︑
つ
ま
り
二
重
性
を
生
き
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
の
が
世

阿
弥
の
思
考
で
す
︒
つ
ま
り
︑﹁
離
見
の
見
﹂
説
と
い
う
︑
世
阿
弥

の
一
番
高
み
に
あ
る
思
考
も
︑
や
は
り
観
客
の
見
を
わ
が
も
の
と

し
て
︑
そ
れ
で
も
っ
て
後
ろ
か
ら
見
な
さ
い
と
い
う
よ
う
な
︑
観

客
と
の
関
係
の
中
で
演
劇
を
考
え
る
と
い
う
の
が
世
阿
弥
的
思
考

の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
ん
で
す
ね
︒

俳
優
の
教
育
シ
ス
テ
ム

も
う
一
つ
は
︑
こ
れ
は
︑
た
ぶ
ん
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
重

な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
俳
優
の
教
育
が
命
で
あ
る
と
い
う

こ
と
︒
俳
優
が
高
ま
っ
て
い
く
こ
と
も
含
め
て
︑
俳
優
の
教
育
シ

ス
テ
ム
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
︑
た
ぶ
ん
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

は
考
え
て
い
た
と
思
い
ま
す
︒
世
阿
弥
も
同
じ
で
す
︒
こ
ち
ら
の

方
が
重
要
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
︒

﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
役
者
の
生
涯
教
育
の
シ
ス
テ
ム
を
持
ち
出
し
て
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い
ま
す
ね
︒
そ
の
第
一
条
﹁
年
来
稽
古
条
々
﹂
で
︑
七
歳
で
稽
古

始
め
を
し
て
︑
一
二
︑
一
三
歳
の
と
き
に
は
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に

し
な
さ
い
︒
一
七
︑
一
八
歳
に
な
る
と
声
が
変
わ
る
か
ら
︑
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
気
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
︒
二
四
︑
二
五
歳

に
な
る
と
青
年
役
者
の
出
発
点
で
︑
そ
こ
で
は
自
分
は
偉
い
ん
だ

と
思
っ
て
︑
う
ぬ
ぼ
れ
て
し
ま
う
か
ら
気
を
付
け
て
突
破
し
な
け

れ
ば
い
け
な
い
︒
三
四
︑
三
五
歳
が
一
番
ピ
ー
ク
で
あ
っ
て
︑
四

四
︑
四
五
歳
に
な
る
と
下
っ
て
行
く
一
方
で
︑
五
〇
歳
に
な
る
と

﹁
せ
ぬ
な
ら
で
は
手
だ
て
あ
る
ま
じ
﹂
と
言
っ
て
︑
彼
の
生
涯
教
育

シ
ス
テ
ム
は
完
結
し
ま
す
︒

な
ぜ
︑
五
二
︑
五
三
歳
で
完
結
す
る
か
と
い
う
と
︑
お
父
さ
ん

の
観
阿
弥
が
五
二
歳
で
亡
く
な
っ
た
か
ら
な
ん
で
す
ね
︒
つ
ま
り
︑

お
父
さ
ん
の
観
阿
弥
が
俳
優
と
し
て
目
指
す
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ

れ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
︑
も
う
モ
デ
ル
が
な
く
な
っ
て
し
ま

う
と
い
う
こ
と
が
世
阿
弥
に
起
こ
る
わ
け
で
す
︒

で
す
か
ら
︑
世
阿
弥
の
五
〇
代
以
降
の
努
力
と
い
う
の
は
︑
モ

デ
ル
の
な
い
と
こ
ろ
で
︑
ど
う
や
っ
て
自
分
の
理
想
的
な
俳
優
の

在
り
方
を
構
築
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
の
工
夫
な
ん
で
す
ね
︒
そ

こ
で
︑﹃
花
鏡
﹄
の
よ
う
な
︑
六
〇
何
歳
で
の
能
楽
論
み
た
い
な
も

の
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
︒

と
に
か
く
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
俳
優
と
い
う
も
の
が
︑
能
の
場

合
は
七
歳
ぐ
ら
い
が
稽
古
始
め
で
︑
い
ま
で
は
五
歳
ぐ
ら
い
か
ら

舞
台
に
出
ま
す
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
か
ら
生
涯
に
わ
た
っ
て
稽
古
と

い
う
か
︑
俳
優
と
し
て
の
成
熟
を
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な

い
︒
そ
れ
を
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
実
現
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
︒

そ
れ
が
う
ま
く
い
け
ば
役
者
が
育
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
︑
そ

う
す
る
と
座
が
繁
栄
し
て
自
分
た
ち
は
食
べ
て
い
け
る
︒

そ
こ
で
︑
ま
た
レ
ス
ト
ラ
ン
の
支
配
人
の
話
に
な
る
ん
で
す
け

れ
ど
も
︑
座
が
食
べ
て
い
け
る
こ
と
を
世
阿
弥
は
一
番
重
要
に
思

っ
て
い
て
︑
座
を
食
べ
て
い
か
せ
る
た
め
に
は
俳
優
を
育
て
な
け

れ
ば
い
け
な
い
︑
そ
の
た
め
に
は
俳
優
の
稽
古
論
を
自
分
が
ち
ゃ

ん
と
書
い
て
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
駄
目
だ
と
い
う
ふ
う
な
思
考

の
中
で
︑
世
阿
弥
の
俳
優
の
修
行
論
と
い
う
の
は
書
か
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

今
日
の
レ
ジ
ュ
メ
の
世
阿
弥
の
思
考
の
3
の
と
こ
ろ
︑
何
を
述

べ
て
も
結
局
は
稽
古
論
に
戻
っ
て
く
る
︑
俳
優
の
教
育
シ
ス
テ
ム

を
中
心
に
置
い
て
考
え
る
と
い
う
世
阿
弥
の
思
考
︒
で
す
か
ら
︑
二

曲
三
体
と
か
九
位
と
い
う
よ
う
な
︑
い
ろ
い
ろ
な
演
技
の
体
系
や

芸
位
論
の
シ
ス
テ
ム
み
た
い
な
こ
と
を
世
阿
弥
は
考
え
る
の
で
す

け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
純
粋
な
演
技
体
系
︑
純
粋
な
芸
位
論
で
は
な

く
て
︑
常
に
役
者
が
︑
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
︑
ど
う
い
う
ふ
う

に
稽
古
を
積
ん
で
︑
ど
う
い
う
ふ
う
な
役
者
に
な
っ
て
い
く
か
と

い
う
こ
と
を
目
指
す
た
め
の
演
技
体
系
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
芸
位

論
で
あ
る
と
い
う
か
た
ち
に
︑
世
阿
弥
の
場
合
は
す
べ
て
が
な
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
︑
修
道
僧
み
た
い
な
側
面
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
こ
と
と
︑
レ
ス
ト
ラ
ン
の
支
配
人
の
一
面
が
な
け
れ
ば
い
け

な
い
と
い
う
︑
こ
れ
は
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
が
言
っ
た
こ
と
で

す
が
︑
そ
の
ど
ち
ら
に
も
偏
っ
て
は
い
け
な
い
︒
つ
ま
り
バ
ラ
ン

ス
を
保
っ
て
人
間
を
捉
え
て
い
く
と
い
う
思
考
が
常
に
世
阿
弥
に

は
は
た
ら
き
ま
す
︒
一
元
論
に
は
︑
絶
対
に
い
か
な
い
の
で
す
ね
︒

世
阿
弥
の
娘
婿
の
金
春
禅
竹
の
方
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に

あ
る
意
味
で
は
近
い
か
も
し
れ
な
い
︒
彼
自
身
も
非
常
に
宗
教
的

な
人
間
で
︑
歓
喜
天
信
仰
を
自
分
は
昔
か
ら
持
っ
て
い
る
と
か
︑
と

に
か
く
彼
の
書
い
た
も
の
を
見
る
と
稽
古
論
と
い
う
よ
り
も
宇
宙

論
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
ね
︒

宇
宙
の
シ
ス
テ
ム
は
こ
う
だ
か
ら
︑
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
舞

台
の
シ
ス
テ
ム
と
い
う
の
は
︑
こ
う
な
る
ん
だ
と
い
う
か
た
ち
で

彼
は
思
考
し
て
い
き
ま
す
か
ら
︑
金
春
禅
竹
の
方
が
︑
む
し
ろ
一

元
的
な
思
考
に
な
っ
て
い
く
︒
つ
ま
り
︑
世
阿
弥
の
二
元
的
な
思

考
が
出
て
き
て
︑
そ
れ
を
逆
転
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
金
春
禅
竹

の
一
元
的
な
思
考
が
出
て
く
る
︒

む
か
し
︑
デ
カ
ル
ト
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
対
と
世
阿
弥
・
禅
竹
の
対

を
対
比
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二

元
論
が
出
て
き
て
ス
ピ
ノ
ザ
の
一
元
思
想
と
い
う
も
の
が
出
て
く

る
よ
う
に
︑
世
阿
弥
と
金
春
禅
竹
の
間
で
思
想
的
な
ス
ト
ラ
グ
ル

と
い
う
か
︑
二
元
論
に
対
抗
し
て
一
元
論
が
出
て
く
る
よ
う
な
一

つ
の
流
れ
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を

考
え
ま
す
︒

﹁
離
見
の
見
﹂
で
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
︑
世
阿
弥
は
︑
演
者
が

一
元
的
な
状
態
に
な
る
こ
と
を
拒
否
す
る
わ
け
で
す
ね
︒
演
者
の

見
に
し
て
も
︑
自
分
が
見
て
い
る
見
と
︑
も
う
一
つ
︑
後
ろ
か
ら

見
て
い
る
見
の
二
重
の
状
態
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

い
う
よ
う
な
種
類
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
な
局
面
で
求
め
て
い
き
ま

す
︒た

と
え
ば
﹃
花
鏡
﹄
の
﹁
動
十
分
心
︑
動
七
分
身
﹂︒
演
じ
て
い

る
役
者
の
心
の
は
た
ら
か
せ
方
と
体
の
は
た
ら
か
せ
方
で
︑
や
は

り
食
い
違
い
が
あ
る
︒
心
は
十
分
に
は
た
ら
か
せ
る
の
だ
け
れ
ど

も
︑
身
体
は
七
分
に
抑
制
す
る
よ
う
に
は
た
ら
か
せ
る
︒
そ
う
す

る
と
︑
余
っ
た
三
分
が
観
客
の
方
に
届
い
て
観
客
に
感
動
を
与
え

る
︒
こ
こ
で
も
心
と
体
の
二
元
思
考
が
は
た
ら
い
て
い
ま
す
︒

ま
た
︑
こ
う
も
言
っ
て
い
ま
す
︒
強
く
身
を
は
た
ら
か
せ
れ
ば

緩
く
足
を
踏
み
︑
強
く
足
を
踏
め
ば
緩
く
身
を
動
か
せ
︒
激
し
く

体
を
動
か
し
た
と
き
に
は
足
踏
み
は
緩
く
や
れ
と
い
う
こ
と
で
す

ね
︒
け
れ
ど
も
︑
足
踏
み
を
強
く
す
る
と
今
度
は
体
の
方
を
緩
く

動
か
せ
と
︒

常
に
︑
そ
う
い
う
ふ
う
に
二
元
的
な
状
態
と
い
う
か
︑
分
裂
状

況
に
役
者
を
置
い
て
い
く
と
い
う
思
考
が
世
阿
弥
に
は
た
ら
い
て

い
る
し
︑
ま
た
そ
れ
は
役
者
の
在
り
方
に
対
す
る
鋭
い
洞
察
だ
と

思
い
ま
す
︒

能
役
者
の
身
体
の「
構
え
」

感
情
移
入
的
な
演
技
を
す
る
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇
に
対
し
て
日
本

の
演
劇
と
い
う
の
は
︑
一
種
︑
型
の
演
劇
と
言
い
ま
す
か
︑
要
す

る
に
︑
人
間
の
感
情
だ
と
か
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
︑
あ
る
型
を

つ
く
っ
て
お
い
て
︑
そ
の
型
を
徹
底
的
に
仕
込
ん
で
︑
そ
の
型
か

ら
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
︑
そ
の
役
者
の
深
い
感
情
な
り
個
性
が
発

現
す
る
か
に
か
け
よ
う
と
し
ま
す
︒

そ
れ
は
︑
ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん
が
言
わ
れ
た
潜
在
意
識
の
問
題
と

重
な
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
ね
︒
そ
の
深
い
自
己
が
発
現
し
た
と

き
に
能
の
面
白
さ
と
い
う
の
は
出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
︒
そ
れ
は

役
者
ご
と
に
千
差
万
別
で
︑
千
差
万
別
の
面
白
さ
が
役
者
か
ら
出

て
く
る
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
は
能
を
見
て
同
じ
演
目
で
も
︑
今
日
の

﹃
葵
上
﹄
は
︑
こ
の
役
者
だ
か
ら
︑
こ
う
い
う
﹃
葵
上
﹄
に
な
る
︒

そ
れ
は
︑
ど
こ
の
演
劇
で
も
あ
る
部
分
同
じ
で
し
ょ
う
け
れ
ど
も
︑

こ
の
役
者
は
︑
こ
う
い
う
ふ
う
に
︑
も
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
い
け

る
だ
ろ
う
と
か
︑
そ
う
い
う
か
た
ち
で
能
を
見
る
わ
け
で
す
︒
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感
情
移
入
み
た
い
な
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
い
演
技
と
い
う
も
の

が
世
阿
弥
の
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
か
︑
世
阿
弥
は
︑
そ

れ
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
能
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
だ

と
思
う
の
で
す
︒
そ
れ
が
結
局
は
︑
能
役
者
の
身
体
の
﹁
構
え
﹂

と
い
う
︑
腰
に
ぐ
っ
と
力
を
入
れ
て
︑
手
も
︑
こ
ん
な
感
じ
で
ひ

っ
く
り
返
す
と
︑
も
う
私
な
ん
か
は
息
が
上
が
っ
て
︑
ほ
と
ん
ど

普
通
に
歩
け
な
い
ん
で
す
ね
︒
す
り
足
を
す
る
し
か
な
い
と
い
う

か
た
ち
に
な
っ
て
い
き
ま
す
︒

面
を
付
け
た
演
劇
で
︑
特
に
女
性
の
面
は
目
の
穴
が
小
さ
い
で

す
か
ら
︑
ほ
と
ん
ど
下
は
見
え
な
い
わ
け
で
︑
し
よ
う
が
な
く
て
︑

す
り
足
を
す
る
と
い
う
側
面
は
︑
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
︑
そ
う
い
う
機
能
的
な
側
面
だ
け
で
は
な
く
て
役
者
の
内
的

集
中
と
い
う
か
︑
そ
う
い
う
も
の
を
構
え
と
い
う
一
元
的
な
身
体

で
実
現
し
て
い
ま
す
︒

女
性
を
や
る
と
き
も
︑
鬼
を
や
る
と
き
も
︑
神
様
を
や
る
と
き

も
︑
普
通
の
老
人
を
や
る
と
き
も
︑
全
部
同
じ
身
体
で
済
ま
せ
て

い
き
ま
す
︒
構
え
の
微
妙
な
違
い
み
た
い
な
も
の
は
出
て
く
る
け

れ
ど
も
︑
一
元
的
な
身
体
に
し
て
し
ま
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
演
技
を

始
め
ま
す
か
ら
︑
個
々
人
の
感
情
の
流
れ
や
真
情
の
吐
露
み
た
い

な
と
こ
ろ
か
ら
演
技
を
発
現
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
︑
ま
っ
た

く
あ
り
得
な
い
︒
逆
に
︑
別
の
虚
構
の
身
体
を
つ
く
っ
て
し
ま
う

と
い
う
こ
と
を
能
は
や
り
ま
す
︒

そ
う
い
う
構
え
の
身
体
み
た
い
な
も
の
が
非
リ
ア
リ
ズ
ム
演
劇

と
し
て
の
能
を
形
成
し
て
い
る
わ
け
で
す
︒
そ
れ
は
︑
や
は
り
世

阿
弥
に
よ
っ
て
︑
ま
ず
は
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
か
︑
世

阿
弥
の
﹃
花
鏡
﹄
を
見
て
い
る
と
︑
そ
う
い
う
非
リ
ア
リ
ズ
ム
の

構
え
の
身
体
を
つ
く
っ
て
い
く
よ
う
な
運
動
性
あ
る
い
は
基
本
ベ

ク
ト
ル
が
︑
世
阿
弥
の
能
楽
論
か
ら
見
え
て
く
る
の
で
す
︒

今
日
の
レ
ジ
ュ
メ
の
構
え
の
問
題
の
表
現
的
身
体
と
い
う
と
こ

ろ
で
す
け
れ
ど
も
︑
以
前
︑
野
村
萬
斎
さ
ん
と
対
談
し
た
と
き
に
︑

フ
ラ
メ
ン
コ
が
能
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を

言
い
ま
し
た
︒

私
は
︑
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ガ
デ
ス
と
い
う
昔
の
ス
ペ
イ
ン
の
フ
ラ

ン
コ
・
ダ
ン
サ
ー
が
と
て
も
好
き
で
︑
観
世
寿
夫
と
い
う
名
手
が

い
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
観
世
寿
夫
の
美
し
さ
と
対
比
で
き

る
の
は
ア
ン
ト
ニ
オ
・
ガ
デ
ス
だ
け
だ
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
︒

フ
ラ
メ
ン
コ
の
身
体
と
能
の
身
体
と
い
う
の
は
︑
と
て
も
近
い

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
︑
フ
ラ
メ
ン
コ
も
ジ
プ
シ
ー
の
人
た
ち
の
実
演

を
︑
ち
ょ
っ
と
見
た
ぐ
ら
い
で
し
か
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
ギ

タ
ー
だ
と
か
︑
そ
れ
か
ら
︑
い
す
が
立
ち
並
ん
で
い
て
︑
そ
こ
に

ダ
ン
サ
ー
も
座
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
︒
そ
れ
で
︑
ぱ
っ
と
急
に
立

ち
上
が
っ
た
と
き
に
︑
す
で
に
フ
ラ
メ
ン
コ
の
身
体
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
と
こ
ろ
が
︑
と
て
も
面
白
く
て
︒

野
村
萬
斎
さ
ん
が
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
︑
こ
れ
か
ら
小
舞
を

や
り
ま
す
と
言
っ
た
と
き
に
︑
ふ
っ
と
構
え
を
し
た
途
端
に
身
体

の
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
て
︑
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
︑
あ
る
種
︑
虚
構

の
身
体
が
で
き
て
︑
そ
こ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
︑
そ
の
感
覚
と
い

う
の
は
︑
た
ぶ
ん
フ
ラ
メ
ン
コ
に
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は

思
う
の
で
す
︒

そ
の
身
体
の
ス
イ
ッ
チ
み
た
い
な
も
の
が
構
え
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
︑
そ
れ
を
目
指
し
て
能
は
進
化
し
て
い
く
︒
世
阿
弥
の
と
き

に
は
︑
ま
だ
︑
そ
の
構
え
の
身
体
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
ん
で
す

け
れ
ど
も
︑
世
阿
弥
か
ら
一
五
〇
年
ぐ
ら
い
た
っ
た
能
役
者
が
構

え
を
発
見
し
て
い
っ
て
︑
現
在
は
︑
そ
の
基
本
身
体
の
も
と
で
演

じ
ら
れ
て
い
る
︒

い
ま
は
完
全
に
一
元
的
な
構
え
で
す
け
れ
ど
も
︑
室
町
末
期
ぐ

ら
い
だ
と
︑
ま
だ
女
性
な
ら
ば
女
性
ら
し
さ
の
リ
ア
ル
な
も
の
を

目
指
す
と
い
う
身
体
が
︑
ま
だ
残
っ
て
い
た
ん
で
す
が
︑
だ
ん
だ

ん
︑
そ
れ
が
非
常
に
抽
象
的
な
︑
一
元
的
な
身
体
に
な
っ
て
い
く

の
が
能
の
歴
史
な
ん
で
す
ね
︒

そ
の
構
え
的
な
身
体
を
︑
世
阿
弥
は
ど
う
つ
か
ま
え
て
い
る
か

と
い
う
こ
と
が
﹃
花
鏡
﹄
の
﹁
動
十
分
心
︑
動
七
分
身
﹂
と
い
う

と
こ
ろ
︑
そ
れ
か
ら
︑﹁
万
能
を
一
心
に
綰つ

な

ぐ
事
﹂
と
あ
り
ま
す
︒

﹁
ま
ず
二
曲
を
は
じ
め
と
し
て
︑
立
ち
は
た
ら
き
︑
物
ま
ね
の
い

ろ
い
ろ
︑
こ
と
ご
と
く
皆
︑
身
に
な
す
態
な
り
︒
せ
ぬ
と
こ
ろ
と

申
す
は
︑
そ
の
隙ひ

ま

な
り
︒
こ
の
隙ひ
ま

は
何
と
て
面
白
き
ぞ
と
見
る
と

こ
ろ
︑
こ
れ
は
︑
油
断
な
く
心
を
つ
な
ぐ
性
根
な
り
︒
舞
を
舞
い

や
む
隙ひ

ま

︑
音
曲
を
謡
い
や
む
と
こ
ろ
︑
そ
の
ほ
か
︑
言
葉
︑
物
ま

ね
︑
あ
ら
ゆ
る
品
々
の
隙ひ

ま

々
に
心
を
捨
て
ず
し
て
︑
用
心
を
持
つ

内
心
な
り
︒
こ
の
内
心
の
感
︑
外
に
匂
い
て
面
白
き
な
り
﹂

あ
る
種
の
内
的
な
集
中
力
み
た
い
な
も
の
が
内
心
の
感
で
︑
そ

れ
が
外
に
匂
っ
て
い
っ
て
︑
観
客
に
と
っ
て
の
面
白
さ
に
な
る
の

だ
と
︒
け
れ
ど
も
︑
あ
い
つ
に
内
心
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
見
ら

れ
て
し
ま
う
と
駄
目
だ
と
言
い
ま
す
︒﹁
よ
そ
に
見
え
て
は
悪
か
る

べ
し
︒
も
し
見
え
ば
︑
そ
れ
は
態
に
な
る
べ
し
﹂︒
内
心
の
演
技
み

た
い
な
も
の
を
や
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
と
最
悪
な
わ
け
で
す
ね
︒

そ
う
い
う
も
の
を
観
客
に
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
︑
で
も
内
心
の
︑

も
の
す
ご
い
集
中
み
た
い
な
も
の
を
持
っ
て
︑
そ
の
集
中
が
︑
演

技
が
や
む
隙ひ

ま

に
︑
ふ
と
出
て
︑
観
客
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
と
︒
そ
れ
を
万
能
を
一
心
に
つ
な
ぐ
感
力
と
い
う
ふ
う

に
︑
世
阿
弥
が
力
と
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
︒

能
は
謡
が
す
べ
て

そ
の
よ
う
な
集
中
力
は
︑
実
は
謡
の
方
に
も
あ
る
わ
け
で
す
ね
︒

﹃
花
鏡
﹄
の
第
一
項
は
︑﹁
一
調
二
機
三
声
﹂
と
い
う
謡
に
関
す
る

注
意
で
︑﹃
花
鏡
﹄
の
第
二
項
は
︑﹁
動
十
分
心
︑
動
七
分
身
﹂
と

い
う
動
作
に
関
す
る
注
意
で
す
︒
動
作
に
関
す
る
注
意
は
︑
万
能

を
一
心
に
つ
な
ぐ
と
い
う
内
心
の
集
中
力
み
た
い
な
も
の
を
持
っ

て
い
て
︑
そ
れ
で
外
に
表
す
動
作
は
︑
内
心
の
十
と
は
釣
り
合
わ

な
い
七
に
抑
制
し
た
体
の
動
か
し
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
︒

そ
れ
が
動
作
に
関
す
る
第
二
項
の
注
意
で
あ
っ
て
︑
第
一
項
は

謡
に
関
す
る
注
意
な
ん
で
す
ね
︒
こ
の
謡
に
関
す
る
注
意
が
第
一

項
に
出
て
く
る
と
い
う
の
が
︑
と
て
も
重
要
で
︑
実
は
︑
能
と
い

う
の
は
謡
が
す
べ
て
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
ぐ
ら
い
に
謡
が
重

要
で
す
︒

能
の
お
仕
舞
と
い
う
の
を
舞
台
で
や
る
と
き
に
︑
こ
れ
は
素
人

で
も
や
る
ん
で
す
け
ど
︑
プ
ロ
は
も
ち
ろ
ん
や
り
ま
す
け
れ
ど
も
︑

そ
の
と
き
に
扇
を
前
に
し
て
一
句
︑
何
か
を
謡
っ
て
︑
そ
れ
か
ら

立
っ
て
舞
う
ん
で
す
ね
︒

何
で
︑
あ
そ
こ
で
謡
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
う
と
︑
謡

を
謡
う
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
が
再
組
織
さ
れ
る
︑
つ
ま
り
身
体
の

ス
イ
ッ
チ
が
入
る
わ
け
で
す
︒
小
舞
を
萬
斎
さ
ん
が
イ
ギ
リ
ス
で

や
っ
た
と
き
に
︑
構
え
で
ス
イ
ッ
チ
が
入
っ
た
よ
う
に
︑
謡
を
や

る
こ
と
に
よ
っ
て
能
の
身
体
が
再
組
織
さ
れ
て
別
の
身
体
に
移
行

で
き
る
ん
で
す
ね
︒
も
し
謡
を
謡
わ
ず
に
舞
を
舞
え
と
言
わ
れ
た

ら
︑
能
役
者
は
と
て
も
困
る
と
思
い
ま
す
︒
だ
か
ら
必
ず
謡
を
や
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っ
て
か
ら
舞
を
舞
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
︒

そ
の
と
き
に
︑﹁
一
調
二
機
三
声
﹂
の
二
機
が
問
題
で
︑
機
と
い

う
の
は
チ
ャ
ン
ス
と
い
う
意
味
と
根
底
的
な
気
合
の
よ
う
な
︑
そ

れ
が
掛
け
言
葉
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
機
と
い
う
の
は
︑
実
は
禅
の

言
葉
︑
あ
る
い
は
仏
教
用
語
の
機
と
い
う
言
葉
が
転
用
さ
れ
て
い

る
の
で
す
が
︑
一
つ
は
チ
ャ
ン
ス
で
︑
一
つ
は
気
合
と
言
っ
て
も

い
い
と
思
い
ま
す
︒

世
阿
弥
は
︑
息
は
切
れ
て
も
い
い
け
れ
ど
も
︑
気
は
絶
や
す
な

と
も
言
っ
て
い
ま
す
︒
息
継
ぎ
の
と
こ
ろ
で
息
は
切
れ
る
け
れ
ど

も
︑
そ
の
間
に
気
は
連
続
す
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
て
︑

そ
れ
は
つ
ま
り
︑
内
心
の
レ
ベ
ル
の
深
い
気
合
み
た
い
な
も
の
が

連
続
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
ね
︒

一
調
で
調
子
を
取
っ
て
︑
そ
れ
か
ら
機
と
い
う
︑
内
心
の
気
合

が
︑
ぐ
っ
と
出
て
き
て
︑
そ
れ
が
チ
ャ
ン
ス
を
見
つ
け
た
と
き
に

一
気
に
声
に
な
っ
て
出
る
と
い
う
の
で
︑
単
に
声
が
出
る
前
に
︑
そ

れ
だ
け
の
準
備
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
が
﹁
一
調

二
機
三
声
﹂
な
ん
で
す
が
︑
そ
の
と
き
に
︑
や
っ
ぱ
り
機
と
い
う

こ
と
で
内
心
の
集
中
力
と
い
う
か
︑
そ
う
い
う
も
の
が
世
阿
弥
の

中
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

で
す
か
ら
︑
後
期
世
阿
弥
の
﹃
花
鏡
﹄
に
な
る
と
︑﹃
風
姿
花

伝
﹄
で
は
︑
つ
か
ま
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
な
内
的
な
集
中

力
み
た
い
な
も
の
が
つ
か
ま
え
ら
れ
る
︒
そ
し
て
ま
た
同
時
に
︑
物

ま
ね
論
で
は
二
曲
三
体
と
い
う
ふ
う
に
︑
一
〇
種
類
ぐ
ら
い
あ
っ

た
物
ま
ね
が
三
つ
の
類
型
に
ま
と
ま
っ
て
い
っ
て
︑
そ
れ
が
最
終

的
に
は
構
え
と
い
う
一
つ
の
身
体
に
な
っ
て
い
く
ん
で
す
け
れ
ど

も
︑
そ
う
い
う
か
た
ち
で
︑
ど
う
も
世
阿
弥
の
と
こ
ろ
で
現
在
の

能
の
身
体
の
基
本
ベ
ク
ト
ル
が
置
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
私
の
考
え
で
す
︒

こ
れ
が
︑
能
と
い
う
演
劇
を
非
リ
ア
リ
ズ
ム
の
方
に
持
っ
て
い

く
一
番
の
ポ
イ
ン
ト
に
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
︑
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う

に
仮
面
劇
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
す
が
︑
も
う
一
つ
は
︑
異
界
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
演
劇
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

つ
ま
り
能
と
い
う
の
は
︑
と
く
に
世
阿
弥
が
つ
く
り
上
げ
た
複

式
夢
幻
能
は
︑
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
︑
亡
霊
が

出
て
く
る
わ
け
で
す
ね
︒
主
人
公
と
し
て
異
界
の
亡
霊
が
出
て
き

て
︑
そ
れ
が
成
仏
し
て
い
く
か
︑
し
て
い
か
な
い
か
と
い
う
よ
う

な
劇
で
あ
っ
て
︑
常
に
異
界
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
る
身
体
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
も
非
常
に
大
き
い
︒

も
う
一
つ
︑
日
本
の
文
化
史
で
考
え
た
場
合
︑
そ
う
い
う
型
の

演
劇
み
た
い
な
も
の
が
何
で
出
て
く
る
か
と
い
っ
た
と
き
に
︑
た

と
え
ば
藤
原
定
家
が
歌
を
詠
む
と
き
に
︑
わ
が
身
を
在
源
業
平
に

な
し
て
詠
む
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
︒
つ
ま
り
︑
現

在
の
自
分
の
心
情
吐
露
を
歌
に
す
る
の
で
は
な
い
や
り
方
で
す
︒

﹃
万
葉
集
﹄
な
ど
で
は
︑
心
情
吐
露
が
︑
そ
の
ま
ま
歌
に
な
っ
て

出
て
く
る
の
で
す
が
︑﹃
古
今
集
﹄
以
降
に
な
る
と
虚
構
的
な
歌
が

多
く
な
っ
て
︑﹃
新
古
今
﹄
で
は
︑
そ
れ
が
極
限
に
ま
で
高
ま
っ
て

き
ま
す
︒
そ
の
極
限
の
中
に
い
る
藤
原
定
家
は
︑
在
原
業
平
に
身

を
な
し
て
詠
み
な
さ
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
︒

あ
る
種
︑
虚
構
の
身
体
に
一
度
な
っ
た
上
で
何
か
を
表
現
し
て

い
く
と
い
う
ふ
う
な
文
化
的
な
背
景
み
た
い
な
も
の
が
醸
成
さ
れ

て
い
る
中
で
︑
演
劇
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
虚
構
の
身
体
み
た
い
な

も
の
を
世
阿
弥
が
求
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
︑
一
応
︑
私
の
話
は
終
わ
り
た
い
と
思
い

ま
す
︒

講
演
4

世
阿
弥
の
身
心
変
容
技
法
と
武
道
と

の
関
係

�

内
田　
樹

中
世
日
本
人
は
ど
う
い
う
身
体
を
持
っ
て
い
た
の
か

ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
発
表
が
続
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
僕
の
発
表

は
全
然
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
は
な
く
︑
自
分
自
身
の
具
体
的
な
経
験

に
基
づ
い
て
︑
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
日
本
の
中
世
に
お
い
て
日

本
人
が
発
見
し
た
一
つ
の
身
体
観
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
に
関
し
て
お

話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

私
は
合
気
道
と
い
う
武
道
を
今
年
で
四
一
年
続
け
て
お
り
ま
す
︒

大
学
を
退
職
し
た
後
︑
神
戸
に
一
階
が
道
場
︑
二
階
が
自
宅
と
い

う
凱
風
館
と
い
う
建
物
を
つ
く
り
ま
し
て
︑
そ
こ
で
自
分
も
稽
古

し
︑
門
人
に
教
授
も
し
て
い
ま
す
︒
能
楽
は
今
か
ら
二
〇
年
前
に

稽
古
を
始
め
ま
し
た
︒
な
ぜ
能
楽
の
稽
古
を
始
め
た
の
か
と
い
う

と
こ
ろ
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
れ
ま
で
︑
長
く
合
気
道
の
他
︑
杖
道
や
居
合
な
ど
の
古
武
術

を
稽
古
し
て
き
ま
し
た
︒
そ
の
頃
ど
う
し
て
も
越
え
ら
れ
な
い
技

術
上
の
壁
に
突
き
当
た
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
︑
武
道
と
い
う
の
は
︑

鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
成
立
し
た
日
本
固
有
の
身
体

技
法
体
系
な
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
時
代
の
中
世
日
本
人
は

ど
う
い
う
身
体
を
持
っ
て
い
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
︒
中
世
日
本

人
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
身
体
を
感
じ
て
い
た
の
か
︑
ど
う
い
う
ふ

う
に
操
作
し
て
い
た
の
か
︑
ま
た
そ
の
身
体
か
ら
世
界
は
ど
う
い

う
ふ
う
に
見
え
て
い
た
の
か
︒
そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
と
︑
武
道
の

本
質
に
は
理
解
が
届
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
︒

僕
が
現
代
日
本
人
の
日
常
的
な
身
体
の
使
い
方
を
し
て
い
る
限

り
︑
武
道
が
要
求
し
て
い
る
身
体
感
覚
や
身
体
操
作
は
理
解
で
き

な
い
︒
武
道
は
さ
ま
ざ
ま
な
型
が
あ
り
ま
す
︒
中
に
は
現
代
日
本

人
が
ふ
だ
ん
絶
対
に
し
な
い
よ
う
な
動
き
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
︒
そ

の
型
が
ど
う
い
う
技
術
を
要
求
し
て
い
る
の
か
︑
ど
の
身
体
部
位

を
ど
う
操
作
す
る
の
か
︑
ど
の
よ
う
な
身
体
的
能
力
の
開
発
の
た

め
の
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
は
自
分
自
身
が
中
世
の
日
本
人
の
身
体

に
想
像
的
に
入
り
込
ん
で
み
な
い
と
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
︑

そ
う
思
い
ま
し
た
︒

中
世
日
本
人
の
身
体
運
用
に
つ
い
て
学
び
た
い
と
思
っ
た
と
き

に
︑
思
い
つ
い
た
候
補
が
三
つ
あ
り
ま
す
︒
一
つ
が
能
︑
一
つ
が

禅
︑
も
う
一
つ
が
茶
道
で
す
︒
こ
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
鎌
倉
時
代
・

室
町
時
代
に
発
祥
し
︑
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
す
︒
こ
う
い
う
も

の
を
修
行
す
れ
ば
︑
当
時
の
日
本
人
が
︑
ど
ん
な
ふ
う
に
体
を
使

っ
て
い
た
の
か
︑
あ
る
い
は
︑
ど
ん
な
体
感
を
持
っ
て
い
た
の
か
︑

そ
れ
が
少
し
は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
す
︒

僕
は
九
〇
年
に
神
戸
に
赴
任
し
て
き
た
の
で
す
が
︑
阪
神
間
と

い
う
の
は
非
常
に
能
楽
が
盛
ん
な
と
こ
ろ
で
︑
た
ま
た
ま
僕
の
ゼ

ミ
の
学
生
に
二
代
続
け
て
能
楽
部
の
部
長
が
お
り
ま
し
た
︒
そ
の

子
た
ち
が
僕
に
時
々
能
の
チ
ケ
ッ
ト
を
く
れ
ま
し
た
︒
最
初
に
見

た
の
は
能
楽
部
の
自
演
会
で
し
た
が
︑
そ
の
う
ち
に
玄
人
の
公
演

に
つ
い
て
も
﹁
チ
ケ
ッ
ト
が
余
っ
て
い
ま
す
か
ら
先
生
ど
う
ぞ
﹂

と
よ
く
く
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
東
京
に
住
ん
で
い
た
四
〇
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年
間
︑
一
度
も
能
楽
堂
へ
行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ

ど
も
︑
阪
神
間
に
行
っ
て
か
ら
︑
暇
だ
っ
た
せ
い
も
あ
っ
て
︑
週

末
ご
と
に
能
楽
堂
に
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
で
す
か
ら
︑
何

か
中
世
日
本
人
の
身
体
技
法
を
学
ぼ
う
か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た

と
き
に
も
︑
ご
縁
が
あ
る
ん
だ
か
ら
︑
能
を
習
お
う
と
決
め
ま
し

た
︒
そ
し
て
︑
一
九
九
七
年
に
観
世
流
の
下
川
宜
長
先
生
の
と
こ

ろ
に
弟
子
入
り
し
︑
以
後
︑
二
〇
年
間
稽
古
を
し
て
お
り
ま
す
︒

僕
は
︑
何
ご
と
も
始
め
た
こ
と
は
や
め
な
い
た
ち
な
の
で
︑
能

の
稽
古
も
︑
ず
い
ぶ
ん
一
生
懸
命
や
り
ま
し
た
︒
能
も
こ
れ
ま
で

三
番
や
っ
て
お
り
ま
す
︒
最
初
が
﹃
土
蜘
蛛
﹄︑
次
が
﹃
羽
衣
﹄︑
今

年
の
六
月
は
︑
観
世
の
お
家
元
に
後
見
を
し
て
い
た
だ
い
て
﹃
敦

盛
﹄
を
舞
い
ま
し
た
︒

能
の
舞
台
に
出
る
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
に
厳
し
い
こ
と
で
す
︒

曲
が
決
ま
る
と
︑
ま
る
一
年
間
︑
そ
れ
だ
け
を
稽
古
す
る
︒
舞
台

に
出
る
の
は
一
時
間
ほ
ど
で
す
が
︑
そ
の
一
時
間
の
舞
台
の
た
め

に
一
年
間
稽
古
を
す
る
わ
け
で
す
︒
厳
し
い
稽
古
で
す
︒
師
匠
に

舞
の
一
挙
手
一
投
足
を
注
意
さ
れ
︑
謡
を
直
さ
れ
︑
家
で
も
暇
さ

え
あ
れ
ば
謡
と
舞
の
稽
古
を
す
る
︒
極
め
て
ス
ト
レ
ス
フ
ル
な
一

年
間
を
過
ご
し
て
︑
当
日
を
迎
え
る
︒
舞
台
に
出
る
と
︑
あ
っ
と

い
う
間
に
終
わ
る
︒
で
も
︑
そ
の
一
時
間
の
舞
台
で
︑
詞
章
を
忘

れ
た
り
︑
道
順
を
間
違
え
た
り
し
た
ら
︑
一
年
間
の
努
力
が
水
泡

に
帰
す
わ
け
で
す
︒
ま
し
て
今
回
は
︑
後
ろ
に
お
家
元
が
座
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
︒
そ
の
緊
張
感
は
生
半
可
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
︒

で
も
︑
や
っ
ぱ
り
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
追
い
詰
め
ら
れ
な
い

と
お
稽
古
と
い
う
も
の
を
す
る
甲
斐
が
な
い
の
で
す
︒
た
だ
︑
ふ

だ
ん
先
生
の
家
に
通
っ
て
お
稽
古
を
つ
け
て
も
ら
っ
て
い
る
の
と
︑

た
っ
た
一
人
で
能
舞
台
に
上
が
り
︑
周
り
は
全
員
玄
人
︑
見
所
の

方
た
ち
が
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
状
況
で
能
を
舞
う
と
い
う
の
は

経
験
の
質
が
違
い
ま
す
︒
た
い
へ
ん
な
苦
労
を
し
ま
し
た
し
︑
本

番
前
は
胃
が
痛
む
ほ
ど
緊
張
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
で

も
終
わ
る
と
︑
や
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
︒

能
舞
台
を
踏
ん
で
一
番
能
を
舞
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
く
過
程

で
︑
素
人
が
ど
の
よ
う
な
技
術
的
な
困
難
に
遭
遇
す
る
か
︑
そ
し

て
︑
実
際
に
能
舞
台
に
立
っ
た
と
き
に
何
を
経
験
す
る
か
︒
そ
う

い
う
こ
と
か
ら
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

幽か
す

か
な
シ
グ
ナ
ル
を
感
知
で
き
る
身
体
感
受
性

先
ほ
ど
︑
松
岡
先
生
が
ご
指
摘
さ
れ
ま
し
た
が
︑
素
人
は
ま
ず

﹁
歩
く
﹂
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒
ふ
だ
ん
現
代
人
が
歩
い
て

い
る
よ
う
な
歩
き
方
で
は
︑
ど
う
や
っ
て
も
型
に
な
ら
な
い
︒
何

と
か
能
舞
台
で
歩
け
る
よ
う
に
な
る
ま
で
一
〇
年
間
ぐ
ら
い
か
か

り
ま
す
︒
歩
い
て
も
歩
い
て
も
︑
先
生
か
ら
︑﹁
そ
れ
で
い
い
﹂
と

言
わ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒﹁
歩
け
て
い
な
い
﹂
と
言
わ
れ
続

け
て
︑
一
〇
年
目
ぐ
ら
い
に
少
し
薄
目
が
開
い
て
き
た
︒
き
っ
か

け
は
舞
囃
子
を
舞
う
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
す
︒

能
で
は
仕
舞
と
い
う
地
謡
だ
け
で
舞
う
も
の
の
他
に
︑
舞
囃
子

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
は
地
謡
の
他
に
お
囃
子
が
つ
き

ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
技
術
的
な
難
度
は
高
い
の
で
す
が
︑
や
っ
て
み

る
と
︑
実
は
舞
囃
子
の
方
が
む
し
ろ
舞
い
や
す
い
︒
そ
れ
は
能
舞

台
に
地
謡
と
囃
子
が
い
る
こ
と
で
︑
厚
み
の
あ
る
音
響
空
間
が
で

き
あ
が
る
か
ら
で
す
︒

先
ほ
ど
︑﹁
我
見
﹂
と
﹁
離
見
﹂
と
い
う
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
け

れ
ど
も
︑
た
し
か
に
︑
我
見
が
あ
る
限
り
舞
え
な
い
︒
こ
れ
は
そ

の
と
お
り
で
す
︒
自
我
と
か
主
体
性
と
か
が
出
し
ゃ
ば
っ
て
︑﹁
う

ま
く
舞
っ
て
や
ろ
う
﹂︑﹁
見
所
に
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ
よ
う
﹂
と

思
っ
て
舞
台
を
踏
む
と
︑
た
だ
道
順
通
り
歩
く
と
い
う
動
作
さ
え

で
き
な
く
な
る
︒

ど
う
す
れ
ば
﹁
我
見
を
去
る
﹂
こ
と
が
で
き
る
の
か
︒
そ
れ
は

別
に
哲
学
的
な
話
で
は
な
く
︑
能
の
稽
古
で
は
純
粋
に
技
術
的
な

身
体
運
用
上
の
課
題
で
あ
る
わ
け
で
す
︒
稽
古
と
い
う
の
は
あ
り

が
た
い
も
の
で
︑
ひ
た
す
ら
稽
古
し
て
い
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
わ

か
っ
て
く
る
︒
そ
れ
は
三
間
四
方
の
能
舞
台
に
は
︑
強
度
も
厚
み

も
手
触
り
も
違
う
無
数
の
シ
グ
ナ
ル
が
行
き
交
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
す
︒

た
と
え
ば
︑
目
付
柱
と
い
う
も
の
が
あ
る
︒
能
舞
台
の
い
わ
ば

中
心
で
す
︒
目
付
柱
が
能
舞
台
空
間
に
一
つ
の
秩
序
を
与
え
て
い

る
︒
非
常
に
強
い
吸
引
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
︑
能
舞
台
に
立
つ

と
︑
自
然
に
目
付
柱
の
方
に
こ
ち
ら
の
身
体
が
吸
い
寄
せ
ら
れ
て

ゆ
く
︒

そ
の
対
極
に
切
戸
口
が
あ
り
ま
す
︒
陽
極
に
対
す
る
陰
極
で
す
︒

小
さ
く
︑
暗
い
穴
が
目
付
柱
の
対
角
線
上
に
穿
た
れ
て
い
る
︒
目

付
柱
が
フ
ァ
ロ
ス
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
切
戸
口
は
子
宮
口
で
す
︒
こ

の
二
つ
の
舞
台
装
置
が
︑
陰
と
陽
︑
天
と
地
︑
男
と
女
︑
あ
る
い

は
生
と
死
︑
そ
う
い
う
二
項
対
立
的
な
仕
方
で
能
舞
台
を
構
造
化

し
て
い
る
︒

目
付
柱
は
陽
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
し
て
︑
舞
台
空
間
を
活
性

化
す
る
強
い
磁
力
を
発
揮
し
て
い
ま
す
︒
切
戸
口
も
や
は
り
陰
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
極
と
し
て
は
た
ら
い
て
︑
水
が
低
い
方
に
流
れ
る

よ
う
に
︑
人
は
そ
こ
に
引
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
︒
そ
の
陰
陽
の
拮
抗

が
舞
台
に
一
つ
の
緊
張
を
も
た
ら
し
︑
秩
序
を
与
え
︑
舞
台
を
コ

ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
に
調
え
て
い
る
わ
け
で
す
︒
そ
こ
に
さ
ら
に
地
謡

と
囃
子
方
が
加
わ
り
︑
ワ
キ
が
い
て
︑
ツ
レ
が
い
て
︑
作
り
物
が

あ
り
︑
そ
れ
ら
が
す
べ
て
能
舞
台
空
間
に
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
関

与
し
て
く
る
︒

そ
う
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
フ
ァ
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い

る
能
舞
台
空
間
へ
踏
み
出
す
と
︑
物
理
的
な
手
触
り
の
あ
る
シ
グ

ナ
ル
が
︑
そ
こ
を
行
き
交
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
身
体
実
感
と

し
て
わ
か
り
ま
す
︒
身
体
が
あ
る
方
向
へ
引
き
つ
け
ら
れ
た
り
︑
あ

る
方
向
へ
押
し
戻
さ
れ
た
り
︑
回
転
力
を
与
え
ら
れ
た
り
︑
あ
る

型
を
す
る
よ
う
に
誘
わ
れ
た
り
︑
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
る
わ
け

で
す
︒

地
謡
の
地
鳴
り
が
す
る
よ
う
な
謡
が
始
ま
っ
て
く
る
と
︑
そ
の

波
動
が
シ
テ
の
身
体
に
は
っ
き
り
触
れ
て
く
る
︒
囃
子
方
が
囃
子

で
激
し
く
傓
っ
て
く
る
と
︑
そ
の
リ
ズ
ム
に
こ
ち
ら
の
身
体
が
連

動
し
て
し
ま
う
︒
ワ
キ
方
が
謡
い
出
す
と
今
度
は
ワ
キ
方
に
吸
い

寄
せ
ら
れ
る
︒
そ
う
い
う
無
数
の
シ
グ
ナ
ル
が
舞
台
上
に
ひ
し
め

い
て
い
ま
す
︒
三
間
四
方
の
舞
台
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
立

ち
位
置
に
よ
っ
て
気
圧
が
変
わ
り
︑
空
気
の
密
度
が
変
わ
り
︑
粘

り
気
が
変
わ
り
︑
風
向
き
が
変
わ
る
︒

で
す
か
ら
︑
シ
テ
が
す
る
こ
と
は
︑
そ
の
無
数
の
シ
グ
ナ
ル
が

行
き
交
う
空
間
に
立
っ
て
︑
自
分
が
い
る
べ
き
と
こ
ろ
に
︑
い
る

べ
き
時
に
立
ち
︑
な
す
べ
き
こ
と
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る

わ
け
で
す
︒
自
分
の
意
思
で
動
く
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
も
ち
ろ

ん
︑
決
め
ら
れ
た
道
順
を
歩
ん
で
︑
決
め
ら
れ
た
位
置
で
︑
決
め

ら
れ
た
動
作
を
す
る
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
中
立
的
な
︑
何

も
な
い
空
間
で
決
め
ら
れ
た
振
り
付
け
ど
お
り
に
動
い
て
い
る
の
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で
は
な
く
︑
そ
の
と
き
︑
そ
こ
に
い
て
︑
そ
の
動
作
を
す
る
以
外

に
選
択
肢
が
あ
り
え
な
い
と
い
う
必
然
的
な
動
き
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
刻
一
刻
と
変
容
し
て
い
く
能
舞
台
の
環
境
の
中
で
︑
シ

テ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
動
線
︑
要
求
さ
れ
て
い
る
所
作
︑
要
求
さ

れ
て
い
る
謡
が
何
で
あ
る
か
を
適
切
に
感
知
で
き
れ
ば
︑
極
端
な

話
︑
シ
テ
は
何
も
考
え
な
く
て
も
能
が
成
立
す
る
︒
そ
う
い
う
つ

く
り
に
な
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
こ
と
が
︑
始
め
て

一
〇
年
く
ら
い
の
と
き
に
ぼ
ん
や
り
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
︒

そ
れ
ま
で
は
︑
ど
う
し
て
も
ダ
ン
ス
や
演
劇
と
の
連
想
で
︑
能

も
一
種
の
﹁
自
己
表
現
﹂
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
︒
ま
ず
頭
の
中

で
道
順
を
考
え
る
︒
角
へ
行
っ
て
︑
角
取
り
を
し
て
︑
左
に
回
っ

て
︑
足
か
け
て
︙
︙
と
頭
の
中
で
次
の
自
分
の
動
き
の
下
絵
を
描

き
な
が
ら
︑
そ
れ
を
ト
レ
ー
ス
し
て
い
っ
た
︒
で
も
︑
そ
う
い
う

ふ
う
に
動
き
を
﹁
先
取
り
﹂
す
る
の
を
止
め
た
︒
あ
る
場
所
に
行

っ
た
ら
︑﹁
決
め
ら
れ
た
動
作
﹂
で
は
な
く
︑
そ
こ
で
﹁
し
た
い
﹂

動
作
を
す
る
︒
そ
こ
で
﹁
し
た
い
﹂
動
作
が
何
で
あ
る
か
は
︑
文

脈
に
よ
っ
て
決
ま
っ
て
い
る
は
ず
な
ん
で
す
︒
こ
の
位
置
で
︑
こ

ち
ら
を
向
い
て
︑
こ
う
足
を
か
け
た
ら
︑
こ
れ
以
外
の
動
作
は
な

い
と
い
う
必
然
性
の
あ
る
動
作
が
あ
る
な
ら
︑
そ
れ
を
す
る
︒
謡

に
し
て
も
︑
こ
れ
か
ら
こ
う
な
っ
て
︙
︙
と
い
う
ふ
う
に
あ
ら
か

じ
め
次
の
謡
の
詞
章
を
頭
の
中
に
思
い
浮
か
べ
て
︑
そ
れ
を
読
み

上
げ
る
よ
う
な
謡
い
方
を
し
な
い
︒
こ
う
謡
っ
た
ら
︑
次
は
ど
う

し
て
も
こ
う
続
か
な
い
と
謡
に
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
う
音
の
流
れ

が
あ
る
わ
け
で
す
︒

身
体
が
自
動
的
に
動
き
︑
謡
が
自
然
に
出
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
︑
と
に
か
く
ひ
た
す
ら
稽
古
す
る
し
か
な
い
︒
何
十
回
も
何

百
回
も
稽
古
し
ま
し
た
︒
舞
台
に
出
た
ら
︑
も
う
何
も
考
え
な
い
︒

脳
が
中
枢
的
に
運
動
筋
に
指
令
を
発
し
て
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
舞
い
︑

謡
う
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
︒
能
舞
台
に
立
っ
て
︑
自
分
が
何
を

す
れ
ば
い
い
の
か
を
舞
台
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
シ
グ
ナ
ル
に
従
っ

て
決
め
る
︒
身
体
感
度
を
上
げ
て
︑
で
き
る
だ
け
受
動
的
に
な
る
︒

す
る
と
︑
何
か
が
後
ろ
か
ら
肩
を
押
し
て
︑
こ
っ
ち
へ
曲
が
れ
︑
こ

こ
で
止
ま
れ
︑
と
指
示
し
て
く
れ
る
︒
空
気
感
自
体
が
変
化
し
て
︑

自
分
の
動
き
を
指
示
し
て
く
れ
る
︒

こ
の
こ
と
は
本
当
に
︑
能
を
や
る
ま
で
気
が
付
き
ま
せ
ん
で
し

た
︒
能
の
稽
古
が
要
求
し
て
い
る
こ
と
は
︑
技
術
を
高
め
る
こ
と

で
︑
審
美
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
達
成
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒
そ

う
で
は
な
く
て
︑
能
が
要
求
し
て
い
る
の
は
︑
周
り
か
ら
送
ら
れ

る
幽か

す

か
な
︑
ご
く
曖
昧
な
シ
グ
ナ
ル
を
感
知
で
き
る
よ
う
な
高
い

身
体
感
受
性
を
作
る
こ
と
で
あ
る
︑
と
︒
そ
れ
が
能
の
修
行
が
シ

テ
に
要
求
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
う
に
な
り

ま
し
た
︒

能
舞
台
﹁
の
上
で
﹂
何
か
技
巧
的
に
見
事
な
こ
と
を
し
て
見
せ

る
の
で
は
な
く
︑
能
舞
台
﹁
と
共
に
﹂
舞
い
︑
謡
う
︒
そ
の
こ
と

に
必
然
性
が
あ
れ
ば
︑
た
と
え
シ
テ
が
指
一
本
わ
ず
か
に
動
か
す

だ
け
の
所
作
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
能
舞
台
全
体
が
た
わ

ん
だ
り
︑
色
調
を
変
え
た
り
︑
異
界
に
変
じ
た
り
す
る
こ
と
が
あ

り
う
る
︒

幽
玄
と
い
う
言
葉
を
︑
普
通
は
美
学
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
て

い
ま
す
け
れ
ど
︑
僕
に
と
っ
て
﹁
幽
玄
﹂
と
い
う
の
は
︑
文
字
ど

お
り
﹁
幽
か
﹂
で
か
つ
﹁
暗
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒
微
細
で
︑
輪

郭
の
は
っ
き
り
し
な
い
︑
ア
モ
ル
フ
ァ
ス
な
シ
グ
ナ
ル
が
能
舞
台

の
上
に
は
渦
巻
い
て
い
る
︒
そ
れ
を
︑
自
分
の
身
体
感
受
性
の
ア

ン
テ
ナ
の
感
度
を
最
大
化
す
る
こ
と
で
感
知
し
︑
そ
れ
ら
の
シ
グ

ナ
ル
が
シ
テ
に
求
め
て
い
る
こ
と
を
行
う
︒
能
舞
台
と
い
う
宇
宙

に
お
い
て
︑﹁
自
分
が
何
を
し
た
い
か
﹂
で
は
な
く
︑﹁
何
を
す
る

た
め
に
こ
こ
に
い
る
の
か
﹂
を
問
う
︒
他
な
ら
ぬ
こ
こ
で
︑
他
な

ら
ぬ
こ
の
と
き
に
︑
他
な
ら
ぬ
私
が
余
人
を
以
て
は
代
え
難
い
唯

一
無
二
の
行
為
を
す
る
︒
だ
と
し
た
ら
︑
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
行

為
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
︒
そ
れ
を
問
う
わ
け
で
す
︒

こ
れ
が
た
ぶ
ん
中
世
の
日
本
人
が
能
楽
を
通
じ
て
習
得
し
よ
う

と
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
ど
う
座
る
︑
ど
う

立
つ
︑
ど
う
歩
く
と
い
っ
た
個
々
の
技
術
で
は
な
く
て
︑
能
楽
の

稽
古
を
通
じ
て
僕
は
中
世
日
本
人
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
身
体
観
︑
世

界
の
片
鱗
に
触
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒

す
り
足
と「
大
地
の
霊
」

稽
古
を
始
め
て
一
〇
年
目
く
ら
い
の
と
き
に
︑
ワ
キ
方
の
安
田

登
さ
ん
と
対
談
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
そ
の
と
き
に
︑
舞
囃

子
の
稽
古
を
始
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
︑
ど
う
も
空
間
が
﹁
粘

る
﹂
ん
で
す
よ
ね
︑
と
い
う
話
を
し
ま
し
た
︒
ヒ
ラ
キ
を
す
る
と

き
に
︑
扇
や
袖
に
も
の
が
引
っ
掛
か
る
感
じ
が
し
て
き
た
︒
何
だ

か
ゼ
リ
ー
の
中
を
動
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
す
る
︒
能
舞
台
に

び
っ
し
り
と
ゼ
リ
ー
状
の
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
て
︑
そ
の
ゼ
リ
ー

の
中
を
歩
い
て
い
く
よ
う
な
感
じ
が
す
る
︒
で
す
か
ら
︑
何
も
な

い
空
間
で
手
が
動
か
す
と
き
は
︑
ど
ん
な
方
向
に
︑
ど
う
曲
げ
て

も
︑
空
気
抵
抗
な
ん
か
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど
︑
舞
の
中
だ
と
︑
か

す
か
で
は
あ
る
ん
で
す
が
︑
空
気
に
物
質
性
が
あ
る
︒
粘
り
気
が

感
じ
ら
れ
る
︒
だ
か
ら
︑﹁
そ
れ
﹂
が
ま
と
わ
り
つ
か
な
い
よ
う
な

手
の
動
か
し
方
を
工
夫
す
る
よ
う
に
な
る
︒
一
番
空
気
抵
抗
の
な

い
︑
体
幹
の
筋
肉
と
つ
な
が
っ
た
強
い
動
き
を
す
る
よ
う
に
な
る
︒

腰
の
回
転
も
使
う
し
︑
重
心
の
移
動
も
使
う
︒

﹁
な
ん
か
ゼ
リ
ー
の
中
で
動
い
て
い
る
み
た
い
な
︑
か
す
か
な
粘

り
気
を
感
じ
る
ん
で
す
﹂
と
申
し
上
げ
た
ら
︑
安
田
さ
ん
は
﹁
う

ち
の
流
儀
で
は
﹃
寒
天
﹄
と
申
し
ま
す
﹂
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
︒

そ
れ
を
聞
い
て
︑
僕
の
感
覚
は
間
違
っ
て
い
な
か
っ
た
ん
だ
と
安

心
し
ま
し
た
︒
そ
の
一
〇
年
目
の
﹁
ゼ
リ
ー
・
寒
天
問
答
﹂
の
と

き
に
︑
僕
の
中
で
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
か
ち
っ
と
つ
な
が
っ
て
︑
こ

の
方
向
で
稽
古
し
て
い
い
ん
だ
な
と
い
う
こ
と
が
得
心
で
き
ま
し

た
︒そ

の
頃
︑
鈴
木
大
拙
の
﹃
日
本
的
霊
性
﹄
と
い
う
本
を
読
ん
で
︑

平
安
仏
教
か
ら
鎌
倉
仏
教
に
︑
日
本
仏
教
が
大
き
く
変
容
し
て
い

く
と
き
に
何
が
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
︒
大
拙

に
よ
れ
ば
︑
平
安
時
代
ま
で
の
仏
教
と
い
う
の
は
外
来
の
も
の
で
︑

ま
た
都
市
固
有
の
も
の
で
あ
っ
た
︒
鎌
倉
仏
教
に
な
っ
て
初
め
て
︑

仏
教
は
日
本
化
し
︑
土
着
化
す
る
︒

鎌
倉
期
と
い
う
の
は
︑
時
代
の
主
人
公
が
都
市
に
暮
ら
す
貴
族

か
ら
田
園
に
暮
ら
す
武
士
た
ち
に
変
わ
っ
た
時
代
で
す
︒
坂
東
武

者
た
ち
と
い
う
の
は
︑
地
面
に
近
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
︒
野
山

を
歩
き
︑
田
畑
を
耕
し
︑
馬
や
牛
を
飼
う
︒
そ
の
地
面
に
近
い
生

活
者
の
身
体
感
覚
に
基
づ
い
た
新
し
い
宗
教
が
鎌
倉
仏
教
で
あ
る
︑

と
︒
大
拙
は
そ
う
言
う
わ
け
で
す
︒
そ
の
時
代
に
禅
宗
や
浄
土
真

宗
や
日
蓮
宗
な
ど
が
一
斉
に
登
場
し
て
き
ま
す
︒

そ
の
基
本
的
な
宗
教
的
な
態
度
は
﹁
大
地
を
踏
み
し
め
て
立
つ
﹂

こ
と
だ
と
大
拙
は
言
い
ま
す
︒
平
安
時
代
の
殿
上
人
が
つ
い
に
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
こ
と
で
す
︒
田
畑
の
泥
濘
を
踏
み
し
め
る
︒
そ

の
足
裏
か
ら
大
地
の
霊
が
立
ち
上
っ
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
︒
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そ
の
大
地
の
霊
で
全
身
を
満
た
す
︒
そ
の
と
き
に
初
め
て
日
本
的

霊
性
が
発
動
す
る
︒
大
拙
は
︑
日
本
的
霊
性
と
は
鎌
倉
武
士
が
泥

濘
に
足
を
膝
ま
で
浸
か
ら
せ
て
︑
足
裏
か
ら
こ
の
﹁
大
地
の
霊
﹂

を
吸
い
上
げ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
と
い
う
非
常
に
感
動
的
な
フ
レ

ー
ズ
を
書
き
残
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
実
感
は
能
楽
の
稽
古
を
通
じ

て
僕
が
感
じ
た
こ
と
に
非
常
に
近
い
︒

能
の
す
り
足
の
稽
古
を
し
て
い
る
と
︑
足
裏
と
舞
台
の
檜
の
板

目
の
間
に
︑
あ
る
種
の
親
密
さ
が
生
ま
れ
ま
す
︒
足
と
床
板
の
間

で
︑
や
り
取
り
が
あ
る
︒
実
際
に
︑
き
ち
ん
と
着
物
を
着
付
け
て
︑

足
袋
を
履
い
て
︑
能
舞
台
を
す
り
足
で
一
巡
す
れ
ば
分
か
り
ま
す

が
︑
す
ご
く
気
持
ち
が
い
い
︒
足
裏
の
感
度
を
上
げ
て
︑
板
の
木

目
を
味
わ
う
よ
う
に
進
ん
で
い
く
︒
板
目
か
ら
送
ら
れ
る
メ
ッ
セ

ー
ジ
に
耳
を
傾
け
る
︒

す
り
足
と
い
う
動
作
も
︑
発
生
的
に
は
宗
教
的
な
も
の
だ
と
思

い
ま
す
︒
足
拍
子
を
踏
む
と
い
う
動
作
は
中
国
に
も
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
︑
こ
れ
は
天
神
地
祇
に
対
す
る
﹁
挨
拶
﹂
で
す
︒
強
く
足

を
踏
む
こ
と
で
地
祇
に
挨
拶
を
送
る
︒
呼
び
起
こ
し
た
神
に
対
し

て
祈
り
を
捧
げ
た
り
︑
お
酒
を
注
い
だ
り
し
て
︑
大
地
の
恵
み
に

感
謝
し
︑
豊
穣
を
祈
り
︑
災
厄
を
祓
う
︒
あ
る
い
は
再
び
足
を
踏

ん
で
︑
目
覚
め
た
神
を
鎮
め
る
︒

足
を
踏
む
と
神
気
が
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
す
り
足
と
い

う
の
は
﹁
地
面
の
下
に
い
る
神
様
を
起
こ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
﹂

と
い
う
地
祇
に
対
す
る
気
遣
い
の
現
わ
れ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

神
気
を
む
や
み
に
発
動
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
︑
人
間
た
ち
は

そ
っ
と
動
く
︒
そ
し
て
︑
地
面
か
ら
人
間
が
受
け
止
め
る
こ
と
が

で
き
る
程
度
の
制
御
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
あ
り
が
た
く
受
け
取

っ
て
︑
そ
れ
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
に
し
て
生
き
て
ゆ
く
︒

す
り
足
と
い
う
の
は
︑
大
地
に
対
す
る
感
謝
と
畏
怖
の
念
を
表

現
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
僕
は
思
い
ま
す
︒
足
裏
で
大
地
と
交

感
す
る
と
い
う
所
作
は
︑
巨
大
な
力
を
持
つ
も
の
が
大
地
の
下
に

潜
ん
で
い
る
と
い
う
信
憑
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
生
ま
れ
る
も
の
で

す
︒
す
り
足
と
い
う
能
の
基
本
動
作
が
鎌
倉
仏
教
に
お
け
る
﹁
大

地
の
霊
﹂
の
発
見
と
同
根
の
も
の
で
あ
り
︑
ま
た
僕
が
そ
れ
ま
で

稽
古
し
て
い
た
武
道
の
身
体
運
用
と
深
い
と
こ
ろ
で
繫
が
っ
て
い

る
と
い
う
仮
説
を
そ
の
と
き
に
得
ま
し
た
︒

風
と
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
野
生
獣
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

能
楽
と
鎌
倉
仏
教
と
武
道
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
︑
同
一
の
パ
ラ
ダ

イ
ム
の
中
で
発
祥
し
た
と
い
う
の
が
僕
の
仮
説
で
す
け
れ
ど
︑
こ

れ
は
︑
た
ぶ
ん
日
本
で
は
僕
し
か
言
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
︒
何

の
学
術
的
根
拠
も
な
い
︑
誇
大
妄
想
的
な
思
弁
で
す
け
れ
ど
︑
僕

自
身
は
︑
こ
れ
は
か
な
り
い
け
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま

す
︒武

道
の
発
生
は
ど
こ
ま
で
㴑
れ
る
か
︒
僕
の
仮
説
で
は
︑
武
道

の
起
源
は
︑
日
本
に
お
い
て
は
﹁
海あ

ま

部べ

﹂
と
﹁
飼う
ま
か
い
べ部﹂

と
い
う
職

能
集
団
に
求
め
ら
れ
ま
す
︒
海
部
は
操
船
技
術
と
い
う
特
殊
な
職

能
を
も
っ
て
︑
飼
部
は
野
生
獣
を
制
御
す
る
と
い
う
職
能
に
よ
っ

て
︑
そ
れ
ぞ
れ
天
皇
に
仕
え
ま
し
た
︒
風
と
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

野
生
獣
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
二
種
類
の
野
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
︑

人
間
に
と
っ
て
有
用
な
力
に
変
換
す
る
高
度
な
技
術
を
も
っ
た
集

団
で
す
︒

こ
の
二
つ
の
職
能
集
団
は
ど
ち
ら
も
天
皇
に
直
接
仕
え
︑
宮
廷

政
治
と
は
距
離
を
置
い
て
い
ま
し
た
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
列
島
を
つ

な
ぐ
広
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
た
︒
や
が
て
︑
平
安

貴
族
政
治
が
終
わ
る
頃
に
な
る
と
︑
こ
の
二
つ
の
職
能
民
た
ち
が

侮
れ
な
い
巨
大
な
政
治
勢
力
と
し
て
表
舞
台
に
登
場
し
て
く
る
︒

も
う
分
か
り
ま
す
ね
︒
海
部
の
末
裔
が
平
家
︑
飼
部
の
末
裔
が

源
氏
で
す
︒
平
家
と
い
う
の
は
も
と
も
と
は
海
民
な
ん
で
す
︒
平

家
は
伊
勢
の
出
で
す
が
︑
伊
勢
は
海
民
の
中
心
地
の
一
つ
で
す
︒

清
盛
が
福
原
遷
都
を
し
た
の
は
大
輪
田
泊
を
拠
点
に
日
宋
貿
易
を

展
開
し
︑
東
シ
ナ
海
︑
南
シ
ナ
海
に
広
が
る
一
大
海
上
王
国
を
建

設
す
る
と
い
う
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
構
想
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
︒
こ

れ
は
典
型
的
な
海
民
の
発
想
で
す
︒

そ
の
後
︑
源
平
合
戦
で
︑
平
家
は
京
都
を
逐
わ
れ
︑
瀬
戸
内
海

を
船
で
西
へ
向
か
い
ま
す
︒
別
に
︑
行
く
と
こ
ろ
が
な
く
︑
難
民

化
し
て
船
に
乗
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
船
に
乗
る
の
が
平

家
の
本
来
の
姿
な
ん
で
す
︒
都
に
入
っ
て
か
ら
は
﹁
平
家
の
公
達
﹂

と
か
言
わ
れ
て
す
っ
か
り
都
会
化
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
︑
も

と
も
と
は
荒
々
し
い
海
民
の
一
族
で
す
か
ら
︑
水
と
風
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
操
作
す
る
操
船
技
術
こ
そ
が
彼
ら
の
本
領
な
の
で
す
︒

だ
か
ら
源
平
合
戦
の
ス
ト
ー
リ
ー
と
い
う
の
は
︑﹁
沖
に
は
平
家

の
船
︑
陸
に
は
源
氏
の
騎
馬
武
者
﹂
と
い
う
非
常
に
分
か
り
や
す

い
図
像
的
な
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
源
氏
は
船
を
仕
立
て
て
追

尾
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
︒
つ
ね
に
船
を
馬
で
追
い
ま
す
︒

鵯ひ
よ
ど
り
ご
え
越
で
は
崖
を
駆
け
下
り
︑
屋
島
の
戦
い
で
は
浅
瀬
を
渡
り
︑
騎

馬
で
の
戦
闘
能
力
を
限
界
ま
で
試
み
る
︒
こ
れ
に
は
職
能
民
と
し

て
の
意
地
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
︒
そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
た
ち
の
得
意

分
野
で
戦
う
︒
だ
か
ら
︑
源
氏
が
船
を
操
り
︑
平
家
が
騎
馬
で
戦

う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
微
妙
に
抑
制
が
か
か
っ
て
い
る
︒

﹁
逆さ

か

櫓ろ

﹂
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
︒
義
経
が
︑
梶
原
景

時
の
進
言
し
た
船
を
巧
妙
に
操
っ
て
平
家
を
倒
す
と
い
う
作
戦
を

退
け
る
話
で
す
︒
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
義
経
は
頼
朝
の
不

興
を
買
っ
て
逐
わ
れ
る
身
と
な
る
重
大
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
す
け
れ

ど
も
︑
よ
く
考
え
る
と
意
味
が
わ
か
ら
な
い
︒
戦
術
的
に
は
梶
原

の
提
案
が
正
し
い
わ
け
で
す
︒
で
も
︑
義
経
は
あ
く
ま
で
﹁
騎
馬

で
勝
つ
﹂
と
い
う
形
式
に
こ
だ
わ
っ
て
︑
操
船
の
利
を
拒
む
︒
こ

れ
は
義
経
が
﹁
飼
部
﹂
の
職
能
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
の
方
を
局
地

戦
で
の
勝
利
よ
り
重
く
見
た
と
い
う
こ
と
だ
と
僕
は
思
い
ま
す
︒
職

能
民
に
は
職
能
民
に
し
か
わ
か
ら
な
い
不
可
視
の
境
界
線
が
あ
り
︑

そ
れ
を
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
︒
こ
れ
は
単
な
る
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー

闘
争
で
は
な
く
︑
技
術
と
技
術
の
戦
い
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
︑
相

手
の
技
術
を
借
り
て
勝
つ
の
で
は
︑
意
味
が
な
い
︒
義
経
は
そ
う

考
え
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑﹁
那
須
与
一
の
扇
の
的
﹂

も
﹁
弓
流
し
﹂
も
﹁
八は

っ

艘そ
う

飛
び
﹂
も
︑
義
経
の
戦
い
の
﹁
見
せ
場
﹂

は
ど
れ
も
海
上
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
え
て
騎
射
技
術
に

固
執
す
る
職
能
者
の
こ
だ
わ
り
を
描
い
た
も
の
だ
と
僕
は
解
釈
し

ま
す
︒

そ
う
い
う
象
徴
的
な
戦
闘
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
と
︑

﹁
野
生
獣
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
制
御
す
る
技
術
に
長
け
た
職
能
民
﹂
が

﹁
海
民
﹂
に
勝
利
し
て
︑
そ
れ
か
ら
幕
末
ま
で
武
家
政
治
体
制
を
維

持
し
続
け
た
と
い
う
文
明
史
的
な
流
れ
が
見
え
て
く
る
︒
そ
し
て
︑

武
道
は
こ
の
﹁
海
部
﹂
か
ら
﹁
飼
部
﹂
へ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
移
動

と
同
時
期
に
体
系
化
さ
れ
て
い
ま
す
︒

野
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
︑
調と

と
のえ
ら
れ
た
身
体
と
精
妙
な
技
術
を

も
っ
て
制
御
す
る
技
法
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
操
船
技
術
も
本

来
武
術
に
算
入
し
て
よ
い
は
ず
な
ん
で
す
︒
で
も
︑
源
平
合
戦
で
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源
氏
が
勝
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
日
本
の
武
道
史
で
は
︑
操
船
技

術
は
武
術
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
排
除
さ
れ
ま
し
た
︒
だ
か
ら
武
道

の
こ
と
を
﹁
弓
馬
の
道
﹂
と
言
う
わ
け
で
す
︒
現
代
武
道
で
は
︑
も

う
弓
も
馬
も
主
流
で
は
あ
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
で
も
﹁
刀

槍
の
道
﹂
と
は
言
い
ま
せ
ん
︒
武
道
は
あ
く
ま
で
﹁
騎
射
﹂
の
技

術
を
祖
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
︒

騎
射
と
い
う
の
は
︑
野
生
獣
と
一
体
化
し
︑
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
人
間
の
身
体
に
取
り
込
み
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
単
体
で
は
引

く
こ
と
が
で
き
な
い
強
弓
を
引
き
︑
人
間
単
体
で
は
果
た
せ
な
い

ほ
ど
の
命
中
精
度
を
達
成
す
る
︒
そ
う
い
う
技
術
で
す
︒
僕
た
ち

が
現
在
稽
古
し
て
い
る
武
道
は
も
う
野
生
獣
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
制

御
技
術
か
ら
は
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
︑﹁
野
生
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
調
え
ら
れ
た
身
体
を
通
じ
て
解
放
し
︑
人
間
単
体

で
は
達
成
で
き
な
い
よ
う
な
巨
大
な
力
を
発
動
す
る
﹂
と
い
う
基

本
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
に
お
い
て
は
︑
今
も
弓
馬
の
道
の
伝
統
に
従

っ
て
い
ま
す
︒

海
民
の
伝
統
も
源
平
合
戦
の
敗
戦
で
絶
え
た
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
間
歇
的
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
︒
戦
国
時
代
の
末
期
が
そ

う
で
し
た
︒
西
国
に
キ
リ
シ
タ
ン
大
名
が
出
て
き
て
南
蛮
貿
易
を

行
っ
た
り
︑
呂
宋
助
左
衛
門
︑
山
田
長
政
︑
高
山
右
近
と
い
っ
た

人
々
が
東
ア
ジ
ア
に
雄
飛
し
た
︒
豊
臣
秀
頼
の
朝
鮮
出
兵
も
構
想

的
に
は
海
民
的
な
も
の
で
す
︒
秀
吉
は
明
朝
を
攻
め
滅
ぼ
し
て
︑
後

陽
成
帝
を
招
い
て
新
し
い
王
朝
を
興
す
つ
も
り
で
し
た
︒
秀
吉
自

身
は
寧ニ

ン

波ポ
ー

に
拠
点
を
置
い
て
︑
東
シ
ナ
海
︑
南
シ
ナ
海
を
睥
睨
す

る
と
い
う
構
想
を
持
っ
て
い
ま
し
た
︒
誇
大
妄
想
的
で
は
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
︑
こ
れ
は
あ
き
ら
か
に
海
民
の
流
れ
を
汲
む
も
の
だ

と
思
い
ま
す
︒
で
も
︑
江
戸
時
代
に
な
っ
て
︑
鎖
国
禁
教
と
い
う

政
策
が
採
用
さ
れ
る
と
︑
戦
国
末
期
以
来
の
﹁
海
上
王
国
﹂
構
想

は
萎
ん
で
し
ま
い
ま
す
︒

幕
末
に
な
る
と
︑
そ
の
海
民
的
な
構
想
が
も
う
一
回
蘇
生
し
て

き
ま
す
︒
清
盛
が
開
港
し
た
の
と
同
じ
と
こ
ろ
に
幕
府
の
海
軍
操

練
所
が
で
き
ま
す
︒
そ
こ
に
赴
任
し
て
く
る
の
が
勝
海
舟
で
︑
弟

子
で
入
っ
て
く
る
の
が
坂
本
龍
馬
で
す
︒
彼
ら
が
考
え
た
の
は
海

運
貿
易
を
さ
か
ん
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
を
海
上
王
国
と
す

る
と
い
う
千
年
前
に
清
盛
が
考
え
た
ア
イ
デ
ィ
ア
に
近
い
も
の
で

し
た
︒
明
治
維
新
以
後
の
植
民
地
主
義
的
︑
膨
張
主
義
的
な
政
策

も
︑
歪
ん
だ
か
た
ち
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
︑
部
分
的
に
は
こ
の

流
れ
を
引
き
継
い
で
い
ま
す
︒
そ
れ
が
一
九
四
五
年
の
敗
戦
ま
で

続
き
ま
す
︒
そ
し
て
︑
と
り
あ
え
ず
終
わ
る
︒

海
民
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
は
そ
の
よ
う
に
し
て
間
歇
的
に
蘇
っ
て

は
く
る
ん
で
す
︒
そ
の
つ
ど
か
た
ち
を
変
え
て
︒﹁
弓
馬
の
道
﹂
に

よ
っ
て
日
本
列
島
を
統
御
し
て
い
る
政
治
勢
力
が
衰
弱
し
て
く
る

と
︑
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
海
民
た
ち
が
登
場
し
て
新
し
い
国

の
か
た
ち
を
提
案
し
て
ゆ
く
︒
海
部
・
飼
部
の
時
代
か
ら
現
代
に

至
る
ま
で
︑
こ
の
二
つ
の
力
の
拮
抗
と
葛
藤
が
日
本
の
政
治
史
に

伏
流
し
て
い
て
︑
日
本
の
政
治
過
程
を
賦
活
し
て
い
る
と
い
う
の

が
僕
の
仮
説
で
す
︒

人
間
の
身
体
は
野
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
通
り
道

日
本
に
伝
わ
る
武
道
に
は
風
と
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
制
御
す
る

技
術
が
入
っ
て
い
ま
せ
ん
︒
わ
れ
わ
れ
が
学
習
し
た
の
は
野
生
獣

や
大
地
と
交
流
し
て
︑
そ
こ
か
ら
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
引
き
出

す
技
術
で
す
︒

武
道
的
な
考
え
方
が
西
洋
近
代
と
う
ま
く
嚙
み
合
わ
な
い
の
は
︑

武
道
で
は
人
間
の
身
体
は
﹁
力
の
通
り
道
﹂
だ
と
考
え
る
か
ら
で

す
︒
巨
大
な
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
︑
調
え
ら
れ
た
身
体
を
通
っ

て
発
動
す
る
︒
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
自
分
か
ら
出
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
︒
源
は
外
部
に
あ
る
︒
そ
れ
が
自
分
の
中
を
通
過
す
る
︒
水

道
管
と
同
じ
で
す
︒
巨
大
な
水
流
を
通
そ
う
と
し
た
ら
︑
そ
の
水

圧
に
耐
え
ら
れ
る
だ
け
の
︑
分
厚
い
︑
抵
抗
の
少
な
い
水
道
管
を

用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
薄
手
の
管
で
は
︑
水
圧
に
耐
え
ら

れ
ず
に
壊
れ
て
し
ま
う
︒
表
面
が
滑
か
で
な
け
れ
ば
︑
水
流
が
滞

留
し
て
︑
管
が
砕
け
る
︒
で
す
か
ら
︑
野
生
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
身
体
に
通
そ
う
と
思
う
な
ら
︑
そ
れ
を
通
し
て
も
傷
つ
か
な

い
よ
う
に
身
体
を
調
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
武
道
修
行

の
要
諦
は
そ
こ
に
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
必
ず
し
も
自
分
の
運
動
能

力
を
高
め
る
と
い
う
表
現
で
は
尽
く
せ
な
い
︒
筋
力
を
強
め
る
と

か
︑
動
体
視
力
を
高
め
る
と
か
︑
反
射
速
度
を
上
げ
る
と
か
︑
闘

争
心
を
持
つ
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
で
は
尽
く
せ
な
い
︒
本
来
の

武
道
修
行
と
は
︑
野
生
の
巨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
通
過
し
て
も
傷

つ
か
な
い
よ
う
に
心
身
を
調
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒
人
間
の
外

部
に
あ
る
力
を
︑
人
間
の
身
体
を
通
し
て
発
動
し
︑
そ
れ
を
制
御

す
る
︒
そ
の
技
術
の
こ
と
で
す
︒

海
部
と
飼
部
の
戦
い
で
は
︑
結
果
と
し
て
は
︑
野
生
獣
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
︑
陸
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
制
御
す
る
技
術
を
持
っ
た
職
能
民

が
勝
利
し
ま
し
た
︒
だ
か
ら
︑
武
道
と
し
て
﹁
弓
馬
の
道
﹂
が
残

さ
れ
た
︒
で
も
︑
本
来
は
︑
心
身
を
調
え
て
野
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
制
御
す
る
技
術
は
︑
す
べ
て
﹁
武
道
﹂
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
と
僕
は
思
っ
て
い
ま
す
︒

鎌
倉
仏
教
は
﹁
大
地
の
霊
﹂
を
身
体
に
受
け
入
れ
︑
そ
れ
を
発

動
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
日
本
固
有
の
宗
教
と
な
っ

た
︒
そ
れ
が
武
道
と
発
想
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
こ
と
は
今
の
話

で
ご
理
解
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
︒

発
生
的
に
言
う
と
室
町
時
代
の
能
楽
が
一
番
後
に
来
る
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
︑
能
楽
の
場
合
は
神
霊
を
源
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
︑

シ
テ
が
そ
の
調
え
ら
れ
た
身
体
を
通
じ
て
︑
美
的
な
も
の
と
し
て

能
舞
台
上
に
発
現
す
る
︒
で
す
か
ら
︑
シ
テ
に
お
い
て
﹁
自
我
﹂

と
い
う
の
は
あ
る
だ
け
邪
魔
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
シ
テ

は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
通
り
道
で
す
︒
大
き
な
力
を
通
せ
る
だ
け
の
厚

み
が
あ
り
︑
滑
ら
か
さ
が
あ
る
こ
と
︑
そ
れ
が
シ
テ
に
は
求
め
ら

れ
ま
す
︒
世
阿
弥
は
シ
テ
の
個
性
と
か
わ
ざ
と
ら
し
さ
と
い
う
こ

と
を
非
常
に
批
判
し
た
と
い
う
話
を
さ
き
ほ
ど
松
岡
先
生
が
さ
れ

ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
は
当
然
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
︒
そ
ん

な
も
の
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
︑
シ
テ
を
通
じ
て
舞
台
上
に
顕
現
す

る
も
の
は
衰
え
︑
汚
れ
る
か
ら
で
す
︒

昔
は
︑
も
う
少
し
能
役
者
の
構
え
が
自
由
だ
っ
た
の
が
︑
だ
ん

だ
ん
型
が
制
約
的
に
な
っ
て
き
た
と
い
う
ご
指
摘
も
そ
の
と
お
り

だ
ろ
う
と
僕
も
思
い
ま
す
︒
能
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
約
束
事
は
︑

シ
テ
に
自
由
な
こ
と
を
さ
せ
な
い
た
め
の
仕
掛
け
だ
か
ら
で
す
︒
か

つ
て
は
シ
テ
が
自
由
に
動
い
て
も
︑
日
常
動
作
そ
の
も
の
が
規
矩

に
か
な
っ
て
い
た
の
で
︑
自
然
に
型
に
な
っ
た
︒
で
も
︑
時
代
が

下
る
と
︑
能
が
要
求
す
る
﹁
調
え
ら
れ
た
身
体
﹂
と
︑
日
常
的
に

能
楽
師
が
自
然
に
動
く
と
き
の
身
体
運
用
の
間
の
﹁
ず
れ
﹂
が
生

じ
て
き
ま
す
︒
で
す
か
ら
︑
シ
テ
に
自
然
な
動
き
を
禁
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
よ
う
に
な
っ
た
︒
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能
は
太
古
的
な
呪
術
性
を
残
す
芸
能

能
の
呪
術
性
と
い
う
こ
と
を
知
る
た
め
に
︑
具
体
的
な
例
を
挙

げ
た
い
と
思
い
ま
す
︒
僕
が
能
楽
を
稽
古
し
始
め
て
か
ら
聞
い
た

話
で
一
番
驚
い
た
の
は
︑
能
の
本
番
中
に
シ
テ
が
失
神
し
た
り
︑
絶

命
し
た
り
し
た
場
合
は
︑
シ
テ
を
切
戸
口
か
ら
外
に
連
れ
出
し
た

後
は
︑
後
見
が
そ
の
続
き
を
舞
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
で
し
た
︒
重
い
装
束
を
つ
け
て
︑
面
も
か
け
て
い
ま
す
か
ら
︑
身

体
的
に
は
負
荷
が
大
き
い
︒
で
す
か
ら
︑
ぐ
っ
と
力
ん
だ
と
き
に

脳
内
出
血
と
か
起
こ
す
こ
と
が
あ
る
ん
だ
そ
う
で
す
︒

ふ
つ
う
の
演
劇
や
舞
踊
だ
っ
た
ら
︑
主
演
の
人
が
倒
れ
た
ら
︑
す

ぐ
カ
ー
テ
ン
を
降
ろ
し
て
︑﹁
す
み
ま
せ
ん
︑
主
演
者
が
倒
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
︑
本
日
の
公
演
は
こ
れ
で
お
し
ま
い
で
す
﹂
と
な
る

は
ず
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︑
能
は
そ
う
な
ら
な
い
︒
神
霊
が
舞
台

上
に
降
り
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
︑
曲
が
終
わ
っ
た
ら
︑
神

霊
を
再
び
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
だ
か
ら
︑
シ
テ
が
倒
れ
て

も
︑
後
見
が
最
後
ま
で
舞
い
切
っ
て
︑
最
後
ま
で
舞
台
を
勤
め
る
︒

僕
が
実
際
に
経
験
し
た
こ
と
に
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
能

を
舞
い
終
え
る
と
︑
シ
テ
は
橋
掛
か
り
を
歩
い
て
︑
幕
の
中
に
入

り
ま
す
︒
あ
の
と
き
︑
シ
テ
は
自
分
で
足
を
止
め
て
は
い
け
な
い

ん
で
す
︒
後
見
が
先
回
り
し
て
︑
幕
の
中
で
シ
テ
の
入
り
を
待
っ

て
い
る
ん
で
す
︒
そ
の
と
き
に
お
辞
儀
を
す
る
ん
で
す
︒
僕
が
シ

テ
を
勤
め
て
い
る
と
き
︑
後
見
は
先
生
で
す
︒
先
生
が
舞
い
終
え

た
僕
に
﹁
お
つ
か
れ
さ
ん
﹂
と
言
っ
て
お
辞
儀
を
し
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
先
生
は
﹁
僕
が
背
負
っ
て
い
る
も
の
﹂
に
対

し
て
お
辞
儀
を
し
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
両
手
を
差
し
出
し
て
︑
僕

の
腰
の
あ
た
り
を
押
さ
え
て
︑
歩
み
を
止
め
る
︒
後
見
が
そ
う
や

っ
て
止
め
る
ま
で
︑
僕
の
方
か
ら
足
を
止
め
て
は
い
け
な
い
︒
僕

は
止
め
ら
れ
る
ま
で
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
す
る

と
︑
ど
う
い
う
感
じ
が
す
る
か
想
像
で
き
ま
す
ね
︒
僕
が
﹁
背
負

っ
て
い
る
も
の
﹂
は
後
見
が
僕
の
身
体
を
止
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑

そ
の
ま
ま
惰
性
で
僕
の
身
体
を
通
り
抜
け
て
︑
外
で
飛
び
出
す
︒
そ

れ
が
お
そ
ら
く
﹁
上
げ
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
儀
礼
な
ん
だ
ろ
う
と

思
い
ま
す
︒

自
分
で
足
を
止
め
る
な
と
い
う
点
に
つ
い
て
︑
先
生
は
非
常
に

厳
し
か
っ
た
︒
ふ
だ
ん
の
稽
古
の
と
き
も
︑
橋
掛
か
り
を
通
っ
て
︑

幕
の
中
に
入
る
と
こ
ろ
を
稽
古
し
て
い
る
と
き
に
︑
僕
が
つ
い
う

っ
か
り
︑
自
分
で
止
ま
っ
て
し
ま
う
と
︑
き
つ
く
怒
ら
れ
ま
し
た
︒

で
す
か
ら
こ
れ
は
楽
屋
内
の
決
ま
り
ご
と
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

宗
教
的
禁
忌
な
ん
だ
な
と
感
じ
ま
し
た
︒
神
霊
を
そ
の
ま
ま
生
身

の
人
間
の
身
体
の
中
に
と
ど
め
置
い
て
は
な
ら
な
い
︒﹁
そ
れ
﹂
は

能
が
終
わ
っ
た
ら
外
に
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
が
実
感

と
し
て
わ
か
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
︒

そ
れ
か
ら
︑
能
楽
で
は
装
束
を
着
け
て
︑
面
を
か
け
て
の
リ
ハ

ー
サ
ル
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
や
り
ま
せ
ん
︒
玄
人
の
場
合
︑
た

い
て
い
は
申
し
合
わ
せ
と
本
番
の
二
回
だ
け
で
す
︒
あ
れ
だ
け
難

し
い
こ
と
を
や
る
の
で
す
か
ら
︑
同
じ
メ
ン
バ
ー
で
何
回
も
繰
り

返
し
稽
古
し
て
︑
間
違
え
な
い
よ
う
に
息
を
合
わ
せ
る
か
と
思
い

き
や
︑
基
本
的
に
二
回
し
か
し
な
い
︒
た
ぶ
ん
﹁
慣
れ
﹂
と
い
う

こ
と
を
嫌
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
あ
れ
は
や
は
り
﹁
人

の
世
な
ら
ざ
る
も
の
﹂
が
降
り
て
き
て
︑
シ
テ
に
憑
依
し
て
︑
最

後
に
舞
い
納
め
て
︑
天
に
上
げ
る
と
い
う
呪
術
性
の
強
い
芸
能
で

す
か
ら
︑
あ
ま
り
何
度
も
練
習
す
る
も
の
で
は
な
い
︒

実
際
に
生
涯
に
演
じ
る
こ
と
の
で
き
る
能
の
曲
数
は
二
千
が
上

限
だ
そ
う
で
す
︒
二
千
を
超
え
る
と
命
に
関
わ
る
と
い
う
話
を
玄

人
の
先
生
か
ら
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

そ
う
い
う
点
で
︑
能
楽
は
今
で
も
な
お
太
古
的
な
呪
術
性
を
残

し
て
い
る
芸
能
だ
と
思
い
ま
す
︒
だ
か
ら
︑
修
行
す
る
も
の
は
︑
能

楽
の
そ
の
霊
的
な
意
味
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
︑
そ
れ
を
踏
ま
え

て
修
行
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
︒

最
初
に
お
話
し
さ
れ
た
ア
ニ
シ
モ
フ
先
生
は
︑
自
然
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
と
人
間
の
関
わ
り
を
制
御
す
る
技
術
が
存
在
す
る
︑
そ
の
自

然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
人
間
の
関
わ
り
の
中
に
芸
術
的
創
造
が
あ
る

と
い
う
お
話
を
さ
れ
ま
し
た
︒
そ
れ
を
伺
っ
て
︑
基
本
的
な
原
理

は
能
と
同
じ
だ
な
と
思
い
ま
し
た
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ

ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
︑﹃
俳
優
修
業
﹄
を
ぱ
ら
ぱ
ら
と
読
ん
だ
だ
け

で
︑
武
道
や
能
楽
と
は
何
の
関
係
も
な
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
︑

今
日
の
お
話
を
聞
い
て
︑
実
は
非
常
に
深
い
と
こ
ろ
で
は
つ
な
が

っ
て
い
る
と
実
感
し
ま
し
た
︒

鎌
田　

そ
れ
で
は
︑
次
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思

い
ま
す
︒
五
人
目
の
発
表
者
は
︑
身
心
変
容
技
法
研
究
会
の
メ
ン

バ
ー
の
松
嶋
健
さ
ん
︑
広
島
大
学
准
教
授
で
す
︒
松
嶋
さ
ん
は
︑
二

年
前
に
﹃
プ
シ
コ 

ナ
ウ
テ
ィ
カ
―
イ
タ
リ
ア
精
神
医
療
の
人
類

学
﹂︵
世
界
思
想
社
︑
二
〇
一
四
年
︶
と
い
う
︑
イ
タ
リ
ア
の
あ
る
町

の
精
神
病
の
患
者
の
人
た
ち
が
一
緒
に
な
っ
て
︑
地
域
で
生
活
し

な
が
ら
演
劇
活
動
を
し
て
い
る
の
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
し
︑
そ

れ
を
博
士
論
文
に
し
て
︑
本
に
さ
れ
ま
し
た
︒

そ
の
演
劇
人
類
学
︑
文
化
人
類
学
的
研
究
を
進
め
る
過
程
で
︑

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
に
つ
い
て
も
非
常
に
深
く
学
ば
れ
て
き
た
の
で
︑
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
弟
子
筋
の
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
か
ら
︑
今
日
の

テ
ー
マ
に
切
り
込
ん
で
も
ら
い
ま
す
︒

で
は
︑
松
嶋
さ
ん
︑
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
︒

講
演
5

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
か
ら
見
た
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
と
世
阿
弥

�

松
嶋　
健

精
神
障
害
者
た
ち
の
演
劇
実
験
室

広
島
大
学
の
松
嶋
で
す
︒
今
日
広
島
か
ら
来
た
の
で
す
け
れ
ど

も
︑
先
ほ
ど
内
田
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
い
て
︑
広
島
は
や
っ
ぱ

り
平
家
の
系
譜
の
海
民
の
町
な
の
だ
な
と
思
い
ま
し
た
︒
広
島
カ

ー
プ
に
対
す
る
広
島
市
民
の
あ
の
特
別
な
愛
情
も
︑
日
本
の
中
世

か
ら
ず
っ
と
続
い
て
い
る
平
家
の
感
覚
や
思
い
と
重
な
る
も
の
が

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
妄
想
が
湧
き
起
こ
り
ま
し
た
︒
本
当

は
も
っ
と
そ
の
話
を
し
た
い
く
ら
い
な
ん
で
す
が
︑
気
を
取
り
直

し
て
︑﹁
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
か
ら
見
た
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
世
阿

弥
﹂
と
い
う
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
︒

今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
は
﹁
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
﹂
で
す
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
に
も
う
一
人
︑
グ
ロ
ト
フ
ス

キ
と
い
う
第
三
項
を
入
れ
る
こ
と
で
︑
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ

ス
キ
ー
に
対
し
て
別
の
角
度
か
ら
光
を
当
て
る
︒
そ
れ
が
︑
私
の

役
目
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
と
い
う
人
は
︑
世
阿
弥
や
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
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ー
に
比
べ
る
と
︑
日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
演
出
家
で
す
︒

﹁
演
劇
実
験
室
﹂
と
呼
ば
れ
る
試
み
で
︑
二
〇
世
紀
の
演
劇
の
世
界

で
も
極
め
て
重
要
な
存
在
で
︑
先
ほ
ど
︑
松
岡
先
生
の
お
話
に
出

て
き
た
ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク
な
ん
か
も
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
か
ら

非
常
に
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
︑
そ
う
い
う
人
で
す
︒
あ
る

時
期
か
ら
イ
タ
リ
ア
に
拠
点
を
移
し
て
︑
最
終
的
に
は
そ
こ
で
亡

く
な
り
ま
し
た
︒

私
が
な
ぜ
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
に
関
心
を
持
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
︑
一
言
だ
け
触
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒
私
の
専
門

は
文
化
人
類
学
で
︑
フ
ィ
ー
ル
ド
は
イ
タ
リ
ア
な
の
で
す
が
︑
そ

こ
で
︑
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
し
た
の
で
す
︒
イ
タ
リ
ア
で

は
︑
精
神
病
院
を
法
律
で
全
廃
し
た
の
で
す
が
︑
そ
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
︑
精
神
病
院
か
ら
外
に
出
た
精
神
障
害
者
た
ち
に
よ
る
プ

ロ
の
劇
団
を
つ
く
ろ
う
︑
そ
の
た
め
に
ま
ず
演
劇
実
験
室
を
行
お

う
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
た
︒

そ
れ
は
︑
デ
ン
マ
ー
ク
に
本
拠
地
を
置
く
オ
ー
デ
ィ
ン
・
テ
ア

ト
レ
ッ
ト
と
い
う
劇
団
と
の
コ
ラ
ボ
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
こ
の
オ

ー
デ
ィ
ン
を
率
い
て
い
る
の
が
︑
イ
タ
リ
ア
人
演
出
家
の
エ
ウ
ジ

ェ
ニ
オ
・
バ
ル
バ
と
い
う
人
で
す
︒
そ
し
て
︑
こ
の
バ
ル
バ
こ
そ
︑

一
九
六
〇
年
代
に
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
演
劇
実
験
室

を
や
っ
て
い
た
と
き
の
右
腕
だ
っ
た
の
で
す
︒

つ
ま
り
︑
イ
タ
リ
ア
で
︑
私
も
一
緒
に
参
加
し
て
演
劇
実
験
室

を
や
っ
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
さ
か
の
ぼ
る
と
そ
れ
が
グ

ロ
ト
フ
ス
キ
に
至
る
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
︑
グ
ロ
ト
フ
ス

キ
の
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
調
べ
始
め
た
の
が
き
っ
か
け
で
す
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑
若
い
頃
に
非
常
に
大
き
な
転
機
が
あ
り
ま

し
た
︒
一
六
歳
の
と
き
重
い
病
気
に
か
か
り
︑
医
者
か
ら
完
全
に

見
放
さ
れ
た
状
態
で
一
年
間
入
院
生
活
を
送
り
ま
す
︒
そ
の
と
き

に
︑
彼
は
自
分
の
人
生
を
何
か
に
さ
さ
げ
よ
う
と
固
く
決
心
し
た

の
だ
と
思
い
ま
す
︒

ク
ラ
ク
フ
の
国
立
演
劇
学
校
に
入
学
し
て
︑
そ
こ
で
ス
タ
ニ
ス

ラ
フ
ス
キ
ー
の
メ
ソ
ッ
ド
と
い
う
も
の
に
出
会
う
︒
グ
ロ
ト
フ
ス

キ
は
︑
こ
れ
こ
そ
が
創
造
性
の
あ
ら
ゆ
る
扉
を
開
く
鍵
だ
と
信
じ

て
︑
そ
れ
を
徹
底
的
に
実
践
し
て
い
き
ま
す
︒

そ
の
後
さ
ら
に
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
は
飽
き
足
ら
ず
モ
ス
ク
ワ
に

留
学
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
と
き
国
立
演
出
高
等

学
院
で
先
生
を
し
て
い
た
ザ
ヴ
ァ
ー
ツ
キ
イ
は
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ

の
仕
事
の
仕
方
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
仕
事
の
仕
方
に
非
常

に
よ
く
似
て
い
た
と
語
っ
て
い
ま
す
︒

こ
の
ソ
連
時
代
に
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
中
央
ア
ジ
ア
に
も
旅
を

し
て
い
ま
す
︒
そ
の
留
学
を
終
え
て
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
に
戻
り
︑
オ

ポ
ー
レ
と
い
う
町
の
劇
場
の
演
出
家
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
の
と
き

に
は
す
で
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
は
違
う
道
を
自
分
は
進

も
う
と
決
心
し
て
い
た
よ
う
で
す
︒
こ
れ
は
︑
一
九
六
九
年
の
﹁
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
へ
の
答
え
﹂
と
い
う
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
か
ら
の

言
葉
で
す
︒

﹁
俳
優
と
し
て
私
は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
憑
か
れ
て
い
た
︒

熱
狂
的
信
奉
者
だ
っ
た
︒︵
中
略
︶
だ
が
︑
創
造
性
の
鍵
と
な
る
よ

う
な
い
か
な
る
理
想
的
な
シ
ス
テ
ム
も
存
在
し
な
い
と
い
う
結
論

に
達
し
た
と
き
︑﹃
方
法
﹄
と
い
う
言
葉
の
意
味
が
私
の
中
で
変
わ

っ
た
︒
各
人
が
自
ら
の
答
え
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な

挑
戦
こ
そ
が
あ
る
の
だ
︒︵
中
略
︶
生
の
経
験
と
は
問
い
で
あ
り
︑

創
造
と
は
そ
れ
へ
の
答
え
で
あ
る
︒
そ
れ
は
自
分
に
対
し
て
隠
さ

な
い
こ
と
︑
噓
を
つ
か
な
い
こ
と
か
ら
始
ま
る
︒
だ
か
ら
︑
シ
ス

テ
ム
と
い
う
意
味
で
の
方
法
は
存
在
し
な
い
﹂︒
こ
う
︑
グ
ロ
ト
フ

ス
キ
は
語
っ
て
い
ま
す
︒

彼
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
を
︑
本
当
に
最
大
限
に
リ
ス
ペ

ク
ト
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
︑
同
時
に
︑
真
の
弟
子
と
い
う
の

は
︑
師
と
は
異
な
る
道
を
歩
む
こ
と
で
別
の
答
え
を
見
つ
け
る
べ

き
だ
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
︒

た
だ
︑
そ
の
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
自
身
の
道
の
出
発
点
と
し
た
の

は
︑
ま
さ
に
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
到
達
し
た
︑
あ
る
地
点
で

し
た
︒
先
ほ
ど
松
岡
先
生
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
が
︑
ス
タ

ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
い
え
ば
︑
役
を
生
き
る
こ
と
で
自
分
の
感
情

記
憶
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
技
法
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
般
に
流
布
し

て
い
ま
す
︒
た
だ
そ
れ
は
前
期
の
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
で
︑
後

期
に
な
る
と
︑
感
情
で
は
な
く
身
体
行
動
を
中
心
に
考
え
る
と
い

う
ふ
う
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
自
身
が
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
︒

こ
の
地
点
か
ら
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
自
分
の
独
自
の
道
を
歩
ん
で

い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

身
体
記
憶
の
重
視

先
ほ
ど
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
﹁
も

し
も
～
な
ら
︙
︙
﹂
が
重
要
だ
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
︑
グ

ロ
ト
フ
ス
キ
に
お
い
て
は
そ
れ
は
問
わ
れ
な
い
︒
あ
る
状
況
に
お

い
て
︑
あ
な
た
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
か
と
い
う
ふ
う
に
問
い
を
立

て
る
の
で
は
な
く
て
︑
そ
の
場
か
ら
出
て
く
る
身
体
記
憶
と
い
う

も
の
を
重
視
す
る
の
で
す
︒

身
体
記
憶
と
は
︑
身
体
に
つ
い
て
の
記
憶
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
て
︑
身
体
の
あ
る
在
り
方
が
︑
そ
の
ま
ま
一
つ
の
記
憶
で
あ
る

と
い
う
状
態
︒
そ
こ
に
は
︑
本
人
が
過
去
に
実
際
に
経
験
し
た
も

の
で
は
な
い
記
憶
さ
え
内
蔵
さ
れ
て
い
る
︒
感
情
記
憶
を
呼
び
起

こ
す
の
で
は
な
く
て
︑
舞
台
の
上
の
︑﹁
い
ま
︑
こ
こ
﹂
の
瞬
間
に

お
い
て
︑
他
者
へ
の
反
応
と
し
て
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
身
体
行
動

と
し
て
顕
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒

さ
き
ほ
ど
の
内
田
先
生
の
話
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
う
の

で
す
が
︑
い
ま
こ
の
瞬
間
に
他
者
に
反
応
し
て
舞
台
の
上
で
か
ら

だ
が
自
然
に
動
く
︒
そ
の
と
き
の
他
者
と
い
う
の
は
︑
相
手
役
の

俳
優
と
い
う
人
間
に
と
ど
ま
る
必
要
は
な
く
て
︑
非
人
間
で
も
か

ま
わ
な
い
︒
そ
れ
は
︑
た
と
え
ば
木
で
も
い
い
し
︑
石
で
も
い
い

し
︑
動
物
で
も
い
い
し
︑
神
で
も
い
い
︒

た
と
え
ば
︑
有
名
な
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄
の
モ
ノ
ロ
ー
グ
が
あ
り

ま
す
が
︑
あ
れ
は
実
は
モ
ノ
ロ
ー
グ
な
ん
か
で
は
な
く
︑
そ
こ
に

死
者
と
し
て
の
父
親
が
顕
現
し
て
い
て
︑
そ
れ
に
対
す
る
リ
ア
ク

シ
ョ
ン
な
ん
だ
と
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
考
え
る
わ
け
で
す
︒

そ
う
い
う
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
求
め
た
よ
う
な
身
体
記
憶
を
俳
優

が
探
究
す
る
た
め
に
は
︑
当
時
の
劇
場
の
上
演
サ
イ
ク
ル
︑
通
常

の
サ
イ
ク
ル
は
三
カ
月
ぐ
ら
い
だ
っ
た
の
で
す
が
︑
そ
れ
だ
と
短

す
ぎ
る
︒
そ
こ
で
︑﹁
演
劇
実
験
室
﹂
と
い
う
も
の
を
︑
ま
さ
に
ラ

ボ
ラ
ト
リ
ー
︵
実
験
室
︶
と
し
て
立
ち
上
げ
る
わ
け
で
す
︒

こ
れ
を
作
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
ボ
ー
ア
の
量
子
力
学
の
研
究
所

と
中
世
の
画
家
の
工
房
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
︑
お

そ
ら
く
も
う
ひ
と
つ
︑
錬
金
術
師
の
実
験
室
と
い
う
の
も
含
ま
れ

て
い
た
と
思
い
ま
す
︒

た
だ
︑
こ
こ
に
も
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
か
ら
イ
ン
ス
パ
イ
ア
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さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
と
い
う
の
は
︑
最
晩
年
の
ス
タ
ニ
ス

ラ
フ
ス
キ
ー
が
︑
モ
リ
エ
ー
ル
の
﹃
タ
ル
チ
ュ
フ
﹄
を
題
材
に
︑
上

演
に
は
結
び
付
か
な
い
稽
古
を
や
る
こ
と
で
︑
俳
優
の
仕
事
と
は

本
当
の
と
こ
ろ
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
自
分
の
老
い
先
が
短

い
な
か
で
弟
子
た
ち
に
伝
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た

か
ら
で
す
︒
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
も
︑
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
演
劇
実

験
室
と
い
う
も
の
を
立
ち
上
げ
た
わ
け
で
す
︒

た
だ
︑
観
客
の
い
な
い
日
常
の
稽
古
で
何
を
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
が
問
題
で
す
︒
そ
こ
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
す

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
こ
に
は
罠
が
あ
る
の
で
す
︒
な
か
で

も
最
も
よ
く
あ
る
の
が
︑
テ
ク
ニ
ッ
ク
そ
の
も
の
に
逃
げ
込
ん
で

し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
こ
れ
を
︑
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
デ

ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
言
い
方
で
指
摘
し
て
い
ま
す
︒
デ

ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
の
は
︑
厳
格
な
与
え
ら
れ
た
課
題

を
自
分
な
り
に
都
合
よ
く
解
釈
し
て
や
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
ス
ル

ー
し
た
り
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

方
は
︑
自
分
は
こ
れ
だ
け
厳
し
い
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
や
っ
た
の
だ

か
ら
と
い
う
こ
と
で
︑
自
分
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
自
己
防
衛
の
盾
に

し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
れ
ら
の
罠
を
克
服
す
る
た
め

に
は
︑
俳
優
の
人
間
と
し
て
の
全
体
性
を
巻
き
込
む
必
要
が
あ
る

の
だ
と
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
言
い
ま
す
︒

﹁
人
間
と
し
て
の
全
体
性
を
巻
き
込
む
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒

た
と
え
ば
︑
あ
る
俳
優
が
緊
張
し
て
身
を
固
く
し
て
い
る
︒
そ
れ

を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
た
い
︒
そ
こ
で
︑
た
と
え
ば
︑
リ
ラ
ッ
ク
ス

す
る
に
は
ま
ず
は
自
然
な
呼
吸
が
必
要
だ
︑
最
も
自
然
な
呼
吸
は

腹
式
呼
吸
だ
と
い
う
こ
と
で
︑
そ
れ
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
と
︑

逆
に
自
然
な
呼
吸
と
い
う
も
の
は
で
き
な
い
︒

そ
こ
で
︑
技
術
的
な
解
で
は
な
く
︑
原
因
を
見
て
い
く
わ
け
で

す
︒
俳
優
の
普
段
の
状
態
を
観
察
し
て
み
ま
す
と
︑
そ
の
俳
優
に

と
っ
て
の
自
然
な
呼
吸
法
と
い
う
の
が
分
か
っ
て
く
る
︒
そ
う
す

る
と
︑
障
害
に
な
っ
て
い
る
原
因
も
見
え
て
く
る
︒

そ
こ
で
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
や
る
の
は
︑
そ
の
俳
優
の
精
神
と
肉

体
の
全
体
性
を
総
動
員
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
よ
う
な
課
題
を
課

し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
︒
自
分
の
手
に
は
負
え
な
い
と
感
じ

ら
れ
る
よ
う
な
難
し
い
課
題
に
集
中
す
る
こ
と
で
︑
そ
れ
ま
で
い

ろ
い
ろ
考
え
た
り
す
る
こ
と
で
生
じ
て
い
た
肉
体
の
ブ
ロ
ッ
ク
や

精
神
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
超
え
て
い
く
︒
結
果
と
し
て
︑
自
分
の
な
か

の
よ
り
大
き
な
力
︵
こ
れ
は
︑﹁
自
分
の
な
か
の
自
然
﹂
と
い
う
よ
う

に
呼
ん
で
も
い
い
と
思
い
ま
す
が
︶
に
︑
身
を
委
ね
て
い
く
こ
と
を

可
能
に
す
る
わ
け
で
す
︒

課
題
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
︑
た
と
え
ば
す
ご
く
シ
ン

プ
ル
に
︑
肩
倒
立
を
さ
せ
る
と
か
︑
宙
返
り
を
さ
せ
る
と
か
で
あ

っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
︒
そ
れ
は
﹁
コ
ル
ポ
レ
ル
﹂
と
い
っ
て
︑
演

劇
実
験
室
の
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
と
し
て
有
名
で
す
が
︑
別
に
ア
ク
ロ

バ
ッ
ト
を
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
て
︑
脊
椎
を
柔
軟
に
し
て

お
く
こ
と
で
︑
体
の
平
衡
の
限
界
を
試
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

す
る
も
の
な
の
で
す
︒
そ
う
す
る
こ
と
で
︑
自
分
の
体
を
い
つ
で

も
反
応
で
き
る
状
態
に
す
る
︑
感
度
を
上
げ
て
︑
常
に
ど
ん
な
か

す
か
な
イ
ン
プ
ッ
ト
に
対
し
て
も
反
応
で
き
る
準
備
オ
ー
ケ
ー
の

状
態
に
し
て
お
く
た
め
の
も
の
な
の
で
す
︒
こ
う
し
た
試
み
か
ら
︑

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
﹁
否
定
の
道
︵Via N

egativa

︶﹂
と
呼
ぶ
原
理
が

出
て
き
ま
す
︒

﹁
わ
れ
わ
れ
の
演
劇
に
お
い
て
︑
俳
優
を
養
成
す
る
と
は
︑
何
か

を
教
え
る
こ
と
で
は
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
心
的
過
程
に
お
け

る
肉
体
の
抵
抗
を
取
り
除
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
結

果
は
︑
内
的
衝
動
が
︑
即
︑
外
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
よ
う
に
︑

内
的
衝
動
と
外
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
の
あ
い
だ
の
時
間
感
覚
が
ゼ

ロ
に
な
る
こ
と
で
あ
る
︒
衝
動
と
行
為
は
同
時
で
あ
る
︒
身
体
は

燃
え
尽
き
て
姿
を
消
し
︑
た
だ
一
連
の
可
視
的
な
衝
動
だ
け
を
観

客
は
見
る
の
で
あ
る
﹂

こ
う
し
た
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
言
葉
に
は
︑
内
田
先
生
が
能
舞
台

で
経
験
さ
れ
た
こ
と
と
何
か
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
︒

俳
優
と
観
客
、両
者
が
共
在
す
る
場

一
九
六
五
年
に
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑﹁
貧
し
い
演
劇
に
向
け
て
﹂

と
い
う
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
を
書
き
ま
す
︒﹁
貧
し
い
﹂
と
は
ど
う
い
う

意
味
か
と
い
う
と
︑
演
劇
に
と
っ
て
本
質
的
で
は
な
い
も
の
は
す

べ
て
引
き
算
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
う
す
る
と
残
る
の

は
︑
演
劇
が
成
立
す
る
た
め
に
最
低
限
必
要
な
三
つ
の
要
素
︑
つ

ま
り
︑
俳
優
と
観
客
︑
そ
し
て
そ
の
両
者
が
共
在
す
る
場
で
す
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑
観
客
と
い
う
も
の
を
非
常
に
重
視
し
て
い

ま
し
た
︒
今
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
三
人
を
比
較
し
て
言
う
と
︑
世

阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
二
人
と
も
︑
本
人
が
俳
優
で
か

つ
演
出
家
で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
だ
け
は
︑
自

分
は
俳
優
で
は
な
く
て
演
出
家
で
あ
り
ま
す
︒

彼
は
︑
演
出
家
の
仕
事
と
い
う
の
は
︑
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル

な
観
客
で
あ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
が
︑
そ
う
い
う
文
脈
で
︑

先
ほ
ど
松
岡
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
世
阿
弥
に
お
け
る
観
客
の
意
味

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
ま
た
後
ほ
ど
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
き

れ
ば
と
思
い
ま
す
︒

観
客
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
る
上
演
空
間
の
設
計
と
い
う
こ
と

に
お
い
て
も
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
非
常
に
独
創
的
な
工
夫
を
し
て

い
ま
し
た
︒
た
だ
︑
そ
の
観
客
と
の
関
係
も
少
し
ず
つ
変
わ
っ
て

い
き
ま
す
︒
通
常
の
︑
芝
居
を
劇
場
で
上
演
す
る
と
い
う
か
た
ち

の
演
劇
を
︑﹁
提
示
の
演
劇
﹂
と
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
呼
び
︑
そ
れ
と

は
違
う
も
の
を
模
索
し
て
い
き
ま
す
︒

演
出
家
と
し
て
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
﹁
注
意
﹂
と
い
う
こ
と
を
非

常
に
重
要
視
し
ま
す
︒
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
観
客
と
し
て
の

演
出
家
の
一
つ
の
仕
事
と
し
て
︑
い
か
に
観
客
の
注
意
を
導
く
か

と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
観
客
の
注
意
を

舞
台
上
の
俳
優
が
い
か
に
引
き
つ
け
る
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る

と
き
に
︑
二
つ
の
や
り
方
が
あ
る
と
言
い
ま
す
︒

一
つ
は
︑﹁
娼
俳
優
﹂
と
訳
し
て
お
き
ま
し
た
が
︑
観
客
に
媚
び

る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
︒
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
だ
と
い
う
言
い
方

も
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
た
と
え
ば
い
き
な
り
こ
こ
で
私
が
服

を
脱
ぎ
だ
し
た
ら
︑
取
り
あ
え
ず
観
客
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
よ
ね
︒
そ
う
い
う
や
り
方
が
あ
る
と
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
聖
俳
優
﹂
と
い
う
の
が
あ
っ
て
︑
そ
れ
は
︑

自
分
自
身
を
開
示
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
と
︒
あ
る
意
味
で
は
︑
そ

れ
も
脱
ぐ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
︑
そ
れ
を
観
客
に
媚
び
る
か

た
ち
で
や
る
の
で
は
な
く
て
︑
そ
の
俳
優
の
持
っ
て
い
る
抵
抗
や

ブ
ロ
ッ
ク
︑
あ
る
い
は
自
動
化
さ
れ
た
普
段
の
動
き
を
取
り
除
い

て
い
く
こ
と
で
︑
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
な
身
体
記
憶
︵
こ
れ
を
グ

ロ
ト
フ
ス
キ
は
﹁
身
体
＝
生
﹂
と
も
呼
ん
で
い
ま
す
︶
が
観
客
の
面
前

で
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
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し
た
が
っ
て
観
客
は
︑
そ
れ
を
目
撃
す
る
目
撃
者
あ
る
い
は
証

人
と
い
う
位
置
付
け
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
︒
こ
れ
を
﹁
儀
礼

演
劇
﹂
と
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
呼
び
ま
す
︒
た
だ
︑
こ
う
い
う
ふ
う

に
儀
礼
演
劇
を
追
求
し
て
い
く
と
︑
そ
れ
は
は
た
し
て
演
劇
で
あ

る
必
要
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
ま
で
至
る
わ
け
で
す
︒
こ

の
あ
た
り
の
話
は
︑
世
阿
弥
に
お
け
る
宗
教
と
し
て
の
禅
と
の
関

わ
り
で
議
論
が
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
︒

実
際
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑
こ
の
よ
う
に
言
う
よ
う
に
な
り
ま

す
︒﹁
演
劇
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
目
的
だ
っ
た
︒

私
に
と
っ
て
は
︑
演
劇
は
目
的
で
は
な
い
︒
演
劇
で
は
な
く
︑
生

き
た
実
存
が
自
ら
を
開
示
す
る
こ
と
﹂
が
重
要
な
の
だ
と
︒
先
ほ

ど
の
ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん
の
話
か
ら
す
る
と
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ

ー
も
︑
演
劇
を
通
し
て
実
際
に
は
こ
う
い
う
こ
と
を
実
践
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑
世
界
中
の
い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
︑
さ
ま
ざ

ま
な
パ
ラ
演
劇
的
︑
あ
る
い
は
儀
礼
的
な
伝
統
を
人
類
学
的
に
探

究
し
て
い
く
わ
け
で
す
が
︑
そ
の
な
か
で
︑
人
類
の
歴
史
に
通
底

す
る
︑
あ
る
種
普
遍
的
な
身
心
変
容
の
実
践
と
い
う
も
の
を
見
い

だ
し
て
い
く
わ
け
で
す
︒

そ
こ
に
は
必
ず
︑
一
方
で
厳
密
さ
や
厳
格
さ
︑
型
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
︒
が
同
時
に
そ
こ
に
︑
自
然
発
生
性
を
重
視
す
る
と
い

う
こ
と
が
あ
る
︒
そ
の
両
方
が
あ
っ
て
︑
そ
の
両
者
の
交
差
が
あ

っ
て
初
め
て
創
造
的
な
も
の
が
創
発
す
る
の
だ
と
言
い
ま
す
︒

俳
優
で
は
な
く
パ
フ
ォ
ー
マ
ー

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
最
後
の
時
期
の
試
み
で
は
︑﹁
演
劇
﹂
と
い
う

言
葉
は
消
え
て
︑
端
的
に
﹁
芸
術
﹂
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
わ
り

ま
す
︒
そ
し
て
そ
れ
は
︑﹁
乗
り
物
︵vehicle

︶
と
し
て
の
芸
術
﹂

と
い
う
言
い
方
に
な
り
ま
す
︒

通
常
の
演
劇
の
場
合
は
︑
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
目
的
で
あ
り
︑
そ

れ
が
作
品
に
な
る
わ
け
で
す
が
︑
こ
の
﹁
乗
り
物
と
し
て
の
芸
術
﹂

に
お
い
て
は
︑
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
契
機
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
を
契

機
と
し
て
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム
し
て
い
く
俳
優
自
身
が
目
的
に
な

る
︑
そ
れ
は
俳
優
自
身
が
作
品
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り
ま
す
︒
そ
う
す
る
と
︑
俳
優
も
あ
る
意
味
︑
も
は
や
俳
優
と

呼
ぶ
必
要
は
な
く
て
︑
端
的
に
﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
︒

﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
は
行
動
の
人
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ダ
ン
サ
ー
で

あ
り
︑
僧
侶
で
あ
り
︑
戦
士
で
あ
り
︑
あ
ら
ゆ
る
芸
術
ジ
ャ
ン
ル

の
外
に
あ
る
︒
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
そ
の
儀
礼
で
あ
り
︑
成
就
さ

れ
た
行
動
は
一
つ
の
行
為
と
な
る
︒︵
中
略
︶
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
存

在
＝
本
質
に
結
び
つ
い
て
お
り
︑
潜
在
的
に
︿
存
在
本
質
の
身
体
﹀

に
導
く
︒
わ
れ
わ
れ
が
プ
ロ
セ
ス
に
入
る
と
き
︑
身
体
は
そ
の
抵

抗
を
な
く
し
︑
ほ
と
ん
ど
透
明
と
な
る
︒
す
べ
て
が
軽
や
か
で
︑
す

べ
て
が
明
瞭
に
な
る
﹂

﹁
乗
り
物
﹂
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
︑
先
ほ
ど

垂
直
軸
と
い
う
お
話
が
出
て
い
た
か
と
思
い
ま
す
が
︑
ま
さ
に
そ

れ
を
通
じ
て
︑
よ
り
繊
細
な
感
覚
と
か
繊
細
な
身
体
の
方
に
上
っ

て
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
す
︒
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑
初
期
の
﹁
提

示
の
演
劇
﹂
に
お
け
る
乗
り
物
が
︑
観
客
全
体
を
運
ぶ
大
き
な
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
っ
た
の
が
︑
綱
で
一
人
だ
け
を

引
き
上
げ
て
︑
ま
た
降
ろ
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
た
の
だ
と

表
現
し
て
い
ま
す
︒

先
ほ
ど
︑
世
阿
弥
の
﹁
離
見
の
見
﹂
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
が
︑

こ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
に
な
る
と
︑
そ
う
し
た
﹁
私
﹂
の
二
重
性
が

は
っ
き
り
と
現
れ
て
き
ま
す
︒﹁︿
私
―
私
﹀
が
存
在
す
る
︒
二
番

目
の
︿
私
﹀
は
潜
在
的
な
も
の
で
あ
り
︑
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に
あ

る
の
で
も
な
け
れ
ば
︑
他
者
の
ま
な
ざ
し
で
も
な
い
﹂
と
︒
で
す

の
で
︑
必
ず
し
も
観
客
の
ま
な
ざ
し
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で

す
︒そ

れ
は
﹁
良
識
な
の
で
も
な
い
︒
そ
れ
は
︑
ま
る
で
す
べ
て
を

照
ら
す
太
陽
の
よ
う
な
︑
不
動
の
ま
な
ざ
し
︑
沈
黙
の
現
前
︑
た

だ
︑
そ
れ
だ
け
だ
︒
各
人
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑
こ
の
不
動
の
現
前
の

文
脈
に
お
い
て
の
み
果
た
さ
れ
る
︒︿
私
―
私
﹀︒
経
験
に
お
い
て
︑

こ
の
二
重
性
は
分
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
は
な
く
︑
充
実
し
た

一
つ
の
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
﹂︒

こ
う
い
う
言
い
方
を
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
し
て
い
て
︑
こ
の
あ
た

り
は
︑﹁
離
見
の
見
﹂
と
重
ね
合
わ
せ
て
︑
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え

ら
れ
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
︒

重
要
な
の
は
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
﹂
を
︑
演
劇

に
と
ど
ま
ら
ず
︑
人
類
の
歴
史
に
お
け
る
様
々
な
芸
術
の
な
か
に

見
い
だ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
︒
そ
れ
は
︑
彼
に
と
っ
て
は
︑

あ
る
意
味
︑
宗
教
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
限
り
な
く
近
い
も
の
で
あ

り
な
が
ら
︑
宗
教
と
は
違
う
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
︒

こ
の
絵
は
︑
南
フ
ラ
ン
ス
の
グ
ロ
ッ
ト
・
デ
・
ト
ロ
ワ
・
フ
レ

ー
ル
の
洞
窟
壁
画
で
す
︒
動
物
と
人
間
が
合
体
し
た
も
の
が
描
か

れ
て
い
て
︑
こ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ン
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ

う
し
た
洞
窟
壁
画
の
描
き
手
か
ら
現
代
に
続
く
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
の

系
譜
が
あ
っ
て
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑
そ
こ
に
自
分
の
答
え
と
よ

く
似
た
も
の
を
見
い
だ
し
て
い
た
の
だ
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
︒

こ
れ
で
︑
私
の
発
表
は
終
わ
り
ま
す
︒
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
︒

鎌
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
続
い
て
次
の
発
表
に
移
り

た
い
と
思
い
ま
す
︒

講
演
6

世
阿
弥
と
修
験
道
と
山
伏
神
楽
の
身

心
変
容
技
法
に
つ
い
て

�

鎌
田　
東
二

「
魔
縁
を
静
む
」

世
阿
弥
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
中
で
︑﹁
外
道
を
和
げ
︑
魔
縁
を
静

む
﹂
と
か
﹁
天
下
泰
平
の
御
祈
禱
﹂︑
そ
れ
が
申
楽
で
あ
る
と
強
調

し
て
い
ま
す
︒
私
は
︑﹁
魔
縁
を
静
む
﹂
と
い
う
の
は
︑
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
︑
ど
う
い
う
は
た
ら
き
︑
力
な
の
か
︒
そ
し
て
そ
れ

が
﹁
天
下
泰
平
﹂
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
︑
一
体
何
を
指
し

示
す
の
か
︒
そ
う
い
う
こ
と
に
非
常
に
関
心
を
持
っ
て
き
ま
し
た
︒

今
日
の
私
の
発
表
の
ポ
イ
ン
ト
を
︑
命
題
1
か
ら
命
題
8
ま
で

と
し
て
問
題
提
起
し
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を
ま
ず
提
起
し
ま
す
︒

命
題
1
：
能
は
﹁
平
時
︵
平
和
時
︶
の
修
験
道
﹂
で
あ
る
！

命
題
2
：
世
阿
弥
は
修
験
者
で
あ
る
！

命
題
3
：
世
阿
弥
の
謡
は
ス
サ
ノ
ヲ
よ
り
始
ま
る
︒

命
題
4
：
世
阿
弥
の
舞
は
ア
メ
ノ
ウ
ズ
メ
よ
り
始
ま
る
︒

命
題
5
：
諸
国
一
見
の
僧
は
﹁
平
家
物
語
﹂
を
謡
う
琵
琶
法
師
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を
原
型
に
し
て
い
る
︒

命
題
6
：
世
阿
弥
作
﹁
高
砂
﹂
は
﹁
阿
蘇
の
神
主
﹂︵
阿
蘇
友

成
︶
で
な
け
れ
ば
︑
海
山
を
統
合
し
て
祝
福
で
き
な
か
っ
た
︒

命
題
7
：
能
︵
申
楽
︶︑
複
式
夢
幻
能
は
こ
の
世
と
あ
の
世
を
経

巡
り
︑
謡
い
︑
舞
い
︑
心
と
魂
と
鎮
め
る
タ
マ
シ
ズ
メ
の
ワ
ザ
で

あ
る
︒

命
題
8
：
世
阿
弥
の
稽
古
論
︵
特
に
﹁
離
見
の
見
﹂︶
と
ス
タ
ニ

ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
俳
優
論
は
﹁
ト
ラ
ン
ス
技
術
﹂
の
シ
ス
テ
ム
と

メ
ソ
ッ
ド
で
あ
る
︒

私
の
観
点
は
︑
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
す
︒
そ
し
て
最
後
の
命

題
8
で
す
が
︑
世
阿
弥
の
稽
古
論
︑
特
に
先
ほ
ど
か
ら
話
題
に
な

っ
て
い
る
﹁
離
見
の
見
﹂
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
俳
優
論
の

核
心
に
ト
ラ
ン
ス
技
術
の
シ
ス
テ
ム
と
メ
ソ
ッ
ド
が
あ
る
と
考
え

て
い
ま
す
︒

修
験
道
の「
験
競
べ
」と
能
の「
三
番
叟
」

こ
う
い
う
問
題
意
識
を
ず
っ
と
以
前
か
ら
考
え
て
い
て
︑
二
〇

一
六
年
四
月
に
青
土
社
か
ら
﹃
世
阿
弥
﹄
と
い
う
本
を
出
し
︑
そ

の
副
題
に
﹁
身
心
変
容
技
法
の
思
想
﹂
と
つ
け
ま
し
た
︒

﹁
能
に
し
て
能
に
あ
ら
ず
﹂
と
言
わ
れ
る
﹃
翁
﹄︒
現
在
︑﹃
翁
﹄

は
︑﹁
翁
﹂︑﹁
千
歳
﹂︑﹁
三
番
叟
﹂
と
い
う
三
曲
に
分
か
れ
て
い
ま

す
︒﹁
翁
﹂
で
は
白
色
の
尉
面
︑﹁
三
番
叟
﹂
で
は
黒
色
の
尉
面
を

か
け
ま
す
︒
そ
の
﹁
三
番
叟
﹂
で
は
︑
直
面
で
﹁
揉
之
段
﹂
を
舞

い
ま
す
︒
そ
の
後
︑
黒
色
の
尉
面
を
着
け
て
︑
鈴
を
持
っ
て
舞
う

﹁
鈴
之
段
﹂
が
続
き
ま
す
︒

そ
の
前
半
の
﹁
揉
之
段
﹂
で
︑
三
段
跳
び
が
行
わ
れ
ま
す
が
︑
こ

れ
を
私
は
羽
黒
修
験
道
の
﹁
烏
飛
び
﹂
と
同
様
の
も
の
と
思
っ
て

い
る
ん
で
す
︒

み
な
さ
ま
に
動
画
で
お
見
せ
し
た
野
村
萬
斎
の
﹁
三
番
叟
﹂
は

実
に
素
晴
ら
し
い
︒
こ
の
三
段
跳
び
は
︑
修
験
道
の
﹁
験
競
べ
﹂

で
は
な
い
か
︒
白
面
の
﹁
翁
﹂
と
黒
面
の
﹁
三
番
叟
﹂
は
﹁
験
競

べ
﹂
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
︒

野
村
萬
斎
の
三
段
跳
び
は
も
の
凄
い
ジ
ャ
ン
プ
力
で
す
︒
武
道

家
や
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
も
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
︒
裂
帛
の
気
合
と

と
も
に
わ
っ
と
飛
び
上
が
る
︒
飛
び
上
が
る
時
︑
何
に
向
か
っ
て

飛
び
上
が
っ
て
い
る
の
か
︒

羽
黒
山
の
松
例
祭
と
い
う
年
末
年
始
の
神
事
を
見
学
す
る
た
め

に
︑
私
は
毎
年
一
二
月
三
一
日
に
山
形
県
鶴
岡
市
羽
黒
町
に
鎮
座

す
る
出
羽
三
山
神
社
に
参
り
ま
す
︒
そ
こ
で
﹁
位
上
﹂
と
﹁
先
途
﹂

と
呼
ば
れ
る
二
人
の
﹁
松
聖
﹂
に
属
す
る
修
験
者
た
ち
の
﹁
験
競

べ
﹂
を
見
ま
す
︒
そ
の
﹁
験
競
べ
﹂
で
は
︑
位
上
と
先
途
の
松
聖

の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
か
れ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
﹁
烏
飛
び
﹂
の

﹁
験
競
べ
﹂
を
行
い
ま
す
︒
そ
し
て
ど
ち
ら
が
勝
っ
た
か
負
け
た
か

を
︑
月
山
の
神
の
使
い
の
白
兎
が
判
断
す
る
︒
だ
い
た
い
フ
ィ
フ

テ
ィ
・
フ
ィ
フ
テ
ィ
に
な
る
よ
う
で
す
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
烏
飛
び
﹂

の
﹁
験
競
べ
﹂
を
儀
礼
的
に
行
っ
て
い
ま
す
︒

こ
う
い
う
松
例
祭
の
﹁
烏
飛
び
﹂
の
よ
う
な
﹁
験
競
べ
﹂
の
修

験
道
の
演
劇
的
儀
礼
を
世
阿
弥
た
ち
は
う
ま
く
取
り
入
れ
た
の
で

は
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
ね
︒
実
際
︑﹁
三
番
叟
﹂
の
三
段
跳
び
は
︑

﹁
烏
飛
び
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
て
︑
羽
黒
山
の
﹁
験
競
べ
﹂
の
呼
び
名

と
同
じ
で
す
︒

こ
の
﹁
三
番
叟
﹂
は
狂
言
方
が
務
め
ま
す
︒
そ
し
て
︑﹃
翁
﹄
全

体
は
﹁
天
下
の
御
祈
禱
﹂
と
し
て
︑
天
下
泰
平
を
祈
り
︑
五
穀
豊

穣
を
寿
ぎ
ま
す
︒
こ
う
し
て
︑﹃
翁
﹄
は
天
下
泰
平
を
祈
り
ま
す
が
︑

﹁
三
番
叟
﹂
の
﹁
揉
之
段
﹂
と
﹁
鈴
之
段
﹂
は
大
地
に
向
か
い
地
霊

を
呼
び
起
こ
し
︑
そ
の
土
地
が
豊
穣
で
あ
り
︑
五
穀
が
豊
穣
で
あ

り
ま
す
よ
う
に
と
祈
り
︑
寿
ぐ
︒

世
阿
弥
は
﹃
風
姿
花
伝
﹄
第
四
神
儀
の
中
で
︑
特
に
﹃
翁
﹄
の

こ
と
を
こ
う
言
い
ま
す
︒
六
十
六
番
あ
る
能
の
中
で
特
に
重
要
な

三
つ
が
選
ば
れ
て
︑﹁
式
三
番
﹂
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ

の
三
つ
を
︑﹁
稲

い
な
つ
み
の
お
き
な

経
翁
﹂︵
翁
面
︶︑﹁
代
よ
な
つ
み
の
お
き
な

経
翁
﹂︵
三
番
申
楽
︶︑﹁
父
ち
ち
の
じ
ょ
う
助
﹂

と
し
て
い
ま
す
︒︑
そ
の
中
の
﹁
代
経
翁
﹂
が
﹁
三
番
叟
﹂
の
こ
と

で
す
︒

そ
し
て
こ
れ
が
︑
仏
教
の
法
身
︑
報
身
︑
応
身
の
三
身
に
対
応

す
る
︒
法
身
は
大
日
如
来
︒
密
教
の
宇
宙
根
本
仏
で
す
︒
報
身
は

阿
弥
陀
如
来
で
︑
極
楽
浄
土
の
救
済
者
︒
応
身
は
歴
史
的
に
現
れ

た
釈
迦
牟
尼
仏
︑
す
な
わ
ち
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
ト
︒
こ
の
法

身
は
大
日
如
来
で
す
が
︑
根
源
的
な
仏
陀
と
し
て
︑﹃
法
華
経
﹄
で

は
︑﹁
如
来
寿
量
品
﹂
の
﹁
久
遠
実
成
の
本
仏
﹂
に
当
た
り
ま
す
︒

こ
の
﹃
翁
﹄
が
︑﹁
能
の
な
か
の
能
﹂
と
も
︑﹁
能
に
し
て
能
に

あ
ら
ず
﹂
と
も
言
わ
れ
て
︑
非
常
に
特
殊
な
も
の
で
す
︒
そ
れ
は
︑

最
初
か
ら
面
を
か
け
て
舞
台
に
現
れ
る
の
で
は
な
く
︑
直
面
の
シ

テ
が
︑
舞
台
中
央
で
正
面
観
客
席
︑
つ
ま
り
︑
見
所
に
向
か
っ
て

深
々
と
拝
礼
を
し
た
後
︑
翁
面
を
か
け
︑
翁
の
舞
を
終
え
る
と
︑
面

を
外
し
て
ま
た
深
々
と
拝
礼
を
し
ま
す
︒
ま
さ
に
そ
の
拝
礼
は
︑
天

下
泰
平
︑
国
土
安
穏
︑
五
穀
豊
穣
を
祈
る
﹃
風
姿
花
伝
﹄
で
言
う

﹁
天
下
の
御
祈
禱
﹂
で
す
︒

そ
し
て
︑﹃
千
歳
﹄
は
︑
そ
の
翁
を
寿
ぎ
ま
す
︒﹁
と
う
と
う
た

ら
り
た
ら
り
ら
︑
た
ら
り
ら
ら
り
ら
ら
り
ど
う
︒
ち
り
や
た
ら
り

た
ら
り
ら
︑
た
ら
り
ら
ら
り
ら
ら
り
ど
う
︒
と
こ
ろ
千
代
ま
で
お

は
し
ま
せ
︑
わ
れ
ら
も
千
秋
さ
む
ら
は
う
︒
鶴
と
亀
と
の
齢よ

わ
いに

て
︑

さ
い
は
ひ
心
に
ま
か
せ
た
り
︒
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
︒
ち

り
や
た
ら
り
た
ら
り
ら
︑
た
ら
り
ら
ら
り
ら
ら
り
ど
う
︒
鳴
る
は

瀧
の
水
︑
鳴
る
は
瀧
の
水
︑
日
は
照
る
と
も
︑
た
え
ず
と
う
た
り
︑

あ
り
う
ど
う
ど
う
ど
う
︒
た
え
ず
と
う
た
り
︑
た
え
ず
と
う
た
り
︒

と
こ
ろ
千
夜
ま
で
お
は
し
ま
せ
︒
わ
れ
等
も
千
秋
さ
む
ら
は
う
︒
鳴

る
は
瀧
の
水
︑
日
は
照
る
と
も
︑
た
え
ず
と
う
た
り
あ
り
う
ど
う

ど
う
︒﹂
な
ど
と
謡
わ
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
何
の
意
味
を
持
っ
て
い
る

の
か
︒

千
歳
の
言
葉
に
︑﹁
鳴
る
は
滝
の
水
︑
鳴
る
は
滝
の
水
︑
日
は
照

る
と
も
︑
絶
え
ず
と
う
た
り
︑
絶
え
ず
と
う
た
り
﹂
と
あ
り
ま
す
︒

﹁
鳴
る
は
滝
の
水
︑
日
は
照
る
と
も
﹂
と
い
う
言
葉
は
水
の
恵
み
と

日
の
恵
み
を
表
わ
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
後
で
シ
テ
に
よ
っ
て
謡

わ
れ
る
﹁
天
下
泰
平
国
土
安
穏
︑
今
日
の
御
祈
禱
﹂
の
一
つ
の
表

現
で
あ
り
︑
祝
福
︑
寿
詞
で
す
︒

こ
こ
で
シ
テ
は
︑﹁
朝
の
日
の
色
を
朗
じ
︑
滝
の
水
︑
冷
々
と
し

て
︑
夜
の
月
︑
鮮
か
に
浮
ん
だ
り
﹄
と
謡
い
ま
す
が
︑
こ
の
辺
が

千
歳
の
寿
詞
と
呼
応
す
る
言
葉
に
な
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
最
後
は

﹁
万
歳
楽
︑
万
歳
楽
﹂
と
謡
い
閉
じ
ら
れ
る
︒

こ
れ
は
︑
長
寿
や
福
祐
を
招
く
寿
ぎ
の
言
霊
の
表
現
で
す
︒
そ

の
中
に
︑﹁
鳴
る
は
滝
の
水
︑
日
は
照
る
と
も
﹂
と
語
ら
れ
る
世
界

は
︑
命
の
元
で
あ
る
水
が
甦
り
溢
れ
︑
命
の
源
で
あ
る
太
陽
が
さ

ん
さ
ん
と
照
り
輝
き
︑
そ
し
て
︑
命
を
育
み
恵
む
水
と
太
陽
が
絶

え
る
こ
と
な
く
満
ち
足
り
て
い
く
の
を
祝
い
︑
寿
い
で
い
る
︒
稔

っ
た
稲
を
も
っ
て
︑
イ
ナ
ズ
ミ
の
翁
が
豊
穣
を
寿
い
で
い
る
︒
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『
花
鏡
』の
題
目
六
箇
条

世
阿
弥
の
﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
第
一
章
は
︑﹁
年
来
稽
古
条
々
﹂
で
︑

次
の
第
二
章
が
︑﹁
物
学
﹂
で
す
︒
こ
の
身
心
変
容
技
法
研
究
会
の

前
の
科
研
で
︑
私
た
ち
は
﹁
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
﹂
と
い

う
科
研
研
究
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑
そ
の
﹁
モ
ノ
学
﹂
の
発

想
の
一
つ
は
世
阿
弥
の
﹁
物
学
﹂
で
も
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
そ

れ
は
﹁
も
の
が
く
﹂
で
は
な
く
︑﹁
も
の
ま
ね
﹂
と
読
み
ま
す
が
︒

そ
の
﹁
も
の
ま
ね
﹂
芸
能
の
核
心
・
本
質
に
︑﹁
花
﹂
と
い
う
概
念

が
あ
り
ま
す
︒
世
阿
弥
は
﹁
花
は
心
︑
種
は
態わ

ざ

﹂
と
言
っ
て
い
ま

す
︒こ

れ
が
︑
中
期
の
能
芸
論
著
の
﹃
花
鏡
﹄
に
な
る
と
︑﹁
目
前
心

後
﹂
と
か
﹁
離
見
の
見
﹂
な
ど
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
り
ま
す
︒

﹁
花
は
心
︑
種
は
態
﹂
と
は
︑
申
楽
の
修
道
と
習
熟
の
あ
り
よ
う

を
端
的
に
示
す
言
葉
で
︑
花
は
今
こ
こ
に
顕
在
し
現
状
す
る
も
の

で
す
︒
観
客
と
演
者
が
一
緒
に
な
っ
て
︑
今
こ
こ
に
顕
在
し
︑
花

開
き
共
有
・
共
視
で
き
る
も
の
で
す
︒

し
か
し
︑
こ
の
﹁
花
﹂
と
い
う
核
心
が
顕
在
化
す
る
た
め
に
は
︑

元
と
な
る
﹁
種
﹂
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
潜
在
し
︑
隠
れ
て
い

る
も
の
が
引
き
出
さ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
顕
現
す
る
過

程
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
に
は
︑
も
の
数
を
極
め
て
︑
年

来
稽
古
を
続
け
て
い
っ
て
初
め
て
花
は
咲
き
︑
そ
の
瞬
間
に
見
ら

れ
︑
感
じ
ら
れ
︑
共
有
さ
れ
る
︒

そ
の
花
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
︑
た
と
え
ば
︑
若
い
十
歳
前
後

の
頃
な
ど
に
は
︑﹁
時
分
の
花
﹂
が
意
識
し
な
く
て
も
顕
在
化
す
る

こ
と
が
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
ま
だ
﹁
ま
こ
と
の
花
﹂
で
は
な
い
︒

﹁
ま
こ
と
の
花
﹂
と
い
う
の
は
︑
習
熟
し
︑
も
の
数
を
極
め
て
稽
古

し
て
い
か
な
い
と
顕
在
化
し
咲
か
な
い
︒﹁
わ
ざ
﹂
な
く
し
て
﹁
花
﹂

は
咲
か
な
い
︒
そ
う
﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
言
う
︒

私
は
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
﹃
ス
ー
ト
ラ
﹄︑﹃
花
鏡
﹄
は
﹃
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
﹄
と
思
っ
て
い
ま
す
︒﹃
風
姿
花
伝
﹄
は
入
門
書
で
あ
り
︑

口
伝
で
あ
り
︑
顕
教
︒﹃
花
鏡
﹄
は
そ
れ
に
対
し
て
︑
奥
義
書
︑
秘

伝
︑
密
教
︒
そ
の
﹃
花
鏡
﹄
は
︑﹁
題
目
六
箇
条
﹂
と
い
う
六
項
目

が
冒
頭
か
ら
展
開
さ
れ
ま
す
︒
そ
れ
は
︑﹁
①
一
調
・
二
機
・
三

声
﹂︑﹁
②
動
十
分
心
︑
動
七
分
身
﹂︑﹁
③
強
身
動
宥
足
踏
︑
強
足

踏
宥
身
動
﹂︑﹁
④
先
聞
後
見
﹂︑﹁
⑤
先
能
其
物
成
︑
後
能
其
態
似
﹂︑

﹁
⑥
舞
声
為
根
﹂
で
す
︒

第
一
題
目
の
﹁
一
調
・
二
機
・
三
声
﹂
と
い
う
の
は
︑
最
初
の

到
来
し
て
い
く
音
︒
そ
の
聴
覚
イ
メ
ー
ジ
を
取
り
逃
が
し
て
は
い

け
な
い
︒
そ
れ
を
﹁
機
﹂
が
待
っ
て
い
る
︒
音
律
の
高
低
が
も
た

ら
す
﹁
調
子
﹂
は
﹁
機
﹂
に
従
っ
て
い
る
︒﹁
機
﹂
と
い
う
︑
そ
の

と
き
と
状
況
こ
そ
﹁
調
子
﹂
を
導
き
出
す
は
た
ら
き
で
︑
そ
れ
を

大
事
に
し
て
︑
笛
の
調
子
に
合
わ
せ
て
﹁
音
取
り
﹂
を
し
て
﹁
機
﹂

を
合
わ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
目
を
閉
じ
て
息
を
内
に
引
き
込
ん
で

﹁
声
﹂
を
出
す
︒
そ
う
す
れ
ば
︑﹁
声
﹂
は
﹁
調
子
﹂
と
調
和
し
て

う
ま
く
出
て
く
る
︒
し
か
し
︑﹁
調
子
﹂
ば
か
り
を
合
わ
そ
う
と
し

て
も
︑﹁
機
﹂
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
う
ま
く
い
く
わ
け
が
な
い
︒
音

程
の
﹁
調
子
﹂
を
﹁
機
﹂
と
合
わ
せ
て
︑
そ
れ
ら
を
統
合
し
一
緒

に
込
め
て
﹁
声
﹂
に
出
す
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
調
子
・
機
・
声
﹂
の

連
動
調
和
の
中
で
事
は
う
ま
く
運
び
︑﹁
音
曲
開
口
初
声
﹂
は
成
功

す
る
だ
ろ
う
︒
と
言
う
の
で
す
︒﹁
題
目
六
箇
条
﹂
の
後
︑﹁
時
節

当
感
事
︑
序
・
破
・
急
之
事
︑
知
習
道
事
︑
上
手
之
知
感
事
︑
浅

深
之
事
︑
幽
玄
之
入
境
事
︑
劫
之
用
心
之
事
︑
万
能
綰
一
心
事
︑
妙

所
之
事
︑
批
判
之
事
︑
音
習
道
之
事
︑
奥
段
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑

﹁
事
﹂
と
か
︑﹁
段
﹂
が
語
ら
れ
て
﹃
花
鏡
﹄
は
終
わ
る
︒
そ
れ
が
︑

﹃
花
鏡
﹄
の
全
体
の
構
成
で
す
︒

さ
て
︑
元
に
戻
っ
て
︑
第
二
題
目
の
﹁
動
十
分
心
︑
動
七
分
身
﹂︒

全
部
を
体
で
は
た
ら
か
せ
て
は
駄
目
だ
︒
心
は
十
分
に
は
た
ら
か

せ
て
も
体
は
七
分
目
に
す
る
︒
腹
七
分
目
︒﹁
心
﹂
を
目
い
っ
ぱ
い

十
分
に
は
た
ら
か
せ
て
︑
体
の
方
は
七
分
目
の
控
え
目
に
す
る
の

が
コ
ツ
︒
だ
か
ら
︑
手
足
な
ど
も
︑﹁
心
﹂
の
は
た
ら
き
を
よ
り
抑

え
て
控
え
め
に
動
か
す
︒
そ
こ
に
興
趣
が
生
ま
れ
面
白
感
が
生
ま

れ
る
︒
要
す
る
に
︑
優
美
さ
を
引
き
出
そ
う
と
す
る
な
ら
︑
ち
ょ

っ
と
ば
か
り
﹁
心
﹂
よ
り
も
体
を
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
に
す
れ
ば
よ

い
︒第

三
題
目
の
﹁
強
身
動
宥
足
踏
︑
強
足
踏
宥
身
動
﹂
も
ズ
ラ
シ

作
戦
で
す
︒
具
体
的
に
は
︑
ゆ
っ
く
り
ず
ら
す
こ
と
︒
こ
の
﹁
ず

ら
す
﹂
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
重
要
︒
心
と
体
の
微
妙
な
ず
ら
し

を
行
う
︒
こ
の
﹁
ず
ら
し
﹂︑
ね
じ
れ
や
異
化
効
果
︒
差
異
性
と
興

趣
︒
ズ
レ
と
異
化
効
果
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
ね
ら
う
︒
異
化
を
生
む

こ
と
に
よ
っ
て
︑
珍
し
い
︑
面
白
い
と
い
う
興
趣
を
生
み
出
す
わ

け
で
す
︒
そ
し
て
自
分
自
身
を
﹁
我
見
﹂
で
も
な
く
︑﹁
離
見
﹂
で

も
な
い
と
い
う
状
態
に
ず
ら
し
続
け
る
︒
そ
ん
な
身
心
変
容
技
法

が
極
め
て
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
す
︒

第
四
題
目
は
︑﹁
先
聞
後
見
﹂︒
目
か
ら
入
っ
て
は
い
け
な
い
︒

ま
ず
︑
耳
か
ら
入
る
︒
謡
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
︑
耳
か
ら

始
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
言
葉
か
ら
入
っ
て
︑
そ
し
て
︑
体
が

つ
い
て
く
る
︒
だ
か
ら
︑
音
と
い
う
か
︑
聴
覚
的
な
と
こ
ろ
か
ら
︑

わ
っ
と
前
の
方
へ
導
か
れ
て
い
く
︒
そ
の
気
を
逃
し
て
は
駄
目
︒

絶
対
に
言
葉
よ
り
︑
謡
よ
り
舞
の
仕
草
を
先
に
し
て
は
ダ
メ
な
ん

で
す
よ
︒
目
を
先
走
ら
せ
て
は
だ
め
︒
理
性
が
は
た
ら
く
か
ら
︒

計
算
す
る
か
ら
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
声
で
︑
言
葉
で
︑
謡
で
誘
導

し
て
︑
イ
メ
ー
ジ
を
導
い
て
か
ら
︑
自
然
に
動
作
が
そ
れ
に
つ
い

て
い
く
か
ら
︑
想
像
力
が
動
作
に
追
い
つ
い
て
い
く
︒
な
の
で
︑
ち

ょ
っ
と
だ
け
動
作
を
遅
ら
せ
る
︒
す
る
と
︑﹁
聴
く
心
﹂
の
聴
覚
イ

メ
ー
ジ
が
﹁
見
ゆ
る
る
所
に
移
る
境
﹂
に
ピ
タ
リ
と
合
致
し
て
︑
う

ま
い
具
合
に
﹁
見
聞
成
就
﹂
す
る
と
い
う
わ
け
で
す
︒
こ
の
タ
イ

ミ
ン
グ
を
忘
れ
ち
ゃ
い
け
な
い
︒
そ
れ
を
内
田
さ
ん
は
︑
ゼ
リ
ー

状
に
な
っ
て
い
る
︑
寒
天
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
へ
引
き

込
ま
れ
︑
空
間
の
密
度
に
引
き
ず
ら
れ
︑
音
声
に
導
か
れ
て
︑
そ

の
中
に
潜
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
語
ら
れ
ま
し
た
︒

そ
し
て
︑
第
五
題
目
﹁
先
能
其
物
成
︑
後
能
其
態
似
﹂
に
︑
も

の
ま
ね
の
極
意
が
語
ら
れ
る
︒
そ
れ
を
﹁
先
ず
そ
の
物
に
よ
く
成

る
﹂︒
そ
う
す
れ
ば
︑
ワ
ザ
も
そ
の
も
の
に
似
て
く
る
︒
ま
ず
︑﹁
そ

の
物
に
よ
く
な
る
や
う
を
習
ふ
べ
し
﹂
と
言
い
ま
す
︒
そ
の
よ
う

な
も
の
ま
ね
の
順
序
で
︑
そ
の
わ
ざ
を
す
べ
き
で
︑
そ
の
逆
で
は

な
い
︒
ワ
ザ
を
似
せ
て
︑
成
り
を
似
せ
る
の
で
な
く
て
︑
も
の
に

成
り
切
る
︒
そ
う
し
た
ら
︑
お
の
ず
と
そ
の
も
の
に
似
て
く
る
︒

﹁
態
﹂
を
似
せ
る
の
で
は
な
く
︑﹁
物
﹂
に
成
る
︒
そ
れ
が
先
決
︒
そ

れ
が
で
き
な
け
れ
ば
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
上
達
し
な
い
し
︑
借
り

物
の
演
技
に
す
ぎ
ず
︑﹁
本
物
﹂
に
は
な
れ
な
い
︒
後
に
︑
松
尾
芭

蕉
は
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を
︑﹁
松
の
こ
と
は
松
に
習
へ
︑
竹
の
こ

と
は
竹
に
習
へ
﹂︵﹃
三
冊
子
﹄︶
と
言
っ
た
︒

第
六
題
目
︑﹁
舞
声
為
根
﹂︒
こ
れ
は
︑﹁
先
聞
後
見
﹂
と
同
じ
よ

う
に
︑
先
に
声
が
あ
っ
て
︑
次
に
舞
が
あ
る
︒
声
が
先
で
根
っ
こ

で
あ
る
︒
舞
は
声
を
根
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ

の
逆
で
は
な
い
︒

128

第二部　身心変容と芸術・芸能



そ
う
い
う
意
味
で
は
︑
能
は
徹
頭
徹
尾
︑
聴
覚
優
位
で
︑
視
覚

優
位
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
霊
の
世
界
は
見
え
ま
せ
ん
︒
そ
の
見
え

な
い
世
界
︑
も
の
を
見
る
よ
う
に
仕
向
け
る
の
が
申
楽
の
ワ
ザ
ヲ

ギ
で
す
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
︑
耳
を
︑
声
を
︑
謡
を
徹
底
し

て
拡
張
す
る
と
い
う
か
︑
繊
細
微
妙
に
す
る
し
か
な
い
︒
そ
し
て
︑

そ
の
一
声
か
ら
舞
に
入
っ
て
い
く
︒

「
目
前
心
後
」と「
離
見
の
見
」

﹁
一
声
の
匂
い
よ
り
舞
に
移
る
境
に
て
︑
妙
力
あ
る
べ
し
﹂︒
こ

の
よ
う
に
︑
妙
力
が
そ
の
な
か
で
出
て
き
て
︑
舞
も
五
つ
あ
る
︒

﹁
一
声
﹂
の
余
韻
や
残
響
の
中
で
﹁
舞
﹂
に
移
行
し
て
い
く
と
き
︑

﹁
両
体
和
合
﹂
の
﹁
妙
力
﹂
が
生
ま
れ
ま
す
︒
そ
し
て
︑﹁
そ
も
そ

も
舞
歌
と
云
つ
ぱ
︑
根
本
︑
如
来
蔵
よ
り
出
来
せ
り
と
云
々
︒
ま

づ
︑
五
臓
よ
り
出
づ
る
息
︑
五
色
に
分
か
れ
て
五
音
・
六
調
子
と

な
る
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
舞
も
謡
も
︑
皆
︑
根
本
は
如
来
蔵
か
ら

流
出
し
ま
す
︒
如
来
の
五
臓
六
腑
に
響
き
渡
る
よ
う
に
︒
そ
の
五

臓
か
ら
出
る
息
が
五
色
に
分
か
れ
て
︑
ま
た
さ
ら
に
そ
れ
が
六
調

子
に
な
っ
て
現
成
し
て
い
く
︒

そ
の
舞
に
﹁
五
智
﹂
が
あ
る
と
い
う
論
を
展
開
し
︑
そ
し
て
︑

﹁
二
曲
三
体
﹂
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
わ
け
で
す
︒
舞
と
謡
の
﹁
二

曲
﹂
が
︑
老
体
︑
女
体
︑
軍
体
と
い
う
﹁
三
体
﹂
に
現
れ
出
て
い

く
︒
分
節
さ
れ
る
わ
け
で
す
︒
そ
の
中
で
も
︑
女
体
が
よ
り
幽
玄

で
︑
興
趣
と
も
の
の
あ
わ
れ
の
抽
象
度
も
高
く
な
っ
て
い
る
︒

そ
の
﹁
舞
声
為
根
﹂
の
最
終
節
に
︑﹁
目
前
心
後
﹂
と
い
う
言
葉

が
出
て
き
ま
す
︒
ま
た
︑﹁
離
見
の
見
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
︒

こ
の
へ
ん
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
︑﹁
見
所
同
心
の
見
な
り
﹂
と

規
定
さ
れ
る
︒

そ
し
て
︑﹁
後
ろ
姿
を
覚
え
ね
ば
︑
姿
の
俗
な
る
と
こ
ろ
を
わ
き

ま
え
ず
︒
さ
る
ほ
ど
に
離
見
の
見
に
て
︑
見
所
同
心
と
な
り
て
︑
不

及
目
の
身
所
ま
で
見
智
し
て
︑
五
体
相
応
の
幽
姿
を
な
す
べ
し
︒

こ
れ
は
す
な
わ
ち
︑
心
を
後
ろ
に
置
く
に
て
あ
ら
ず
や
︒
か
え
す

が
え
す
︑
離
見
の
見
を
よ
く
よ
く
見
得
し
て
︑
眼
︑
ま
な
こ
を
見

ぬ
と
こ
ろ
を
覚
え
て
︑
左
右
前
後
を
分
明
に
案
見
せ
よ
︒
さ
だ
め

て
︑
花
姿
玉
得
の
幽
舞
に
至
ら
ん
こ
と
︑
目
前
の
証
見
と
な
る
べ

し
﹂
と
さ
れ
る
︒

こ
こ
で
︑﹁
離
見
の
見
﹂
と
﹁
目
前
﹂︑
つ
ま
り
︑
目
を
前
に
向

け
て
︑
心
を
後
ろ
に
置
く
と
い
う
﹁
目
前
心
後
﹂
が
裏
腹
な
関
係

に
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
す
︒

私
た
ち
は
︑﹁
心
を
後
ろ
に
置
く
﹂
と
い
う
こ
と
が
︑
本
当
に
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
︒
自
分
の
体
験
で
す
が
︑
三
五
〇
回
以
上
比

叡
山
に
登
拝
し
て
︑
比
叡
山
の
山
頂
の
つ
つ
じ
个
丘
と
い
う
と
こ

ろ
で
︑
必
ず
バ
ク
転
を
三
回
や
り
ま
す
︒

夜
に
な
っ
て
︑
比
叡
山
か
ら
下
り
て
く
る
と
き
が
あ
る
の
で
す

が
︑
真
っ
暗
に
な
っ
て
も
懐
中
電
灯
は
絶
対
持
ち
ま
せ
ん
︒
コ
ン

パ
ス
も
持
ち
ま
せ
ん
し
︑
地
図
も
持
ち
ま
せ
ん
︒
新
月
で
︑
真
っ

暗
に
な
る
と
き
が
あ
り
ま
す
︒
目
の
前
に
は
︑
も
う
闇
し
か
あ
り

ま
せ
ん
︒
な
の
で
︑
面
を
か
ぶ
っ
て
い
る
以
上
に
︑
も
の
が
見
え

な
い
︒

こ
の
と
き
に
︑
神
秘
主
義
の
語
源
の“ m

yein”

に
な
る
︒
つ
ま
り
︑

目
を
閉
じ
て
︑
自
然
に
身
体
が
目
を
閉
じ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
状

態
に
入
っ
た
と
き
︑
何
か
別
の
感
覚
機
能
が
は
た
ら
き
出
す
︒
そ

の
感
覚
︑
実
感
と
い
う
の
は
︑
背
中
に
羽
が
生
え
た
よ
う
な
感
覚
︒

す
ご
く
背
後
の
感
覚
が
︑
が
あ
っ
と
広
が
っ
て
い
く
︒
何
か
︑
海

の
よ
う
な
背
後
を
感
じ
る
︒
あ
る
い
は
︑
羽
根
が
︑
翼
が
生
え
た

よ
う
な
感
覚
︒

生
命
の
危
機
を
感
じ
取
っ
た
身
体
は
︑
一
種
の
野
性
の
本
能
を

は
た
ら
か
せ
て
︑
目
の
代
わ
り
に
︑
背
中
を
ア
ン
テ
ナ
に
し
︑
空

感
超
越
感
覚
を
編
成
し
直
す
の
で
す
︒

そ
れ
は
︑
世
阿
弥
の
言
う
﹁
心
を
後
ろ
に
置
く
﹂
こ
と
に
通
じ

る
身
心
変
容
技
法
︑
身
心
変
容
体
験
で
は
な
い
の
か
︒
そ
れ
を
︑
さ

ら
に
つ
な
げ
て
い
く
と
︑
臨
死
体
験
時
の
体
外
離
脱O

ut of Body 
Experience 

や
︑
幽
体
離
脱
︑A

stral projection 

と
言
わ
れ
る
霊
魂

浮
遊
体
験
と
か
︑
チ
ベ
ッ
ト
の
ポ
ア
と
も
つ
な
が
る
︒
こ
れ
ら
も

体
か
ら
遊
離
し
て
い
く
現
象
で
す
が
︑
意
識
と
身
体
の
微
妙
な
ず

れ
を
経
験
す
る
︒

﹁
離
見
の
見
﹂
は
︑
非
常
に
神
秘
的
な
体
験
の
よ
う
で
あ
り
ま
す

が
︑
同
時
に
非
常
に
リ
ア
ル
で
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
能
役
者
の
認
知
の

状
態
で
あ
る
︒﹁
離
見
の
見
﹂
を
持
っ
た
と
き
︑
初
め
て
花
の
姿
が

玉
を
得
る
︒﹁
花
姿
玉
得
﹂
の
至
境
に
至
っ
て
︑﹁
幽
姿
﹂︑﹁
幽
舞
﹂

が
ひ
と
つ
の
か
た
ち
を
成
す
︒
こ
の
﹁
離
見
の
見
﹂
と
﹁
目
前
心

後
﹂︑
心
を
後
ろ
に
置
く
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
﹁
見
所
同
心
﹂
も

で
き
な
い
︒

で
も
︑
前
を
見
て
い
る
だ
け
で
な
く
て
︑
向
こ
う
か
ら
も
こ
ち

ら
を
見
て
︑
後
ろ
か
ら
見
え
る
た
め
に
は
︑
一
八
〇
度
自
分
の
目

を
回
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
自

在
に
は
た
ら
き
動
く
触
手
感
覚
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒

目
で
前
を
見
る
の
は
当
た
り
前
で
す
が
︑
心
を
後
に
置
け
と
い

う
の
は
︑
フ
ィ
ジ
カ
ル
︑
物
理
的
に
は
︑
な
か
な
か
難
し
い
︒

こ
れ
は
︑
一
種
の
禅
の
公
案
で
す
︒
た
と
え
ば
︑﹁
隻
手
の
声
﹂

の
よ
う
な
︒
両
手
を
打
っ
て
音
を
出
す
の
は
普
通
だ
け
れ
ど
も
︑
片

手
で
ど
ん
な
音
が
出
せ
る
か
？　

そ
う
い
う
公
案
だ
と
思
う
ん
で

す
ね
︒
そ
う
い
う
公
案
を
具
体
的
に
見
性
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が

能
の
修
行
に
あ
る
︒

﹃
花
鏡
﹄
の
最
後
に
は
︑﹁
事
書
き
十
二
箇
条
﹂
と
い
う
項
目
が

あ
り
︑
そ
こ
で
い
よ
い
よ
決
定
打
の
概
念
と
し
て
﹁
無
心
﹂
が
出

て
く
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
一
心
に
綰わ

ぐ
﹂
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
ま

す
︒﹁
万
能
を
一
心
に
し
て
綰
ぐ
感
力
﹂
と
か
︑﹁
心
を
糸
に
し
て
︑

人
に
知
ら
せ
ず
し
て
︑
万
能
を
綰
ぐ
﹂
と
か
︒
そ
し
て
︑
と
ど
の

つ
ま
り
︑﹁
無
心
﹂︑﹁
無
為
﹂
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
て
︑
そ
れ
が

一
つ
の
極
と
し
て
示
さ
れ
ま
す
︒

そ
し
て
︑
第
十
箇
条
﹁
批
判
之
事
﹂
の
﹁
見
・
聞
・
心
の
三
あ

り
﹂
の
節
で
は
︑
能
に
は
﹁
見
よ
り
出
で
来
る
能
﹂︑﹁
聞
よ
り
出

で
来
る
能
﹂︑﹁
心
よ
り
出
で
来
る
能
﹂
の
三
種
が
あ
っ
て
︑﹁
見
よ

り
出
で
来
る
﹂
に
は
﹁
映
え
映
え
﹂
と
し
た
﹁
色
め
き
﹂
が
あ
り

﹁
聞
よ
り
出
で
来
る
能
﹂
に
は
﹁
し
み
じ
み
﹂
と
し
た
﹁
淑
や
か
﹂

さ
が
あ
り
︑﹁
心
よ
り
出
で
来
る
能
﹂
に
は
﹁
さ
び
さ
び
﹂
と
し
た

﹁
無
上
の
上
手
の
得
た
る
瑞
風
﹂
や
﹁
無
心
の
能
﹂
や
﹁
無
文
の

能
﹂
が
あ
っ
て
︑
こ
れ
が
究
極
の
芸
風
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
︒

﹁
心
﹂
よ
り
出
で
く
る
能
が
︑
さ
び
さ
び
と
し
た
無
上
の
上
手
の

瑞
風
で
無
心
の
能
で
︑
無
文
の
能
で
あ
る
︒
こ
う
し
て
︑﹁
心
よ
り

出
で
来
る
能
﹂
を
最
高
位
に
置
い
て
︑
芸
論
と
し
て
︑﹁
九
位
﹂
に

ま
と
め
︑
シ
ス
テ
ム
化
し
ま
す
︒
一
種
の
段
位
付
け
で
す
ね
︒
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表1　世阿弥の「九位」説

下三花

強細風

強鹿風

鹿鉛風

中三花

正花風

広精風

浅文風

上三花

妙花風

寵深花風

閑花風

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
シ
ス
テ
ム
と
ヨ
ー
ガ
思
想

そ
れ
で
は
︑
こ
う
し
た
世
阿
弥
の
芸
論
や
役
者
論
に
対
し
て
︑
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
考
え
と
方
法
は
何
で
あ
る
の
か
︑
セ
ル
ゲ

イ
・
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
の
近
著
﹃
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
と
ヨ

ー
ガ
﹄︵
堀
江
新
二
訳
︑
未
来
社
︑
二
〇
一
五
年
︶
を
借
り
な
が
ら
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
こ
に
は
︑
一
九
一
一
年
︑
明
治
四
四
年
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ

ス
キ
ー
が
︑
息
子
の
家
庭
教
師
の
モ
ス
ク
ワ
大
学
医
学
生
で
チ
ベ

ッ
ト
医
学
の
研
究
を
し
て
い
た
デ
ミ
ド
フ
か
ら
イ
ン
ド
の
ハ
タ
ヨ

ー
ガ
や
ラ
ー
ジ
ャ
ヨ
ー
ガ
の
技
法
を
聞
い
て
︑
モ
ス
ク
ワ
に
戻
っ

て
す
ぐ
そ
の
ラ
マ
チ
ャ
ラ
カ
の
ハ
タ
ヨ
ー
ガ
や
健
康
の
た
め
の
ヨ

ー
ガ
哲
学
の
本
を
購
入
し
て
︑
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
み
︑
そ
の
後
︑

﹁
プ
ラ
ー
ナ
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
俳
優
指
導
を
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒

こ
の
﹁
プ
ラ
ー
ナ
﹂
と
い
う
考
え
方
こ
そ
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス

キ
ー
が
ヨ
ー
ガ
か
ら
取
り
入
れ
て
き
た
一
番
重
要
な
概
念
で
す
︒

﹁
プ
ラ
ー
ナ
﹂
は
︑﹁
風
︑
呼
吸
︑
息
︑
生
命
﹂
な
ど
を
意
味
す
る

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
︑
人
間
生
命
の
本
質
︑
霊
︑
心
を
表
わ
し

て
い
る
と
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
コ
ー
は
述
べ
て
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑﹁
生
命
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

︵
プ
ラ
ー
ナ
︶
の
光
線
は
︑
ヨ
ー
ガ
に
よ
る
と
︑
意
識
的
に
統
制
で

き
る
も
の
で
︑
ま
さ
に
こ
の
プ
ラ
ー
ナ
の
︿
放
射
﹀
こ
そ
︑
ス
タ

ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
︑
相
手
役
と
の
︑
自
分
と
の
︑
そ
し

て
観
客
と
の
真
の
交
流
を
保
証
す
る
手
段
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

シ
ャ
ロ
ン
・
カ
ー
ニ
キ
が
い
み
じ
く
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹃
ス

タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
︑
プ
ラ
ー
ナ
の
放
射
は
相
手
役
や

観
客
を
︑
俳
優
の
感
性
の
生
命
力
で
完
成
さ
せ
る
時
代
に
な
っ
た

の
で
あ
る
﹄﹂
と
言
い
ま
す
︒

そ
し
て
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
描
い
た
シ
ス
テ
ム
図
が
示

さ
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
先
ほ
ど
︑
ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん
が
言
わ
れ
て
い

た
︑
知
性
︑
意
志
︑
感
情
で
す
ね
︒
こ
の
三
極
︑
三
つ
を
︑﹁
俳
優

の
チ
ャ
ク
ラ
﹂
と
呼
び
︑
俳
優
の
身
心
法
則
の
シ
ス
テ
ム
と
も
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
と
も
言
っ
て
い
ま
す
︒
こ
の
三
つ
で
す
ね
︒︒

﹁
生
命
の
基
礎
と
し
て
の
呼
吸
と
い
う
ヨ
ー
ガ
の
根
本
思
想
が
︑

リ
ズ
ム
こ
そ
演
劇
芸
術
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス

キ
ー
の
核
心
と
結
び
つ
い
た
の
は
︑
ま
さ
に
オ
ペ
ラ
研
究
所
で
の

こ
と
で
あ
っ
た
﹂
と
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
は
書
い
て
い
ま
す
︒

と
こ
ろ
が
︑
ソ
ビ
エ
ト
革
命
後
︑
こ
う
い
う
ヨ
ー
ガ
や
﹁
プ
ラ

ー
ナ
﹂
な
ど
は
古
く
さ
い
︑
迷
信
じ
み
た
︑
神
秘
的
な
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
観
念
論
だ
と
徹
底
批
判
さ
れ
て
い
き
ま
す
︒
そ
こ
で
︑﹁
プ
ラ
ー

ナ
﹂
を
﹁
エ
ネ
ル
ギ
ー
﹂
と
い
う
︑
よ
り
唯
物
科
学
的
な
用
語
に

切
り
替
え
て
い
っ
た
わ
け
で
す
︒

そ
し
て
︑
こ
の
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
の
本
の
最
終
章
は
︑﹁
超
意

識
﹂
や
﹁
潜
在
意
識
﹂
の
概
念
が
考
察
さ
れ
て
︑
次
の
ホ
ワ
イ
ト

の
言
葉
が
引
用
さ
れ
ま
す
︒﹁
サ
マ
ー
デ
ィ
ー
︵
引
用
者
注
―
三
昧
︶

は
い
く
つ
も
の
段
階
に
分
か
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
一
番
高
い
段
階

は
修
行
者
が
︑
自
分
の
瞑
想
の
対
象
に
完
全
に
飲
み
込
ま
れ
た
状

況
を
指
す
︒
ヨ
ー
ガ
に
と
っ
て
そ
の
瞑
想
の
対
象
は
神
で
あ
る
︒

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
と
っ
て
瞑
想
の
対
象
は
役
で
あ
る
﹂
と

い
う
部
分
が
そ
れ
で
す
︒
こ
の
﹁
サ
マ
デ
ィ
ー
﹂
す
な
わ
ち
﹁
三

昧
﹂
の
極
致
が
﹁
梵
我
一
如
﹂
の
神
秘
的
融
合
・
一
体
化
で
︑
そ

れ
は
︑
通
俗
的
に
は
最
高
最
大
の
﹁
感
情
移
入
﹂
に
な
り
ま
す
が
︑

そ
の
究
極
は
﹁
神
と
一
体
に
な
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
︒
こ
う
し

て
み
ま
す
と
︑
ま
さ
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
俳
優
術
と
は

﹁
身
心
変
容
技
法
﹂
そ
の
も
の
で
あ
り
︑﹁
身
心
変
容
﹂
を
促
す
方

法
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
ヨ
ー
ガ
理
論
と
実
修
に
基
づ
く
ス
タ
ニ
ス
ラ

フ
ス
キ
ー
に
は
﹁
我
あ
り
﹂
の
思
想
が
あ
り
︑﹁
梵
我
一
如
﹂
の
と

き
も
ま
た
究
極
の
﹁
我
あ
り
﹂
に
な
る
の
で
す
が
︑
そ
れ
に
対
し

て
︑
世
阿
弥
の
﹁
無
心
﹂
は
こ
の
対
極
に
あ
る
と
も
言
え
ま
す
︒

チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
の
本
を
引
用
し
ま
す
︒

﹁︿
我
あ
り
﹄︵
ア
イ
・
ア
ム
︶
の
状
態
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
は
︑

ラ
マ
チ
ャ
ラ
カ
の
場
合
︑
弟
子
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
世
界
生
命
と
の

神
的
一
体
化
で
あ
り
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
場
合
は
︑
俳
優

と
役
と
の
一
体
化
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
自
分
の
物
質
的
身
体
に

対
す
る
ぎ
こ
ち
な
さ
や
不
安
感
は
消
え
て
い
た
の
で
あ
る
︒
俳
優

が
︿
我
あ
り
﹀
の
状
態
に
入
り
込
ん
だ
と
き
︑﹃
観
客
の
前
で
想
像

す
る
と
い
う
正
常
で
は
な
い
条
件
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
俳
優
の
精

神
的
︑
身
体
的
器
官
は
舞
台
上
で
︑
人
間
に
法
則
に
従
い
︑
実
生

活
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
正
常
に
は
た
ら
く
﹄︒

俳
優
と
役
が
完
全
に
溶
け
あ
う
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
︿
我

あ
り
﹀
の
状
態
は
︑
修
行
者
と
神
的
な
も
の
が
完
全
に
溶
け
あ
う

ヨ
ー
ガ
の
サ
マ
ー
デ
ィ
ー
と
呼
応
し
て
い
る
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス

キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
︑
唯
一
教
会
ス
ラ
ブ
語
か
ら
取
ら
れ

た
こ
の
用
語
に
お
い
て
︑
ヨ
ー
ガ
の
瞑
想
で
あ
る
︽
オ
ー
ム
︾
の

神
聖
な
音
が
倍
加
し
て
響
き
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
﹂

要
す
る
に
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
は
︑
基
本
的

に
ヨ
ー
ガ
思
想
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
ヨ
ー
ガ
の

チ
ャ
ク
ラ
図
を
見
る
と
︑
身
体
の
中
に
︑
中
医
学
で
い
う
丹
田
や

ツ
ボ
の
よ
う
な
︑
い
く
つ
も
の
セ
ン
タ
ー
が
あ
っ
て
︑
身
体
が
一

個
の
宇
宙
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
道
教
の

内
経
図
な
ど
と
も
共
通
の
見
方
で
す
︒

パ
タ
ン
ジ
ャ
リ
は
二
世
紀
頃
︑
ヨ
ー
ガ
を
ま
と
め
︑﹃
ヨ
ー
ガ
・

ス
ー
ト
ラ
﹄
と
い
う
経
典
を
作
っ
た
と
さ
れ
ま
す
が
︑
実
際
に
は

図１　スタニスラフスキーが描いたシステム図
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四
～
五
世
紀
頃
に
身
心
統
御
の
理
論
と
技
法
と
し
て
ほ
ぼ
現
在
の

形
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
ま
す
︒
そ
の
﹁
ヨ
ー
ガ
﹂
と
は
︑
つ
な

が
る
ワ
ザ
で
︑
神
と
一
体
化
す
る
︒
つ
ま
り
︑
根
源
的
な
至
高
神

の
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
一
体
化
す
る
た
め
に
身
心
を
ど
う
制
御
す
る
か

の
方
法
を
体
系
化
し
た
︒

﹃
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
﹄
第
一
章
﹁
三
昧
品
﹂
第
一
節
に
は
︑
ヨ

ー
ガ
と
は
﹁
心
の
統
一
﹂
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ

の
﹁
心
の
統
一
﹂
と
は
︑
第
二
節
で
﹁
心
の
作
用
﹂
を
﹁
制
御
﹂

す
る
こ
と
と
さ
れ
︑
第
三
節
で
は
﹁
観
照
者
は
本
来
の
姿
に
住
す
﹂

と
さ
れ
ま
す
︒
こ
の
真
我
︵
ア
ー
ト
マ
ン
︶
が
ブ
ラ
フ
マ
ン
と
一
体

と
な
る
わ
け
で
す
︒﹃
ヨ
ー
ガ
・
ス
ー
ト
ラ
﹄
で
は
そ
の
こ
と
が
︑

永
遠
性
と
全
智
性
を
持
つ
﹁
プ
ル
シ
ャ
﹂
と
日
常
的
自
然
原
理
の

﹁
プ
ラ
ク
リ
テ
ィ
﹂
の
二
元
と
し
て
説
か
れ
て
い
ま
す
︒

ヨ
ー
ガ
に
は
︑
カ
ル
マ
︵
行
為
︶・
ヨ
ー
ガ
︑
バ
ク
テ
ィ
ー
︵
信

仰
︶・
ヨ
ー
ガ
︑
ジ
ュ
ニ
ャ
ー
ナ
︵
知
識
︶・
ヨ
ー
ガ
な
ど
が
あ
り

ま
す
が
︑
日
本
に
最
初
に
本
格
的
に
ヨ
ー
ガ
を
紹
介
し
た
の
は
空

海
で
︑﹁
瑜
伽
﹂
と
表
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
ま
た
﹁
禅
﹂
と

か
﹁
禅
定
﹂
と
か
と
も
表
さ
れ
る
の
で
す
が
︑
そ
の
﹁
瑜
伽
行
﹂

を
唐
か
ら
帰
国
し
た
空
海
が
紹
介
し
て
い
き
ま
す
︒

そ
し
て
︑
空
海
自
身
︑
密
教
的
な
マ
ン
ト
ラ
と
マ
ン
ダ
ラ
の
体

系
に
基
づ
い
て
︑
瑜
伽
的
︑
唯
識
論
的
な
観
点
か
ら
の
仏
教
を
真

言
密
教
と
し
て
取
り
込
む
の
で
す
が
︑
そ
れ
は
し
か
し
︑
世
阿
弥

の
思
想
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
︒

世
阿
弥
は
禅
の
影
響
を
受
け
て
︑
日
本
中
世
的
な
変
容
を
重
ね

て
お
り
ま
す
︒
そ
の
中
世
的
な
変
容
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い

う
と
︑
具
体
的
に
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
我
あ
り
︵
ア

イ
・
ア
ム
︶﹂
の
演
技
論
は
︑
ヨ
ー
ガ
的
な
一
体
化
が
極
と
し
て
示

さ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
︑
世
阿
弥
の
場
合
は
︑
ヨ
ー
ガ
的

な
一
体
化
で
は
な
く
︑﹁
無
心
﹂
と
か
﹁
無
文
﹂
と
表
現
さ
れ
る
境

地
と
な
り
ま
す
︒

﹁
せ
ぬ
ひ
ま
﹂
と
か
︑
何
も
し
な
い
と
か
︒
先
ほ
ど
グ
ロ
ト
フ
ス

キ
の
﹁
否
定
の
道
﹂
に
つ
い
て
松
嶋
さ
ん
が
説
明
し
て
く
れ
ま
し

た
が
︑
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑
そ
れ
に
近
く
﹁
我
﹂
を
消
し
て
い

く
方
で
す
︒﹁
我
﹂
を
消
去
し
て
い
く
方
向
に
﹁
無
心
﹂
と
い
う
言

葉
が
出
て
く
る
の
で
︑
そ
の
﹁
無
心
﹂
に
近
づ
く
た
め
に
は
︑
ヨ
ー

ガ
的
梵
我
一
如
一
体
化
や
神
秘
的
合
一
で
は
な
く
︑
禅
的
な
切
断

が
必
要
と
な
り
ま
す
︒
禅
と
い
う
の
は
︑
が
ん
じ
が
ら
め
に
な
っ

て
い
る
い
ろ
ん
な
も
の
︑
関
係
性
を
切
っ
て
切
っ
て
切
り
ま
く
る
︒

先
祖
に
会
え
ば
先
祖
を
殺
し
︑
仏
祖
に
会
え
ば
仏
祖
を
殺
し
と

言
う
よ
う
に
︑
今
ま
で
の
権
威
あ
る
も
の
を
全
部
︑
切
っ
て
捨
て

て
︑
切
っ
た
果
て
に
残
る
リ
ア
ル
な
も
の
は
何
ぞ
や
と
問
い
詰
め

る
︒
そ
し
て
︑
リ
ア
ル
な
も
の
な
ど
本
当
に
あ
る
の
か
︑
そ
れ
は

汝
の
幻
想
・
妄
想
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
掛
け
を
し
て
い
き
ま

す
が
︑
そ
う
い
う
禅
的
な
異
化
切
断
と
再
構
築
が
︑
世
阿
弥
に
は

あ
る
︒

世
阿
弥
の
方
法
は
同
化
＝
物
学
︵
も
の
ま
ね
︶
と
異
化
＝
離
見
の

見
・
目
前
心
後
の
両
極
で
す
︒
同
化
と
は
︑﹁
二
曲
三
体
﹂
の
物
ま

ね
︒
も
う
一
つ
は
異
化
で
︑
そ
の
技
法
は
﹁
離
見
の
見
﹂
や
﹁
目

前
心
後
﹂
で
︑
こ
の
二
つ
の
組
み
合
わ
せ
に
世
阿
弥
の
身
心
変
容

技
法
が
あ
る
︒

実
は
︑
私
が
能
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
笛
か
ら
で
し
た
︒
私
は
︑

も
と
も
と
︑
謡
に
も
舞
に
も
興
味
は
な
か
っ
た
の
で
す
︒
能
の
世

界
観
も
そ
ん
な
に
興
味
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
ほ
ぼ
半
世
紀
笛

を
吹
い
て
き
た
の
で
︑
能
の
あ
の
能
管
の
音
は
一
体
何
な
の
か
︑
大

変
不
思
議
に
思
い
︑
興
味
を
持
ち
始
め
︑
そ
こ
か
ら
能
の
思
想
と

技
法
に
入
っ
て
い
き
ま
し
た
︒
先
ほ
ど
︑
能
管
で
ピ
ー
と
い
う
﹁
ひ

し
ぎ
﹂
の
音
を
出
し
ま
し
た
︒
私
は
五
〇
年
近
く
雅
楽
の
龍
笛
を

吹
い
て
き
た
の
で
す
が
︑
こ
の
﹁
ひ
し
ぎ
﹂
の
音
は
龍
笛
で
は
絶

対
出
ま
せ
ん
︒
龍
笛
で
は
出
な
い
そ
の
音
を
︑
な
ぜ
︑
能
管
は
必

要
と
し
た
の
で
し
ょ
う
か
？

こ
れ
は
石
笛
で
す
が
︑
二
五
年
ほ
ど
前
に
私
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

に
行
っ
た
と
き
︑
海
岸
線
に
こ
れ
が
落
ち
て
い
ま
し
た
︒
一
九
九

五
年
八
月
六
日
の
こ
と
で
す
︒
広
島
に
向
か
っ
て
祈
り
を
さ
さ
げ

た
後
︑
海
岸
に
落
ち
て
い
た
こ
の
石
が
﹁
僕
を
吹
い
て
﹂
っ
て
言

っ
た
ん
で
す
︒
そ
こ
で
私
は
﹁
は
い
﹂
と
返
事
を
し
て
ピ
イ
イ
ー

と
吹
い
た
︒
す
る
と
︑
凄
く
鋭
い
高
音
が
響
い
た
︒
ま
る
で
︑﹁
ひ

し
ぎ
﹂
の
響
き
の
よ
う
な
︒
そ
れ
以
来
︑
こ
の
石
笛
を
毎
朝
吹
い

て
い
る
の
で
す
が
︑
そ
う
い
う
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
︒

小
山
内
薫
が
直
観
し
て
い
た
も
の

最
後
に
︑
日
本
近
代
の
新
劇
の
草
創
者
の
小
山
内
薫
に
つ
い
て

触
れ
て
お
き
ま
す
︒
チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
の
本
の
四
ペ
ー
ジ
目
に
︑

小
山
内
薫
が
一
九
一
二
年
に
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
に
会
っ
て
︑
彼

の
演
劇
を
い
っ
ぱ
い
見
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
︒

﹁
小
山
内
薫
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
人
間
の
自
然
︑
心
と

身
体
の
客
観
的
法
則
を
ベ
ー
ス
に
︑
特
定
の
時
代
や
国
︑
特
定
の

ス
タ
イ
ル
や
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
る
も
の
と
し
て
確
立
し
た
﹃
演
技

の
文
法
﹄︑
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の
普
遍

性
に
も
気
づ
い
て
い
た
︒
小
山
内
が
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・

シ
ス
テ
ム
の
な
か
に
自
分
に
馴
染
み
の
も
の
を
見
つ
け
︑
そ
れ
が

世
阿
弥
元
清
の
芸
論
で
あ
っ
た
と
気
づ
い
た
と
き
の
驚
き
は
い
か

ほ
ど
で
あ
っ
た
ろ
う
﹂
と
書
い
て
い
ま
す
︒
百
年
以
上
前
に
日
本

新
劇
の
は
し
り
の
人
物
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
・
シ
ス
テ
ム
と

世
阿
弥
の
シ
ス
テ
ム
に
共
通
点
を
見
い
だ
し
て
い
た
こ
と
は
非
常

に
興
味
深
い
点
で
す
︒

チ
ェ
ル
カ
ッ
ス
キ
ー
は
︑﹁
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
﹃
私
の
シ

ス
テ
ム
は
あ
ら
ゆ
る
民
族
の
た
め
の
も
の
だ
︒
ど
ん
な
人
間
も
そ

の
自
然
は
同
じ
で
あ
り
︑
違
う
の
は
そ
の
適
応
で
あ
る
︒
私
の
シ

ス
テ
ム
﹄
は
︑
適
応
に
は
触
れ
て
い
な
い
﹂
と
書
い
て
い
た
と
言

い
ま
す
︒

こ
の
小
山
内
薫
の
直
観
が
そ
の
後
の
日
本
の
演
劇
界
の
中
で
深

め
ら
れ
て
い
た
ら
︑
も
っ
と
も
っ
と
お
も
ろ
い
︑
お
も
ろ
い
︑
お

も
ろ
い
身
心
変
容
の
演
劇
論
や
宗
教
や
武
道
や
能
や
歌
舞
伎
な
ど

の
日
本
の
芸
能
と
の
大
変
興
味
深
い
絡
み
合
い
が
起
こ
っ
て
い
た

と
思
い
ま
す
が
︑
そ
う
な
ら
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
す
︒
が
︑
こ

れ
か
ら
で
す
よ
︒

と
い
う
わ
け
で
︑
今
日
は
感
慨
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
︒
百
年

以
上
経
っ
て
︑
や
っ
と
小
山
内
薫
が
直
観
し
て
い
た
も
の
を
学
術

的
に
も
経
験
的
に
も
問
い
返
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
が
で
き
た
の
で
す
か
ら
︑
そ
の
こ
と
を
本
当
に
う
れ
し
く
思

っ
て
い
ま
す
︒

ま
こ
と
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒

131

国際シンポジウム   世阿弥とスタニスラフスキー　　



第
二
部

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

大
地
の
精
霊
の
表
現
化

松
岡　

や
っ
ぱ
り
︑
鎌
田
さ
ん
の
石
笛
を
聞
い
て
い
る
と
︑
私
︑
か

か
り
そ
う
に
な
る
の
で
︒
い
つ
も
避
け
て
い
る
ん
で
す
け
ど
︒

鎌
田　

も
っ
と
か
か
っ
て
ほ
し
い
で
す
︒

松
岡　

今
日
は
浴
び
て
し
ま
い
ま
し
て
︑
危
な
か
っ
た
で
す
︒
け

っ
こ
う
強
烈
な
石
笛
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
ね
︒
ま
さ
に
竜
笛
で

は
出
な
い
音
が
︑
能
管
で
は
出
て
し
ま
う
と
い
う
不
思
議
が
︒
能

管
と
い
う
の
は
︑
漆
で
が
ち
が
ち
に
固
め
て
︑
も
の
す
ご
く
強
度

を
高
め
る
と
い
う
︑
世
界
で
一
番
強
い
フ
ル
ー
ト
じ
ゃ
な
い
か
と

思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
︒

そ
し
て
こ
の
問
題
は
じ
つ
は
︑
内
田
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
鎌

倉
時
代
に
新
仏
教
と
武
術
と
能
楽
が
﹁
大
地
の
精
霊
﹂
を
背
負
っ

て
出
て
き
た
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
こ
と
と
︑
つ
な
が
っ
て
い
く
ん
じ

ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

世
阿
弥
の
時
代
は
一
四
世
紀
か
ら
一
五
世
紀
に
か
け
て
で
︑
鎌

倉
時
代
か
ら
す
る
と
か
な
り
後
に
な
る
ん
で
す
︒
や
は
り
世
阿
弥

た
ち
の
能
の
原
型
と
い
う
の
は
﹃
翁
﹄
猿
楽
に
あ
り
ま
す
︒
さ
っ

き
鎌
田
さ
ん
が
︑﹁
と
う
と
う
た
ら
り
﹂
と
か
︑﹁
千
歳
﹂
の
﹁
鳴

る
は
滝
の
水
﹂
と
い
う
ふ
う
な
文
句
︑
そ
れ
か
ら
﹁
三
番
叟
﹂
な

ん
か
も
実
演
を
示
さ
れ
な
が
ら
展
開
さ
れ
た
﹃
翁
﹄
で
す
ね
︒

あ
の
﹃
翁
﹄
猿
楽
に
︑
ほ
と
ん
ど
能
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
詰
ま
っ

て
い
る
︒
そ
れ
が
生
ま
れ
る
の
が
鎌
倉
時
代
な
ん
で
す
︒
だ
い
た

い
一
三
世
紀
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒

そ
の
﹃
翁
﹄
と
は
何
か
︑﹃
翁
﹄
の
宗
教
的
性
格
と
い
う
の
は
ま

っ
た
く
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
︒
世
阿
弥
は
﹁
法
・
報
・
応
﹂
と
い

う
仏
法
の
三
身
説
で
三
人
の
翁
を
説
明
し
た
り
す
る
ん
で
す
が
︑
仏

に
当
て
て
い
い
の
か
︑
神
に
当
て
て
い
い
の
か
︑
よ
く
分
か
ら
な

い
︒
白
鬚
明
神
が
出
て
き
た
り
︑
春
日
明
神
が
出
た
り
で
︑
い
ろ

ん
な
当
て
方
が
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
が
︒

そ
れ
ら
は
ほ
ぼ
︑
間
違
っ
て
い
る
︒
私
な
り
に
飛
躍
さ
せ
て
言

え
ば
︑
大
地
の
精
霊
と
い
う
か
︑
何
か
わ
け
の
分
か
ら
な
い
古
層

の
精
霊
が
︑
院
政
期
ご
ろ
か
ら
立
ち
上
が
っ
て
き
て
︑﹃
翁
﹄
と
か
︑

﹁
三
番
叟
﹂
と
い
う
か
た
ち
で
鎌
倉
時
代
ご
ろ
に
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

化
さ
れ
た
︒

た
と
え
ば
琵
琶
法
師
な
ど
も
宿
神
と
い
う
神
様
を
ま
つ
っ
て
い

る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
︑
琵
琶
法
師
は
裏
で
そ
う
い
う
祭
祀
を
し

な
が
ら
︑
表
で
﹃
平
家
物
語
﹄
を
語
る
と
い
う
こ
と
を
や
る
わ
け

で
す
ね
︒
猿
楽
が
ま
つ
っ
て
い
る
の
も
宿
神
で
す
︒

こ
の
宿
神
と
い
う
の
は
わ
け
が
分
か
ら
な
い
も
の
な
ん
で
す
ね
︒

宿
神
と
か
荒
神
と
か
︑
そ
う
い
う
わ
け
の
分
か
ら
な
い
神
様
を
琵

琶
法
師
で
は
な
く
︑
猿
楽
の
人
た
ち
が
︑﹃
翁
﹄
と
い
う
か
た
ち
で
︑

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
し
て
表
現
化
し
た
わ
け
で
す
︒
大
地
の
精
霊

の
表
現
化
で
す
︒﹁
翁
舞
﹂
の
中
心
が
足
踏
み
で
あ
る
の
も
︑
大
地

の
精
霊
に
直
結
す
る
表
現
だ
か
ら
で
す
︒

だ
け
ど
︑
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
︑
と
て
も
な
じ
み
の
深
い
も
の

で
あ
っ
て
︑
あ
る
い
は
縄
文
︑
あ
る
い
は
石
器
時
代
く
ら
い
ま
で

さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
縄
文
時
代

の
神
の
あ
り
方
が
︑
諏
訪
明
神
︑
諏
訪
大
社
の
信
仰
な
ん
か
に
濃

厚
に
残
っ
て
い
ま
す
が
︑
ミ
シ
ャ
グ
チ
の
神
が
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
て
い
ま
す
︒

そ
う
い
う
種
類
の
神
様
と
い
う
も
の
が
︑
弥
生
か
ら
歴
史
時
代

に
か
け
て
抑
圧
さ
れ
て
き
て
︑
そ
ん
な
に
表
に
出
て
こ
な
か
っ
た

の
だ
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
を
実
は
猿
楽
が
す
く
い
上
げ
ち
ゃ
っ
た
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
︒﹃
翁
﹄
猿
楽
と
い
う
形
で
す
く
い
上
げ
た
︒

猿
楽
は
同
時
に
︑
音
の
面
も
︑
自
分
た
ち
の
も
の
を
追
求
し
て

い
き
ま
し
た
︒
奈
良
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
︑
調
律
さ
れ
た
オ

ー
ケ
ス
ト
ラ
編
成
の
雅
楽
と
い
う
音
楽
体
系
が
か
な
り
世
に
は
び

こ
っ
て
い
た
わ
け
で
す
︒

と
こ
ろ
が
︑
そ
う
じ
ゃ
な
い
︑
あ
あ
い
う
雅
楽
の
音
と
い
う
の

は
︑
自
分
た
ち
の
音
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
︒
俺
た
ち
の
音
じ
ゃ
な
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
︒
俺
た
ち
の
音
と
い
う
の
は
も
っ
と
別
な
と
こ
ろ

に
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
み
た
い
な
と
き
に
︑
笛
の
音
も
︑
縄
文
的

な
石
笛
み
た
い
な
ノ
イ
ジ
ー
な
音
を
追
求
す
る
と
い
う
こ
と
が
行

わ
れ
た
︒

つ
ま
り
︑
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
が
調
性
音
楽
を
ま
っ
た
く
否
定
し

た
と
い
う
か
︑
そ
れ
に
ノ
ー
を
突
き
付
け
て
︑﹃
四
分
三
三
秒
﹄
と

か
つ
く
っ
た
よ
う
な
こ
と
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
︑
実
は
︑
日
本

の
音
楽
史
を
通
じ
て
起
こ
っ
て
い
て
︑
雅
楽
的
な
調
性
音
楽
を
否

定
し
て
︑
別
種
類
の
音
で
も
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
自
身
の
息
音
を
立

ち
上
げ
る
と
い
う
こ
と
が
︑
能
の
音
楽
に
お
い
て
起
こ
っ
た
︑
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
︒

つ
ま
り
大
地
の
精
霊
を
立
ち
上
げ
て
︑
そ
れ
を
表
現
化
す
る
運

動
は
︑
音
の
面
で
も
縄
文
的
な
ノ
イ
ジ
ー
な
強
度
の
音
を
追
求
す

る
こ
と
と
連
動
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

鎌
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
で
は
続
け
て
︑
内
田
さ
ん
︒

「
離
見
の
見
」と
幽
体
離
脱

内
田　

い
ま
の
松
岡
先
生
の
お
話
︒
雅
楽
の
朝
鮮
音
楽
か
ら
能
管

の
間
に
断
絶
が
あ
っ
た
と
い
う
ご
指
摘
で
す
け
れ
ど
︑
僕
も
断
絶

が
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
大
陸
・
半
島
か
ら
来
た

外
来
音
楽
が
︑
こ
の
段
階
で
独
特
の
日
本
的
な
変
化
を
遂
げ
た
の

で
す
︒
そ
の
断
絶
と
い
う
の
は
︑
や
っ
ぱ
り
﹁
草
木
国
土
悉
皆
成

仏
﹂
と
い
う
発
想
だ
と
思
い
ま
す
︒
こ
の
言
葉
は
仏
典
に
あ
る
の

か
と
思
っ
た
ら
︑
能
の
詞
章
に
し
か
な
い
そ
う
で
す
ね
︒

鎌
田　

湛
然
と
か
の
無
情
仏
性
や
草
木
成
仏
を
め
ぐ
る
﹁
唐
決
﹂

と
言
わ
れ
る
議
論
は
中
国
に
あ
る
よ
う
で
す
︒

内
田　

え
︑
あ
る
ん
で
す
か
？　

困
っ
た
な
︒
な
い
っ
て
聞
い
た

ん
で
す
け
ど
ね
︒﹁
南
泉
斬
猫
﹂
で
︑
猫
に
仏
性
が
あ
る
か
な
い
か

っ
て
議
論
し
て
い
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒
あ
れ
は
動
物
に
は
仏
性

が
あ
る
か
な
い
か
︑
定
説
が
な
か
っ
た
か
ら
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
︒

鎌
田　

言
葉
は
あ
る
︒

内
田　

言
葉
は
あ
っ
た
ん
で
す
か
︒

鎌
田　

だ
け
ど
も
︑
ど
う
も
結
論
は
違
う
よ
う
で
す
︒

内
田　

釈
︵
徹
宗
︶
先
生
に
伺
っ
た
話
で
は
︑﹁
草
木
国
土
悉
皆
成

仏
﹂
と
い
う
の
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
ふ
つ
う
の
話
で
︑
だ
か
ら
︑

﹁
猫
に
仏
性
は
あ
る
か
？
﹂
っ
て
聞
い
た
ら
︑
日
本
人
は
み
ん
な

﹁
あ
る
よ
﹂
っ
て
答
え
る
わ
け
で
し
ょ
う
︒
と
い
う
こ
と
は
や
っ
ぱ
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り
何
か
が
違
う
︒
僕
は
違
う
の
は
自
然
だ
と
思
う
ん
で
す
︒
日
本

列
島
の
︑
温
帯
モ
ン
ス
ー
ン
独
特
の
︑
非
常
に
緩
い
自
然
で
す
よ

ね
︒
多
産
で
︑
豊
穣
で
︑
人
間
に
対
し
て
親
和
的
な
自
然
︒
そ
こ

で
暮
ら
し
て
い
れ
ば
︑
そ
ん
な
に
難
し
い
技
術
を
知
ら
な
く
て
も
︑

と
に
か
く
食
べ
て
い
け
る
︒
種
を
ま
い
た
ら
秋
に
は
収
穫
で
き
る
︒

人
間
に
対
し
て
た
い
へ
ん
フ
レ
ン
ド
リ
ー
な
自
然
で
す
か
ら
︑
自

然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
対
し
て
身
体
を
開
く
と
い
う
こ
と
が
列
島
住

民
に
と
っ
て
は
あ
ま
り
抵
抗
の
な
い
考
え
方
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い

か
と
思
い
ま
す
︒
中
東
の
荒
野
と
か
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
原
生
林
と

か
の
中
だ
と
︑
自
然
に
対
し
て
う
っ
か
り
身
体
を
開
い
た
ら
︑
す

ぐ
死
ん
じ
ゃ
い
ま
す
か
ら
︒

日
本
列
島
固
有
の
風
土
が
︑
身
体
の
と
ら
え
方
に
も
か
か
わ
っ

て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒
日
本
の
場
合
︑
自
然
は
︑
草

も
木
も
︑
鳥
も
獣
も
︑
山
も
川
も
︑
み
ん
な
含
ん
で
い
る
︒
そ
れ

は
﹁
神
﹂
と
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
違
う
︒
神
と
い
う
の
は
自
然

と
イ
コ
ー
ル
で
は
な
い
で
す
よ
ね
︒
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
じ
と

ち
ょ
っ
と
違
う
︒

﹁
神
﹂
と
い
う
の
は
や
っ
ぱ
り
︑
か
な
り
き
ち
ん
と
し
た
体
系
の

上
に
存
立
す
る
も
の
で
す
︒
い
く
つ
も
の
段
階
を
た
ど
っ
て
︑
よ

う
や
く
到
達
で
き
る
︒
ア
ク
セ
ス
す
る
の
が
た
い
へ
ん
困
難
な
も

の
で
す
よ
ね
︒
で
も
︑
日
本
列
島
の
自
然
は
︑
身
体
を
開
け
ば
︑
す

っ
と
同
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
だ
か
ら
︑
そ
れ
が
稽
古
論
に
も

反
映
し
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
︒
日
本
の
稽
古
論
は
一
度
﹁
あ
︑
そ

れ
だ
﹂
と
分
か
る
と
︑
一
気
に
全
部
わ
か
る
︒
九
段
目
か
ら
一
段

目
ま
で
︑
一
つ
一
つ
上
っ
て
ゆ
く
と
い
う
階
段
構
造
の
体
系
と
は

ち
ょ
っ
と
違
う
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
よ
︒

そ
の
へ
ん
に
日
本
の
稽
古
論
︑
日
本
の
芸
論
の
︑
独
特
の
緩
さ

と
い
う
か
︑
修
行
者
に
対
す
る
優
し
さ
と
い
う
の
が
あ
る
よ
う
な

気
が
す
る
の
で
す
が
︒

言
い
た
か
っ
た
の
は
こ
の
話
じ
ゃ
な
く
て
︑﹁
離
見
の
見
﹂
な
ん

で
す
︒﹁
同
化
﹂
と
﹁
異
化
﹂
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
︒
物
ま
ね
と

い
う
こ
と
と
︑
自
分
自
身
を
ひ
と
つ
の
風
景
の
中
の
登
場
人
物
と

し
て
俯
瞰
的
に
見
下
ろ
す
と
い
う
能
力
︑
自
分
を
背
中
か
ら
見
る

能
力
は
︑
ど
う
や
っ
て
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
け
れ

ど
も
︒

何
年
か
前
に
池
谷
裕
二
さ
ん
と
し
ゃ
べ
っ
て
い
た
と
き
に
︑
す

ご
く
面
白
い
話
を
教
え
て
も
ら
っ
た
ん
で
す
︒
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ

ン
て
あ
り
ま
す
よ
ね
︒
ま
さ
に
︑
物
ま
ね
の
た
め
の
機
能
で
す
よ

ね
︒
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
は
他
人

が
何
か
し
て
い
る
と
き
に
︑
そ
れ
を
脳
内
に
転
写
し
て
い
っ
て
︑
そ

れ
を
運
動
と
し
て
出
力
す
る
と
同
じ
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
さ
に
物

ま
ね
の
た
め
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
あ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ミ
ラ
ー
ニ
ュ

ー
ロ
ン
の
は
た
ら
き
を
強
化
す
る
薬
物
が
発
見
さ
れ
た
ん
で
す
︒

鎌
田　

や
ば
い
︒

内
田　

強
化
す
る
と
ど
う
い
う
現
象
が
起
き
る
か
と
い
う
こ
と
を

実
験
し
た
ん
で
す
︒
そ
し
た
ら
︑
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
強
化
剤
を

投
下
し
た
被
験
者
た
ち
は
全
員
が
同
じ
妄
想
を
見
た
ん
だ
そ
う
で

す
︒
何
だ
と
思
い
ま
す
？
﹁
幽
体
離
脱
﹂
な
ん
で
す
︒
物
ま
ね
機

能
を
強
化
す
る
と
︑
幽
体
離
脱
す
る
︒

合
気
道
で
は
﹁
呼
吸
合
わ
せ
﹂
と
い
う
の
を
や
る
ん
で
す
︒
全

員
で
同
じ
動
作
を
し
な
が
ら
呼
吸
を
合
わ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
延
々

と
や
る
︒
そ
れ
が
非
常
に
上
達
に
役
立
つ
と
先
生
が
言
わ
れ
る
ん

で
す
よ
︒
昔
は
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
先
生
は
︑
毎
日

鏡
に
向
か
っ
て
何
時
間
か
呼
吸
を
し
て
み
ろ
と
言
う
の
で
す
︒
文

字
ど
お
り
﹁
ミ
ラ
ー
﹂
に
映
っ
た
自
分
自
身
の
﹁
物
ま
ね
﹂
を
し

ろ
︑
と
︒
そ
れ
を
一
日
十
時
間
や
っ
て
み
ろ
︑
そ
う
し
た
ら
技
が

が
ら
っ
と
変
わ
る
と
︒
そ
う
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
︒

僕
は
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
て
︒
何
で
鏡
を
見
て
︑
自
分
の

動
作
を
映
し
て
い
る
だ
け
で
武
道
の
レ
ベ
ル
が
上
が
る
の
か
︒
そ

の
理
屈
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
で
も
︑
池
谷
さ
ん
の
話
を
聞
い
て
︑

わ
か
っ
た
︒
呼
吸
合
わ
せ
っ
て
い
う
の
は
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の

は
た
ら
き
を
強
化
す
る
た
め
の
稽
古
な
ん
で
す
よ
︒
だ
か
ら
︑
ミ

ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
は
た
ら
き
が
強
化
さ
れ
る
と
︑
幽
体
離
脱
で

き
る
︒
つ
ま
り
︑
物
ま
ね
を
徹
底
的
に
や
る
と
︑
あ
る
時
点
で
︑
自

分
の
身
体
か
ら
離
脱
し
て
︑
空
中
か
ら
自
分
を
含
ん
だ
風
景
を
俯

瞰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︒
自
分
自
身
を
含
ん
だ
風
景

を
上
か
ら
見
下
ろ
す
こ
と
が
で
き
る
っ
て
い
う
の
は
︑
武
道
的
に

言
う
と
す
ご
い
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
で
す
よ
ね
︒
だ
っ
て
︑
前
後
左

右
に
何
が
あ
る
か
見
え
ち
ゃ
う
ん
で
す
か
ら
︒
見
え
な
い
と
こ
ろ

ま
で
見
え
る
︒

実
際
に
稽
古
し
て
わ
か
り
ま
す
け
れ
ど
︑
他
人
と
同
化
的
な
体

の
使
い
方
を
し
て
い
る
と
︑
だ
ん
だ
ん
身
体
的
な
同
期
が
起
き
て
︑

感
覚
の
共
有
が
で
き
る
︒
今
だ
と
︑
鎌
田
先
生
が
そ
こ
に
い
て
︑
ア

ニ
シ
モ
フ
さ
ん
が
そ
こ
に
い
る
︒
す
ぐ
近
く
に
い
ま
す
け
れ
ど
︑
そ

れ
ぞ
れ
微
妙
に
見
て
い
る
も
の
も
違
う
し
︑
聞
い
て
い
る
音
も
違

う
︒
で
も
︑
こ
の
三
人
の
感
覚
の
共
感
度
が
高
ま
る
と
︑﹁
僕
に
は

見
え
な
い
け
れ
ど
も
︑
鎌
田
先
生
に
は
見
え
て
い
る
も
の
﹂
も
僕

の
身
体
情
報
と
し
て
入
力
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
︒

鎌
田
先
生
に
見
え
て
︑
僕
に
は
見
え
な
い
は
ず
の
も
の
が
見
え
る

と
い
う
こ
と
が
起
き
る
と
︑
そ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
た
め
に
は
︑
鎌

田
先
生
と
僕
と
を
含
ん
だ
二
人
で
一
体
の
複
素
的
な
身
体
が
﹁
あ

る
﹂
と
い
う
あ
り
え
な
い
仮
説
を
立
て
な
い
と
話
が
通
ら
な
く
な

る
︒
そ
う
す
る
と
︑
こ
の
二
人
で
一
体
の
身
体
か
ら
見
え
る
風
景
︑

聞
こ
え
る
音
声
と
い
う
の
は
︑
僕
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の
感
覚
の

経
験
よ
り
も
広
が
り
が
あ
る
︒
自
分
自
身
を
含
む
風
景
を
見
る
︑と

い
う
幽
体
離
脱
感
と
い
う
の
は
︑
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
と
僕
は
思
う
ん
で
す
︒
で
す
か
ら
︑﹁
物
ま
ね
﹂
を
通

じ
て
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
活
性
化
し
て
く
る
と
︑
自
分
の
背
後

に
あ
る
も
の
ま
で
見
え
る
よ
う
に
な
る
︒
僕
は
そ
れ
が
﹁
離
見
の

見
﹂
と
い
う
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
す
︒

鎌
田　

は
い
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

先
ほ
ど
︑
僕
は
後
ろ
に
い
て
︑
内
田
さ
ん
に
︑﹁
時
間
で
す
よ
︑

時
間
で
す
よ
︑
時
間
で
す
よ
﹂
っ
て
念
を
送
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑

ち
ょ
っ
と
届
か
ず
︑
話
の
方
に
集
中
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒

で
は
︑
次
に
ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん
と
ヤ
ー
チ
ン
さ
ん
に
︑
今
日
の

議
論
を
踏
ま
え
て
︑
コ
メ
ン
ト
な
り
︑
質
問
を
し
て
も
ら
い
た
い

と
思
い
ま
す
︒
お
願
い
し
ま
す
︒

本
当
の
人
生
を
歩
む
道

ア
ニ
シ
モ
フ　

今
日
の
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
︑
す
ご
く
私
た
ち

に
と
っ
て
も
重
要
な
出
会
い
の
場
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
人
間
と

い
う
の
は
︑
生
ま
れ
つ
き
何
か
し
ら
を
つ
く
り
出
す
︑
創
造
す
る
︑

そ
う
い
う
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
︒

今
日
は
︑﹁
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
﹂
と
い
う
テ
ー
マ

で
す
け
れ
ど
も
︑
そ
の
世
阿
弥
の
演
劇
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

の
演
劇
論
と
い
う
も
の
を
通
し
て
︑
人
間
自
身
が
ク
リ
エ
ー
ト
し

て
い
く
︑
創
造
す
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
活
動
な
ん
だ
と
い
う
︑
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そ
こ
の
核
心
に
触
れ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
︒

そ
の
意
味
で
︑
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
地
球
上
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
芸

術
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
人
間
の
本
来
持
っ
て
い
る
創
造
性
と
い

う
も
の
を
発
展
さ
せ
る
助
け
に
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
思
っ
て
い
ま
す
︒

今
回
は
ま
さ
に
︑
芸
術
活
動
に
お
け
る
人
類
史
上
で
の
︑
す
ご

く
重
要
な
人
物
で
あ
る
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
を
取
り

上
げ
ま
し
た
︒
こ
の
二
人
を
模
範
に
し
て
い
く
と
︑
人
類
に
と
っ

て
ど
う
い
う
重
要
な
こ
と
を
成
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
は
っ

き
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒

松
岡
先
生
︑
内
田
先
生
の
お
話
を
聞
い
て
︑
や
は
り
︑
こ
れ
ら

の
芸
術
と
い
う
も
の
が
持
っ
て
い
る
可
能
性
︑
能
力
と
い
う
も
の

を
︑
す
ご
く
私
も
納
得
し
ま
し
た
︒
ま
さ
に
今
日
は
︑
人
間
に
と

っ
て
重
要
な
創
造
性
︑
創
造
活
動
と
い
う
︑
そ
の
テ
ー
マ
を
通
し

て
︑
こ
の
空
間
︑
こ
の
時
間
を
一
緒
に
︑
一
瞬
で
一
体
化
す
る
こ

と
が
で
き
た
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

鎌
田
先
生
の
お
話
し
に
な
ら
れ
た
修
験
道
の
話
も
︑
そ
れ
と
武

道
に
つ
い
て
の
内
田
先
生
の
お
話
も
あ
り
ま
し
た
︒
そ
れ
と
︑
松

嶋
先
生
が
お
話
し
に
な
ら
れ
た
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
実
験
で
す
ね
︒
そ

れ
ら
の
お
話
を
伺
っ
た
う
え
で
︑
や
っ
ぱ
り
人
間
と
し
て
わ
れ
わ

れ
は
︑
ど
う
い
う
道
を
歩
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
︒

今
日
︑
こ
ち
ら
の
会
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
皆
さ
ん
も
お
分
か
り

に
な
る
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
私
た
ち
は
単
な
る
理
論
家
で
は

あ
り
ま
せ
ん
︒
や
は
り
実
践
家
で
す
︒
そ
の
意
味
で
︑
私
た
ち
は

自
分
た
ち
の
実
践
し
た
経
験
を
分
か
ち
合
っ
た
会
に
な
り
ま
す
︒

こ
の
場
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
は
︑
ま
さ
に
こ
の
目
的
︑
あ
る
い

は
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
言
葉
を
使
え
ば
︑﹁
超
課
題
﹂
と
い
う

も
の
が
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
︑
感
じ
取
ら
れ
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

私
も
今
日
︑
話
し
ま
し
た
け
れ
ど
︑
本
当
の
人
生
を
歩
む
道
と

い
う
の
は
本
当
に
狭
い
で
す
︒
本
当
に
広
く
て
大
き
な
道
と
い
う

の
は
死
に
至
る
道
の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
︒
た
だ
私
た
ち
は
︑
永

遠
の
人
生
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
る
本
当
に
唯
一
の
︑
自
分
に
と

っ
て
の
細
い
道
を
見
つ
け
て
い
か
な
け
れ
ば
︑
そ
れ
を
選
ん
で
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
︒

そ
の
意
味
で
私
に
と
っ
て
︑
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー

と
い
う
の
は
︑
偉
大
な
先
生
に
な
り
ま
す
︒
私
に
対
し
て
︑
非
常

に
長
い
︑
だ
け
れ
ど
も
素
晴
ら
し
い
道
を
示
し
て
く
れ
て
い
ま
す
︒

さ
ら
に
こ
れ
は
︑
私
の
経
験
か
ら
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
︑
時
間

も
空
間
も
関
係
な
く
︑
こ
う
い
う
存
在
と
い
う
の
は
常
に
私
た
ち

を
助
け
て
く
れ
ま
す
︒
実
際
に
︑
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
る

の
は
︑
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
︑
た

だ
単
に
︑
自
分
の
進
む
べ
き
方
向
を
分
か
っ
て
い
れ
ば
必
ず
得
ら

れ
ま
す
︒

そ
の
唯
一
の
道
を
何
度
も
行
き
交
っ
て
い
れ
ば
︑
必
ず
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
得
て
い
る
状
態
が
当
た
り
前
の
状
態
に
な
り
ま

す
︒
そ
う
す
れ
ば
す
べ
て
の
生
活
が
︑
そ
れ
に
相
当
し
た
も
の
に

な
っ
て
き
ま
す
︒
そ
う
な
っ
た
と
き
に
︑
私
た
ち
は
幸
せ
を
感
じ

る
︒
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

鎌
田　

そ
れ
で
は
︑
ヤ
ー
チ
ン
さ
ん
︒

ヤ
ー
チ
ン　

私
は
︑
た
ぶ
ん
皆
さ
ん
の
な
か
で
は
︑
実
践
家
と
い

う
よ
り
理
論
家
だ
と
思
い
ま
す
︒
私
は
大
学
の
哲
学
科
の
主
任
を

や
っ
て
い
ま
し
て
︑
私
の
学
生
た
ち
は
︑
ま
さ
に
東
洋
の
哲
学
な

ど
を
勉
強
し
て
い
ま
す
︒
日
本
哲
学
学
科
と
い
う
の
も
あ
っ
て
︑
そ

こ
を
専
門
に
勉
強
し
て
い
る
学
生
た
ち
も
い
ま
す
︒
そ
こ
で
世
阿

弥
も
学
ぶ
の
で
す
け
ど
︑
哲
学
者
と
し
て
の
世
阿
弥
を
学
ん
で
い

て
︑
能
の
創
設
者
と
い
う
観
点
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

私
が
ち
ょ
っ
と
驚
か
さ
れ
た
の
は
︑
一
四
世
紀
の
彼
の
哲
学
は
︑

西
洋
の
も
の
と
す
ご
く
似
通
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
私
が

指
導
を
し
た
大
学
院
生
の
女
の
子
の
論
文
は
︑
日
本
文
化
に
お
け

る
時
間
の
観
念
と
い
う
テ
ー
マ
で
論
文
を
発
表
し
て
い
ま
す
︒
そ

の
論
文
の
な
か
に
︑
世
阿
弥
の
哲
学
が
い
ろ
い
ろ
引
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
︒

今
日
の
お
話
で
は
︑
演
劇
に
お
け
る
時
間
と
い
う
こ
と
に
あ
ま

り
触
れ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
け
れ
ど
も
︑
そ
う
い
う
こ
と
で
︑
ま

た
い
ろ
い
ろ
話
が
盛
り
上
が
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
︒

や
は
り
︑
演
劇
と
い
う
芸
術
に
お
い
て
は
︑
時
間
の
観
念
と
い

う
も
の
は
︑
す
ご
く
大
切
に
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
︒
今
日
の

発
表
に
︑
少
し
補
足
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

鎌
田　

そ
れ
で
は
︑
松
嶋
さ
ん
︒

「
見
る
」こ
と
は「
つ
く
る
」こ
と

松
嶋　

い
ま
内
田
先
生
の
話
を
聞
い
て
思
い
出
し
た
の
で
す
け
れ

ど
も
︑
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
に
体
験
型
ゲ
ー
ム
︑
一
人
称
タ
イ
プ
の

ゲ
ー
ム
が
あ
る
の
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
︒

鎌
田　

レ
ー
サ
ー
の
や
つ
︒

松
嶋　

そ
う
で
す
︒
た
と
え
ば
レ
ー
サ
ー
の
視
点
で
車
を
運
転
す

る
︒
昔
は
︑
ゲ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
の
ゲ
ー
ム
と
い
え
ば
う
つ
む
い
て

や
る
テ
ー
ブ
ル
型
だ
っ
た
の
が
︑
あ
る
時
期
か
ら
︑
顔
を
あ
げ
て

や
る
体
験
型
の
ゲ
ー
ム
が
で
き
た
︒
そ
の
ゲ
ー
ム
の
開
発
者
に
話

を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
︑
体
験
型
の
ゲ
ー
ム
を

つ
く
る
と
き
に
︑
最
初
は
︑
一
人
称
の
視
点
だ
か
ら
︑
そ
の
レ
ー

サ
ー
か
ら
見
え
る
風
景
の
映
像
だ
け
を
入
れ
た
ん
で
す
ね
︒
そ
う

す
る
と
︑
ゲ
ー
ム
を
す
る
人
は
い
ま
ひ
と
つ
没
入
で
き
な
い
の
だ

そ
う
で
す
︒
そ
れ
で
い
ま
︑
皆
さ
ん
︑
ど
う
な
っ
て
い
る
か
分
か

り
ま
す
か
？　

レ
ー
サ
ー
自
身
を
ち
ょ
っ
と
斜
め
後
ろ
か
ら
見
た

映
像
︑
つ
ま
り
自
分
自
身
の
背
面
の
映
像
が
入
っ
て
い
ま
す
よ
ね
︒

そ
う
す
る
と
よ
り
没
入
で
き
る
ら
し
い
ん
で
す
よ
︒

鎌
田　

斜
め
後
ろ
か
ら
ね
︒

松
嶋　

と
い
う
こ
と
は
︑
た
と
え
ば
﹁
離
見
の
見
﹂
と
い
う
の
は
︑

も
ち
ろ
ん
あ
る
高
い
段
階
で
出
て
く
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

け
れ
ど
も
︑
わ
れ
わ
れ
が
普
段
︑
自
分
だ
と
思
っ
て
い
る
状
態
が
︑

い
わ
ば
す
で
に
二
重
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
ん
で
す
︒

つ
ま
り
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
が
最
後
に
言
っ
て
い
た
﹁
二
重
の
私
﹂

と
い
う
の
も
︑
何
か
す
ご
く
特
別
な
境
地
で
は
な
く
て
︑
わ
れ
わ

れ
が
﹁
私
﹂
と
思
っ
て
い
る
状
態
が
︑
す
で
に
ち
ょ
っ
と
幽
体
離

脱
し
た
状
態
な
の
で
あ
っ
て
︑
そ
う
い
う
か
た
ち
で
普
段
の
私
た

ち
の
﹁
私
﹂
も
成
立
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
の
で
す
︒
な

の
で
︑﹁
離
見
の
見
﹂
の
場
合
も
︑
観
客
の
ま
な
ざ
し
を
内
面
化
す

る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
は
な
く
て
︑
も
う
少
し
異
な
る
プ
ロ

セ
ス
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
ん
で
す
︒

今
日
︑
観
客
論
の
話
は
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
け
れ
ど

も
︑
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
あ
い
だ
に
グ
ロ
ト
フ
ス

キ
を
入
れ
た
と
き
︑
ひ
と
つ
面
白
い
の
は
︑
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ
ス

ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
本
人
も
俳
優
で
︑
か
つ
演
出
家
と
い
う
立
場
な
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の
だ
け
れ
ど
も
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
だ
け
は
俳
優
で
は
な
く
て
演
出

家
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
演
出
家
の
仕
事
と
は
︑
第
一
の
観
客
︑

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な
観
客
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
思

い
ま
す
︒

こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
私
が
連
想
す
る
の
は
︑
ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ

リ
の
高
畑
勲
で
す
︒
宮
崎
駿
は
自
分
で
漫
画
を
描
い
て
監
督
を
や

る
ん
だ
け
れ
ど
も
︑
高
畑
勲
は
自
分
で
は
漫
画
を
描
か
な
い
し
︑
描

け
な
い
︒
け
れ
ど
も
︑
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
映
画
の
監
督
を
や
っ

て
い
る
︒
自
分
で
漫
画
が
描
け
な
く
て
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
は
つ

く
れ
る
わ
け
で
す
︒
彼
は
︑
要
す
る
に
︑
ほ
か
の
人
が
描
い
て
出

来
上
が
っ
て
き
た
も
の
を
見
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
け
ど
︑
い
わ
ば

見
て
い
る
だ
け
で
も
も
の
は
つ
く
れ
る
わ
け
で
す
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
演
劇
の
つ
く
り
方
に
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り

ま
す
︒
ひ
と
つ
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
て
︑
フ
ラ
ン
ス
の
演

劇
科
の
学
生
が
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
演
劇
の
つ
く
り
方
を
知
り
た
い

と
思
っ
て
︑
ず
っ
と
半
年
間
︑
参
与
観
察
を
し
た
の
で
す
︒
そ
れ

で
も
わ
か
ら
な
く
て
︑
半
年
が
終
わ
っ
た
と
き
に
︑﹁
先
生
は
ど
う

や
っ
て
演
劇
を
つ
く
っ
て
い
る
ん
で
す
か
﹂
と
尋
ね
た
の
で
す
︒

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
︑﹁
君
︑
ず
っ
と
一
緒
に
い
て
見
て
た
じ
ゃ
な

い
か
﹂
と
答
え
ま
す
︒
学
生
は
︑﹁
で
も
あ
な
た
は
何
も
し
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
﹂
と
言
い
ま
す
︒﹁
い
や
︑
私
は
見
て
い
た
﹂
と
グ
ロ

ト
フ
ス
キ
は
答
え
ま
す
︒﹁
わ
か
り
ま
す
が
︑
し
か
し
演
劇
は
ど
う

や
っ
て
つ
く
る
ん
で
す
か
﹂︒﹁
だ
か
ら
︑
見
る
こ
と
で
﹂
だ
と
︒

わ
れ
わ
れ
は
普
通
︑
見
る
と
い
う
と
何
も
し
な
い
こ
と
だ
と
思

っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
︒
実
際
に
何
か
を
つ
く
る

こ
と
か
ら
距
離
を
と
り
︑
客
体
化
し
て
見
て
い
る
の
だ
と
思
っ
て

い
る
ふ
し
が
あ
る
︒
だ
が
そ
う
で
は
な
く
て
︑
ま
さ
に
﹁
見
る
﹂

と
い
う
こ
と
の
な
か
に
︑﹁
つ
く
る
﹂
と
か
﹁
生
ま
れ
る
﹂
を
立
ち

上
げ
て
い
く
要
素
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

そ
う
い
う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
︑
自
分
の
な
か
に
二
重
化
し
て

持
っ
て
い
て
︑
そ
れ
が
外
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
︑
演
出
家
と
い
う

存
在
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒
ど
う
も
わ
れ
わ
れ
は
︑﹁
離
見
の

見
﹂
と
い
う
の
を
︑
あ
ま
り
に
も
︙
︙
︒

鎌
田　

神
格
化
し
て
い
る
︒

松
嶋　

神
格
化
し
て
︑
神
秘
化
し
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
︑
グ

ロ
ト
フ
ス
キ
か
ら
見
る
と
︑
そ
れ
は
何
か
神
秘
化
︑
神
格
化
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
︑
逆
に
︑
引
き
算
し
て
い
っ
た
方
が
︑
何

か
違
う
も
の
が
見
え
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
の
が
︑
今

日
︑
お
話
を
聞
い
て
い
て
思
っ
た
こ
と
で
す
︒

戦
争
と
芸
能
の
関
係

鎌
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒

内
田
さ
ん
が
︑
池
谷
裕
二
さ
ん
の
ミ
ラ
ー
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
話
を

し
て
く
れ
た
︒
そ
れ
と
︑
今
の
松
嶋
さ
ん
の
︑
レ
ー
サ
ー
の
後
ろ

か
ら
見
た
と
き
に
乗
れ
る
と
い
う
点
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
実
際
︑
本

当
に
視
覚
優
位
的
の
世
界
を
生
き
て
い
ま
す
ね
︒
目
が
見
え
な
い

と
何
も
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
感
覚
が
ど
こ
か
に
あ
る
の
で
す

が
︑
実
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
︒

僕
は
︑
お
風
呂
も
ト
イ
レ
も
真
っ
暗
に
し
な
い
と
入
れ
な
い
ん

で
す
よ
︒
だ
か
ら
︑
い
つ
も
で
き
る
だ
け
家
の
な
か
で
は
暗
く
す

る
ん
で
す
︒
電
気
を
つ
け
な
い
︒
明
る
い
︑
こ
ん
な
蛍
光
灯
の
電

気
は
︑
本
当
は
大
嫌
い
な
ん
で
す
︒
明
る
い
も
の
が
嫌
い
で
︑
暗

く
し
て
︑
で
き
る
だ
け
真
っ
暗
状
態
に
近
づ
け
て
い
る
︒
だ
か
ら
︑

比
叡
山
に
上
り
下
り
し
て
い
る
途
中
で
︑
真
っ
暗
に
な
っ
た
と
き

な
ど
︑
す
ご
く
安
心
で
き
る
︒

そ
の
と
き
︑
引
き
算
で
す
が
︑
視
覚
が
消
え
て
︑
違
う
感
覚
が

わ
あ
っ
と
タ
ケ
ノ
コ
み
た
い
に
伸
び
て
く
る
︒
背
中
や
脇
腹
か
ら

タ
ケ
ノ
コ
が
に
ょ
き
に
ょ
き
出
て
く
る
よ
う
な
︒
体
の
あ
ち
こ
ち

か
ら
タ
ケ
ノ
コ
が
生
え
て
く
る
︒

天
台
の
千
日
回
峰
行
者
が
比
叡
山
の
闇
の
中
を
歩
い
て
い
た
ら
︑

み
な
︑
そ
う
い
う
不
思
議
な
感
覚
変
容
を
持
つ
と
思
う
ん
で
す
︒
そ

う
し
た
と
き
︑﹁
あ
あ
︑
人
間
だ
け
が
特
別
な
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
草

も
木
も
︑
み
ん
な
同
じ
や
ん
﹂
と
思
う
は
ず
で
す
︒
そ
う
い
う
感

覚
実
感
が
出
て
く
る
状
態
を
あ
り
の
ま
ま
に
見
る
︒
観
察
す
る
︒

そ
れ
が
天
台
本
覚
思
想
の
﹁
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
﹂
論
に
な
っ
て

い
る
と
思
う
の
で
す
︒
本
覚
思
想
に
は
︑
千
日
回
峰
行
な
ど
の
行

的
な
裏
付
け
が
あ
っ
た
︒
回
峰
行
を
や
れ
ば
︑
み
ん
な
そ
う
い
う

感
覚
に
な
る
と
思
う
ん
で
す
︒

そ
れ
は
︑
平
安
時
代
に
な
っ
て
行
の
裏
付
け
と
と
も
に
思
想
化

さ
れ
︑
命
題
化
さ
れ
た
︒
そ
れ
が
︑﹁
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
﹂︒
な

の
に
︑
な
ん
で
僕
た
ち
の
時
代
は
︑
戦
争
を
バ
ン
バ
ン
し
て
︑
こ

れ
か
ら
も
戦
争
を
起
こ
す
と
思
う
け
ど
︑
こ
ん
な
状
態
に
な
っ
ち

ゃ
う
の
？
と
い
う
の
が
︑
中
世
な
ん
で
す
よ
︒

中
世
は
︑
ま
さ
に
︑
乱
世
︒
武
士
が
登
場
し
て
︑
戦
争
が
起
こ

っ
て
き
た
︒﹁
草
木
国
土
悉
皆
成
仏
﹂
だ
っ
た
ら
戦
争
な
ん
か
し
な

く
て
も
い
い
じ
ゃ
ん
︒
だ
け
ど
︑
戦
争
が
バ
ン
バ
ン
起
こ
っ
て
︑
地

獄
の
よ
う
な
世
界
に
な
っ
て
い
く
︒

そ
こ
で
問
い
掛
け
た
い
の
は
︑
保
元
の
乱
や
源
平
の
合
戦
の
あ

っ
た
一
二
世
紀
で
す
︒
日
本
で
は
こ
の
一
二
︑
一
三
世
紀
に
大
き

な
転
換
が
あ
っ
て
︑
一
四
世
紀
に
世
阿
弥
が
出
た
の
だ
け
れ
ど
︑
一

二
世
紀
の
院
政
期
が
日
本
的
な
る
も
の
の
大
き
な
変
化
期
だ
と
思

っ
て
い
ま
す
︒

そ
の
院
政
期
に
何
が
あ
っ
た
か
と
い
う
と
︑
一
つ
は
﹁
今
様
﹂

の
流
行
で
す
︒
こ
の
と
き
︑
鳥
羽
上
皇
の
時
代
に
春
日
大
社
の
﹁
お

ん
祭
り
﹂
が
始
ま
っ
た
︒
一
一
三
六
年
︵
保
延
二
年
︶
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
︒

だ
か
ら
︑
一
一
五
六
年
に
保
元
の
乱
が
起
こ
る
二
〇
年
前
に
﹁
お

ん
祭
り
﹂
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
摂
政
関
白
を

務
め
た
九
条
兼
実
や
天
台
座
主
を
四
度
も
務
め
た
慈
円
の
父
の
関

白
藤
原
忠
通
が
始
め
た
︒
そ
の
時
代
︑
飢
饉
や
災
害
が
相
次
い
で

起
こ
り
︑
疫
病
が
流
行
り
天
変
地
異
が
バ
ン
バ
ン
起
こ
っ
て
き
た

の
で
︑
そ
れ
を
鎮
め
る
た
め
に
﹁
お
ん
祭
り
﹂
を
や
っ
て
︑
そ
れ

を
ま
さ
に
﹁
天
下
の
御
祈
禱
﹂
と
し
て
行
っ
て
鎮
め
た
の
で
す
︒

そ
の
﹁
お
ん
祭
り
﹂
の
一
番
最
初
に
演
じ
ら
れ
た
演
目
が
何
だ

っ
た
か
︑
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
が
︑
そ
れ
が
恒
例
と
し
て
一
二
月

に
行
わ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
﹁
お
ん
祭
り
﹂
の
中
に
︑﹃
翁
﹄
が

演
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
わ
け
で
す
︒

そ
の
と
き
︑
春
日
大
社
の
財
と
伝
統
の
す
べ
て
を
投
入
し
︑
そ

の
と
き
の
最
高
の
芸
能
を
投
入
し
て
形
成
し
て
い
く
︒

そ
の
中
に
︑
能
の
﹃
翁
﹄
の
古
い
か
た
ち
︑
古
式
の
﹃
翁
﹄
が

組
み
込
ま
れ
ま
す
が
︑
そ
の
﹃
翁
﹄
の
一
つ
前
の
演
目
に
︑﹁
細せ

い

男の
う

﹂
が
行
わ
れ
た
︒
そ
の
﹁
細
男
﹂
の
前
に
は
﹁
田
楽
﹂
が
演
じ

ら
れ
た
︒

﹁
お
ん
祭
り
﹂
は
そ
の
時
代
の
芸
能
の
流
行
や
発
展
し
た
要
素
を

全
部
取
り
込
ん
で
い
ま
す
︒
中
国
の
舞
楽
も
︑
日
本
の
東
遊
び
も

催
馬
楽
も
全
部
入
れ
込
ん
で
︑
ト
ー
タ
ル
に
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
︑

和
の
オ
ー
ケ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
︒
こ
の
一
二
世
紀
に
起
こ
っ
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て
き
た
変
化
が
第
一
段
階
で
︑
次
に
南
北
朝
の
乱
の
と
き
に
そ
の

乱
を
鎮
め
る
﹁
天
下
の
御
祈
禱
﹂
と
し
て
世
阿
弥
た
ち
の
能
︵
申

楽
︶
が
登
場
し
て
き
た
︒

こ
う
い
う
︑
戦
争
と
芸
能
と
の
関
係
が
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
︑
先

ほ
ど
私
が
問
い
掛
け
た
﹁
魔
縁
を
静
め
る
﹂
と
い
う
こ
と
の
意
味

が
乱
世
の
鎮
め
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
そ
う
い

う
悲
願
が
非
常
に
関
係
し
て
く
る
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

後
戸
の
空
間
と
大
地
霊
の
力

松
岡　

だ
ん
だ
ん
時
間
が
さ
か
の
ぼ
っ
て
き
た
の
で
す
け
ど
︑
私

は
も
う
ち
ょ
っ
と
さ
か
の
ぼ
ら
せ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︒

鎌
田　

一
〇
世
紀
？

松
岡　

そ
う
で
す
ね
︒
九
世
紀
か
ら
一
〇
世
紀
く
ら
い
︒
そ
れ
は
︑

い
ま
の
﹁
大
地
霊
﹂
の
問
題
で
す
け
れ
ど
も
︑
天
皇
制
の
変
容
の

問
題
と
︑
す
ご
く
関
わ
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
︒
天
皇
と
い
う

の
は
律
令
体
制
で
︑
だ
い
た
い
七
〇
〇
年
く
ら
い
に
律
令
体
制
が

で
き
て
古
代
天
皇
制
が
成
立
す
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
は
﹃
日
本

書
紀
﹄
み
た
い
な
神
話
と
セ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
︑
か

な
り
強
力
に
成
立
す
る
わ
け
で
す
︒

そ
れ
で
も
︑
そ
こ
で
つ
く
ら
れ
た
の
は
︑
中
国
の
天
と
同
一
化

す
る
よ
う
な
天
皇
の
体
制
で
あ
っ
て
︑
一
応
そ
れ
で
し
ば
ら
く
は

や
っ
て
く
る
わ
け
で
す
︒
と
こ
ろ
が
ど
う
も
う
ま
く
い
か
な
い
と

い
う
の
で
︑
日
本
的
な
体
制
に
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
ね
︒

そ
の
と
き
に
︑
天
皇
が
天
と
結
ぶ
ん
じ
ゃ
な
く
て
︑
大
地
霊
と

結
ぶ
よ
う
な
回
路
と
い
う
の
が
日
本
的
な
変
質
で
あ
っ
て
︑
実
は
︑

修
正
会
と
い
う
儀
礼
の
な
か
で
は
っ
き
り
現
れ
て
く
る
ん
だ
と
思

う
ん
で
す
︒
そ
の
修
正
会
の
変
容
あ
る
い
は
そ
の
変
容
の
契
機
と

し
て
︑
猿
楽
と
か
︑
琵
琶
法
師
と
か
︑
そ
う
い
う
も
の
が
修
正
会

の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
く
る
ん
で
す
︒

修
正
会
の
中
で
︑
芸
能
者
た
ち
の
居
場
所
が
﹁
後う

し
ろ
ど戸
﹂
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
︒
あ
る
い
は
︑
後
戸
と
い
う
世
界
を
担
当
す
る
の
が

呪
術
的
な
芸
能
者
で
あ
っ
た
︑
と
い
っ
た
方
が
正
確
か
も
し
れ
ま

せ
ん
︒
そ
し
て
︑
天
皇
と
芸
能
者
を
仲
介
す
る
の
が
後
戸
奉
行
と

し
て
の
検
非
違
使
だ
っ
た
の
で
す
︒
こ
れ
は
︑
後
戸
専
門
役
で
す

よ
ね
︒

そ
の
後
戸
の
空
間
と
い
う
の
は
︑
ま
さ
に
そ
う
い
う
大
地
霊
の

力
が
出
て
く
る
場
所
で
す
︒
荒
神
的
な
天
照
大
神
と
か
︑
そ
う
い

う
神
様
が
全
然
出
て
こ
な
く
て
︑
本
尊
を
後
ろ
か
ら
守
護
し
て
い

る
強
力
な
何
者
か
な
ん
で
す
ね
︒
そ
う
い
う
後
戸
の
体
制
み
た
い

な
も
の
が
で
き
て
く
る
と
い
う
の
が
︑
一
〇
世
紀
か
ら
一
一
世
紀

ぐ
ら
い
に
か
け
て
な
ん
で
す
ね
︒

で
す
か
ら
さ
っ
き
の
︑
後
白
河
院
が
﹁
今
様
﹂
を
率
先
し
て
歌

っ
ち
ゃ
う
と
い
う
の
も
︑
や
っ
ぱ
り
︑
傀
儡
た
ち
の
大
地
的
な
歌

声
を
自
分
の
も
の
と
す
る
わ
け
で
︑
天
皇
自
身
が
ほ
と
ん
ど
大
地

霊
と
一
体
化
し
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
う
い
う

体
制
と
い
う
の
は
︑
修
正
会
と
い
う
︑
一
年
間
を
予
祝
す
る
よ
う

な
儀
礼
の
な
か
で
︑
そ
の
後
戸
に
大
地
霊
が
入
っ
て
来
て
い
て
︑
そ

こ
を
猿
楽
が
担
当
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
よ
う
な
体
制
が

ま
ず
生
ま
れ
て
い
た
︒
そ
う
い
う
修
正
会
体
制
み
た
い
な
も
の
が

一
〇
世
紀
く
ら
い
か
ら
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
こ
の
と

こ
ろ
で
大
き
な
変
容
が
実
は
起
こ
っ
て
い
る
︑
と
私
は
考
え
て
い

ま
す
︒

そ
う
い
う
中
で
︑
白
河
院
の
大
田
楽
だ
と
か
国
家
が
劇
場
化
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
が
お
こ
る
︒
そ
れ
は
修
正
会
そ
の
も
の
が
︑
飛

礫
︑
石
打
ち
︑
石
が
投
げ
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
︑
も
の
す
ご
い

カ
ー
ニ
バ
ル
な
わ
け
で
す
︒
だ
か
ら
︑
あ
の
こ
ろ
の
宮
廷
と
い
う

の
は
︑
正
月
の
も
の
す
ご
い
カ
ー
ニ
バ
ル
を
年
中
行
事
と
し
て
含

む
よ
う
な
劇
場
国
家
体
制
で
あ
っ
た
わ
け
で
︑
そ
れ
が
実
は
一
〇

世
紀
く
ら
い
に
は
︑
も
う
で
き
て
き
て
い
る
と
い
う
︒
そ
こ
の
と

こ
ろ
の
変
化
で
す
ね
︒

そ
の
劇
場
国
家
の
中
で
︑
寺
院
の
後
戸
に
猿
楽
が
張
り
付
い
て
︑

そ
れ
が
三
百
年
く
ら
い
は
続
く
︒
そ
の
後
戸
で
︑
猿
楽
は
宗
教
的

に
感
化
さ
れ
て
︑
そ
れ
か
ら
﹃
翁
﹄
猿
楽
が
立
ち
上
が
っ
た
︒
そ

れ
は
︑
後
戸
の
神
︑
大
地
の
精
霊
を
立
ち
上
げ
て
い
く
と
い
う
か

た
ち
に
な
る
わ
け
で
す
︒

鎌
田　

そ
の
話
を
聞
い
て
︑
ピ
タ
ッ
と
符
合
し
ま
し
た
︒
世
阿
弥

は
︑﹃
風
姿
花
伝
﹄
の
神
儀
篇
で
︑
能
は
聖
徳
太
子
か
ら
始
め
て
︑

秦
河
勝
の
時
代
に
始
ま
っ
て
︑
平
安
時
代
の
秦
氏
安
の
と
き
に
︑

﹁
六
十
六
番
の
舞
﹂
を
や
っ
た
と
言
っ
て
い
る
︒
そ
の
秦
氏
安
と
い

う
の
は
村
上
天
皇
の
時
代
の
人
物
で
す
︒

村
上
天
皇
は
︑
九
四
六
年
か
ら
九
六
七
年
の
在
位
期
間
な
の
で
︑

ま
さ
に
一
〇
世
紀
の
後
半
に
︑
世
阿
弥
が
自
分
た
ち
の
能
の
起
源

と
い
う
か
︑
原
型
が
定
ま
っ
た
こ
と
を
﹃
風
姿
花
伝
﹄
で
ち
ゃ
ん

と
言
っ
て
い
ま
す
ね
︒
そ
れ
が
︑
村
上
天
皇
の
時
代
︒
村
上
天
皇

の
時
代
は
︑
非
常
に
い
い
時
代
だ
っ
た
よ
う
で
︑
北
畠
親
房
が
﹃
神

皇
正
統
記
﹄
の
中
で
い
ち
ば
ん
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
描
い
て
い
る
世

紀
で
あ
り
︑
天
皇
の
時
代
︒
そ
れ
が
村
上
天
皇
の
時
代
で
す
︒

北
畠
親
房
が
そ
の
次
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
の
が
︑
同

時
代
の
後
醍
醐
天
皇
の
こ
と
な
の
で
す
が
︑
村
上
天
皇
の
時
代
の

事
跡
︑
何
が
そ
こ
で
あ
っ
た
の
か
︑
起
っ
た
の
か
︑
そ
こ
で
何
を

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
︒
そ
こ
を
探
る
の
が
ヒ
ン
ト
に
な
り
ま

す
ね
︒

松
岡　

村
上
天
皇
の
場
合
は
︑
要
す
る
に
醍
醐
天
皇
と
セ
ッ
ト
と

な
っ
て
︑
延
喜
天
暦
の
治
で
す
ね
︒
天
暦
の
方
が
村
上
で
ね
︒
延

喜
は
醍
醐
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
︒
醍
醐
の
あ
た
り
で
﹃
古
今
集
﹄

で
す
と
か
︑
そ
う
い
う
非
常
に
日
本
的
な
︑
さ
っ
き
の
虚
構
歌
み

た
い
の
は
︑
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
わ
け
で
す
︒
だ
か
ら
︑
天
皇
制

が
自
然
王
権
に
ぐ
っ
と
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
︑
そ
の
最
初
の
あ

た
り
と
い
う
の
は
︑
や
っ
ぱ
り
﹃
古
今
集
﹄
の
あ
た
り
か
も
し
れ

な
い
し
︑
そ
れ
を
も
っ
と
大
き
く
し
あ
げ
た
の
は
村
上
あ
た
り
か

も
し
れ
な
い
︒
そ
う
い
う
流
れ
の
な
か
で
︑
修
正
会
が
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
︒

鎌
田　

な
る
ほ
ど
︒

「
我
あ
り
」と「
無
心
」の
対
比

鎌
田　

い
ろ
ん
な
も
の
が
つ
な
が
っ
て
き
ま
し
た
が
︑
こ
こ
で
︑
身

心
変
容
技
法
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
が
何
人
か
来
て
く
れ
て
い
ま
す
︒

分
担
研
究
者
の
メ
ン
バ
ー
の
津
城
寛
文
さ
ん
と
︑
稲
葉
俊
郎
さ
ん
︒

ま
ず
︑
そ
の
お
二
人
に
︑
コ
メ
ン
ト
や
質
問
を
し
て
ほ
し
い
と

思
い
ま
す
︒
お
願
い
し
ま
す
︒

津
城
寛
文　

先
生
方
の
お
話
を
大
変
興
味
深
く
︑
興
奮
し
な
が
ら

聞
い
て
い
ま
し
た
︒
ど
な
た
に
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
全
体
に

関
し
て
︑
質
問
と
感
想
を
混
ぜ
た
よ
う
な
こ
と
を
二
点
︒
ま
ず
﹁
離

見
の
見
﹂
に
つ
い
て
︑
自
分
な
り
に
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒

自
我
意
識
と
自
己
は
違
う
と
い
う
お
話
が
あ
り
︑
ま
た
﹁
離
見

の
見
﹂
は
観
客
の
見
と
自
分
の
見
が
融
合
す
る
と
い
う
話
が
あ
り
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ま
し
た
け
れ
ど
︑
自
我
意
識
を
超
え
た
意
識
そ
の
も
の
︑
と
い
う

べ
き
も
の
と
し
て
︑
考
え
た
ほ
う
が
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
し
た
︒
意
識
そ
の
も
の
み
た
い
な
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

き
︑
全
方
向
的
な
知
覚
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
︑
い
つ
も
そ

う
い
う
ふ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
︒
ど
こ
に
も
な
い
︑
あ
る
い
は
ど

こ
に
で
も
あ
る
︑
遍
在
す
る
意
識
に
同
化
す
る
よ
う
な
回
路
に
つ

な
が
る
と
︑
全
体
が
ほ
わ
っ
と
見
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
︒
そ
れ
が

﹁
離
見
の
見
﹂
じ
ゃ
な
い
の
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒
回
路
と
い
っ
て

も
︑
も
ち
ろ
ん
脳
の
回
路
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

こ
れ
は
︑
プ
ラ
ー
ナ
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ

ス
キ
ー
が
説
明
し
た
と
い
う
の
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
︑
ど
な

た
か
お
教
え
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
︒

も
う
ひ
と
つ
は
︑
鎌
田
先
生
が
引
用
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
︑
ス
タ

ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
︑
こ
れ
は
普
遍
的
な
も
の
だ
が
︑﹁
適
用
﹂
の

仕
方
は
そ
れ
ぞ
れ
だ
︑
と
い
っ
て
い
ま
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ

ー
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
異
端
の
方
だ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど

も
︑
そ
れ
で
い
い
ん
で
す
か
ね
︒
異
端
的
で
し
た
か
︒

鎌
田　

い
や
︑
こ
れ
は
正
統
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
︒

津
城　

正
統
に
な
り
ま
す
か
︒

鎌
田　

俳
優
論
と
し
て
は
正
統
派
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
︑
ス
タ
ニ

ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︒

津
城　

で
は
︑﹁
貧
し
い
演
劇
﹂
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
グ
ロ
ト
フ

ス
キ
は
︑
ど
う
で
し
ょ
う
︒

鎌
田　

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
は
マ
イ
ナ
ー
で
す
︒
完
全
マ
イ
ナ
ー
で
す
︒

津
城　

異
端
の
ほ
う
で
す
か
︒

鎌
田　

は
い
︒
異
端
で
す
︒

津
城　
﹁
貧
し
い
演
劇
﹂
と
い
う
の
を
聞
い
た
と
き
︑
ど
ん
ど
ん
切

り
離
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
︑
能
と
似
て
い
る
な
と
︑
反
射
的
に
思

い
ま
し
た
︒﹁
我
あ
り
﹂
と
﹁
無
心
﹂
の
対
比
と
も
関
係
し
て
き
ま

す
が
︑﹁
我
あ
り
﹂
と
い
う
の
は
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
場
合
も
︑
や

っ
ぱ
り
残
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

鎌
田　

残
ら
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
︒

津
城　

グ
ロ
ト
フ
ス
キ
で
は
残
ら
な
い
も
の
が
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ

ス
キ
ー
で
は
残
る
︑
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
正
統
だ
と
な
る
と
︑

そ
の
﹁
我
あ
り
﹂
は
普
遍
で
あ
る
と
い
う
場
合
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

的
﹂
と
い
う
限
定
付
き
の
普
遍
で
は
な
い
か
︑
と
思
い
ま
す
︒
た

と
え
ば
ワ
ー
グ
ナ
ー
は
︑
そ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
普
遍
の
典
型
で
︑

セ
ン
シ
ャ
ル
で
セ
ク
シ
ャ
ル
な
表
現
が
全
開
し
て
い
ま
す
︒
や
は

り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
に
は
︑
そ
う
い
う
感
覚
的
な
も
の
が
最
後
の
頂

点
に
ま
で
高
ま
っ
て
︑
そ
れ
が
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
で
も
﹁
我

あ
り
﹂
と
い
う
と
こ
ろ
に
残
る
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
︒
そ
れ
に

対
し
て
︑
能
に
は
官
能
的
な
も
の
が
表
面
化
し
な
い
︑
と
い
う
よ

り
︑
き
わ
め
て
抑
制
さ
れ
︑
圧
縮
さ
れ
て
い
る
︒

砂
漠
と
日
本
は
違
う
と
い
う
︑
内
田
先
生
の
お
話
も
あ
り
ま
し

た
︒
西
方
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
は
︑
東
方
教
会
と
も
違
う

の
か
も
し
れ
な
い
で
す
け
ど
︑
い
ず
れ
に
し
て
も
キ
リ
ス
ト
教
的

な
﹁
適
応
﹂
と
︑
日
本
の
能
の
﹁
適
応
﹂
は
︑
表
現
の
と
こ
ろ
で
︑

無
心
と
﹁
我
あ
り
﹂
が
︑
ま
っ
た
く
違
っ
て
く
る
の
か
な
と
思
い

な
が
ら
伺
っ
て
い
ま
し
た
︒

鎌
田　

そ
れ
で
は
︑
松
嶋
さ
ん
︒
そ
の
次
に
︑
ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん

に
答
え
て
も
ら
い
た
だ
き
ま
す
︒

松
嶋　

ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
我
あ
り
﹂
は
︑
ち
ょ
っ
と
分

か
ら
な
い
で
す
け
ど
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
場
合
︑
無
心
と
い
う
言

い
方
は
し
な
い
で
す
ね
︒
と
い
う
の
も
︑
何
ら
か
の
か
た
ち
で

︿
私
﹀
を
見
て
い
る
︿
私
﹀
み
た
い
な
も
の
は
︑
な
く
な
ら
な
い
か

ら
で
す
︒

た
だ
︑
グ
ロ
ト
フ
ス
キ
の
言
い
方
だ
と
︑
先
ほ
ど
︿
私
﹀
の
二

重
性
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
し
た
が
︑
別
の
言
い
方
だ
と
︑
私
が

行
為
し
て
い
る
と
き
に
︑
ま
っ
た
く
同
時
に
︑
パ
ラ
レ
ル
に
︑
人

類
が
行
為
し
て
い
る
ん
だ
と
い
う
言
い
方
を
す
る
わ
け
で
す
︒

つ
ま
り
︑
あ
る
行
為
を
し
て
い
る
と
き
︑
そ
れ
は
私
が
行
為
を

し
て
い
る
ん
だ
け
ど
︑
同
時
に
そ
れ
は
個
人
の
私
が
行
為
し
て
い

る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
︑
人
類
が
︑
人
類
の
先
端
部
が
︿
私
﹀
に
な

っ
て
い
て
行
為
し
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
と
思
い
ま
す
︒

し
か
も
︑
そ
の
人
類
と
い
う
の
も
︑
別
に
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス

だ
け
に
限
ら
れ
る
必
要
は
な
く
て
︑
そ
れ
こ
そ
︑
草
も
木
も
︑
ほ

か
の
有
情
も
全
部
入
っ
た
そ
う
い
う
︿
人
類
﹀
と
︿
私
﹀
が
︑
パ

ラ
レ
ル
に
行
為
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
︒

だ
か
ら
︑
そ
の
含
意
と
し
て
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
み
ん
な
︑
基
本

的
に
そ
う
い
う
︿
人
類
﹀
と
い
う
存
在
の
は
ず
な
ん
だ
け
ど
︑
そ

の
先
端
部
の
︑
い
わ
ゆ
る
︑
イ
ン
デ
ィ
ヴ
ィ
デ
ュ
ア
ル
と
し
て
の

﹁
私
﹂
の
方
に
だ
け
同
一
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︑
そ
れ
を
外
し
て

い
く
技
法
な
の
だ
と
い
う
ふ
う
に
私
は
理
解
し
て
い
ま
す
︒

鎌
田　

ア
ニ
シ
モ
フ
さ
ん
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
﹁
我
あ
り
﹂

に
つ
い
て
の
考
え
方
に
つ
い
て
︑
お
考
え
を
お
話
し
く
だ
さ
い
︒

ア
ニ
シ
モ
フ　

実
は
ロ
シ
ア
語
で
は
﹁
ヤ　

イ
ェ
ス
ィ
ム
﹂
と
い

う
表
現
な
ん
で
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
は
︑
わ
ざ
と
古
代
ス

ラ
ブ
語
を
使
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
﹃
聖
書
﹄
か
ら
引
用
し
て
い

る
ん
で
す
︒
意
味
的
に
は
︑﹁
私
は
神
の
前
に
い
る
﹂
の
で
︑﹁
私

は
神
と
と
も
に
あ
る
﹂
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
︒

私
に
と
っ
て
は
︑
二
重
性
と
い
う
言
葉
は
︑
あ
ま
り
し
っ
く
り

こ
な
い
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
ご
意
見
が
あ
る
し
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
解
釈
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
な
か
に
は
︑
ち
ょ
っ

と
病
的
な
解
釈
に
も
な
り
得
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
用

語
の
問
題
で
す
︒
用
語
の
使
い
方
で
す
︒

た
だ
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
い
ろ
い
ろ
な

演
劇
を
見
て
い
て
︑
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
有
名
な
︑
著
名
な
︑
天

才
的
な
俳
優
た
ち
︑
た
と
え
ば
サ
ル
ヴ
ィ
ー
ニ
と
い
う
俳
優
が
い

ま
す
け
れ
ど
も
︑
彼
も
や
っ
ぱ
り
︑
こ
の
二
つ
の
も
の
が
融
合
し

た
状
態
が
必
ず
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
言
っ
て
い
ま
す
ね
︒

そ
れ
が
ご
く
当
た
り
前
︑
普
通
の
状
態
︒
そ
れ
は
︑
病
的
な
︑
病

気
の
状
態
で
は
な
い
︒
そ
の
意
識
を
二
つ
に
分
け
る
も
の
︑
客
観

性
を
持
つ
こ
と
が
︑
ち
ょ
っ
と
精
神
病
的
な
状
態
に
も
な
り
得
る

危
険
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
い
う
︑
そ
こ
の
理
解
で
す
︒

私
が
言
い
た
い
の
は
︑
そ
の
状
態
と
い
う
の
は
︑
一
番
人
間
に

と
っ
て
調
和
の
取
れ
た
︑
自
然
の
状
態
の
は
ず
だ
と
︒
ま
さ
に
︑
人

間
が
い
ろ
ん
な
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
も
同
化
し
て
融
合
し
て
い

た
状
態
︒

私
た
ち
の
劇
団
の
経
験
と
し
て
非
常
に
面
白
い
経
験
を
さ
せ
て

い
た
だ
い
た
の
は
︑﹃
古
事
記
﹄
を
舞
台
化
し
た
と
き
に
︑
能
楽
堂

を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
さ
ら
に
ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
を
二
作

品
︑﹃
メ
デ
ィ
ア
﹄︑﹃
ア
ン
テ
ィ
ゴ
ネ
ー
﹄
も
能
楽
堂
で
や
ら
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
︒

い
ま
︑
私
た
ち
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
稽
古
を
始
め
て
い
ま
す
︒

や
は
り
︑
能
楽
堂
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
こ
れ
は
︑
私
︑
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
人
と
し
て
︑
ロ
シ
ア
人
と
し
て
︑
能
楽
堂
を
使
わ
せ
て

い
た
だ
く
と
い
う
の
は
非
常
に
貴
重
な
経
験
で
︑
あ
そ
こ
が
独
特

の
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
私
に
と
っ
て
︑
と
て
も
大
切
な
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こ
と
で
す
︒

こ
れ
は
︑
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
の
言
っ
て
い
る
こ
と
と
も
非

常
に
一
致
し
ま
す
︒
ス
タ
ニ
ス
ラ
フ
ス
キ
ー
も
言
っ
て
い
る
の
で

す
が
︑
本
当
の
芸
術
を
つ
く
る
の
に
は
二
人
の
役
者
と
何
か
一
枚

じ
ゅ
う
た
ん
が
あ
る
だ
け
で
も
十
分
だ
と
︒

や
は
り
︑
今
日
の
み
な
さ
ん
の
お
話
を
伺
っ
て
︑
私
た
ち
の
話

に
一
番
重
要
な
共
通
点
と
い
う
の
は
︑
こ
れ
ら
の
話
︑
す
べ
て
︑
人

間
に
と
っ
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
︒
自
然
な
道
の
り
を
歩
ん
で
い

る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
︒
い
つ
も
危
険
な
の
は
︑
人
工
的
で
︑
無

理
や
り
の
道
︒
こ
れ
が
一
番
危
険
だ
と
思
い
ま
す
︒

鎌
田　

そ
れ
で
は
︑
次
に
稲
葉
俊
郎
さ
ん
︑
お
願
い
し
ま
す
︒

全
体
像
を
取
り
戻
す
た
め
の
芸
能
や
医
療
を
目
指
し
て

稲
葉
俊
郎　

東
大
病
院
で
循
環
器
内
科
と
い
う
心
臓
の
医
者
を
し

て
お
り
ま
す
︑
稲
葉
と
申
し
ま
す
︒
自
分
も
お
能
を
稽
古
さ
せ
て

い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
け
ど
︑
も
と
も
と
能
の
勉
強
を
し
よ
う

と
思
っ
た
き
っ
か
け
が
︑
世
阿
弥
の
﹃
風
姿
花
伝
﹄
を
読
ん
で
い

た
と
き
に
︑
そ
の
な
か
の
一
節
に
と
て
も
感
動
し
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
︒

そ
れ
は
ど
う
い
う
言
葉
か
と
い
う
と
︑
芸
能
の
奥
義
と
い
う
か

た
ち
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
︑
こ
う
書
い
て
あ

り
ま
し
た
︒﹁
そ
も
そ
も
︑
芸
能
と
は
︑
諸
人
の
心
を
和や

わ

ら
げ
て
︑

上
下
の
感
を
な
さ
ん
こ
と
︑
寿
福
増
長
の
基も

と
い︑

遐か

齢れ
い

延え
ん

年ね
ん

の
法の
り

な

る
べ
し
︒
き
は
め
き
は
め
て
は
︑
諸
道
こ
と
ご
と
く
寿
福
延
長
な

ら
ん
と
な
り
﹂︒
こ
の
一
節
に
感
動
し
た
の
で
す
︒

こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
と
い
う
と
︑
そ
も
そ
も
芸
能
と
い
う

の
は
︑﹁
諸
人
の
心
を
和
ら
げ
て
﹂︑
み
ん
な
の
心
を
や
わ
ら
げ
て
︑

調
和
的
に
や
わ
ら
か
く
さ
せ
て
︑﹁
上
下
の
感
を
な
さ
ん
こ
と
﹂︑
上

下
と
い
う
縛
り
か
ら
自
由
に
な
っ
て
︑﹁
寿
福
増
長
の
基
﹂︑
寿
と

福
を
増
や
し
て
長
く
す
る
も
の
で
あ
り
︑﹁
遐
齢
延
年
の
法
な
る
べ

し
﹂︑
寿
命
を
延
ば
し
て
長
寿
に
な
る
法
則
な
ん
で
す
よ
︑
と
︒

そ
の
あ
と
︑﹁
き
は
め
き
は
め
て
は
︑
諸
道
こ
と
ご
と
く
﹂—

—

す
べ
て
の
道
︑
た
ぶ
ん
︑
当
時
あ
っ
た
能
楽
以
外
の
い
ろ
ん
な
道

も
極
め
て
い
く
と
︑﹁
寿
福
延
長
な
ら
ん
こ
と
な
り
﹂—

—

寿
と
福

を
増
や
す
も
の
と
い
う
意
味
で
は
同
じ
こ
と
が
目
的
な
ん
で
す
よ
︑

と
書
い
て
あ
っ
た
の
で
す
︒

僕
は
医
師
と
し
て
医
療
に
携
わ
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
︑
ま

さ
に
医
療
の
本
質
と
い
う
か
︑
本
来
︑
医
療
が
目
指
す
べ
き
と
こ

ろ
は
︑
そ
う
い
う
寿
や
福
を
増
や
す
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
い
ま
す
︒

世
阿
弥
が
当
時
︑
芸
能
と
い
う
か
た
ち
で
表
現
し
て
い
た
も
の
は
︑

医
療
や
福
祉
を
も
包
含
し
た
大
き
な
世
界
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
っ
て
︑
そ
れ
で
僕
も
学
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
に
加

え
︑
鎮
魂
の
芸
能
で
あ
る
︑
と
い
う
の
も
医
療
に
携
わ
っ
て
い
る

身
と
し
て
は
大
き
な
面
で
も
あ
り
ま
す
︒

能
楽
の
稽
古
を
し
て
思
っ
た
の
は
︑
や
は
り
頭
で
知
的
に
理
解

す
る
こ
と
と
︑
全
身
の
身
体
感
覚
を
総
動
員
し
て
体
験
し
な
が
ら

学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
︑
質
が
違
う
学
び
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
︒

僕
も
今
ま
で
は
能
と
い
う
の
は
お
客
さ
ん
と
し
て
見
る
も
の
だ

っ
た
の
で
す
が
︑
本
当
は
学
校
の
教
育
を
含
め
︑
み
ん
な
が
実
際

に
全
身
で
体
感
し
て
学
ぶ
も
の
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
い
ま
す
︒
謡

曲
で
も
い
い
で
す
︒
体
感
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
で
︑
能
の
本
質

の
一
端
で
も
学
べ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

ま
ず
ひ
と
つ
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
︑
芸
能
や
演
劇
も
そ

う
で
す
が
︑
知
的
に
座
学
だ
け
で
学
習
す
る
も
の
で
は
な
く
︑
体

感
し
て
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
学
び
の
基
礎
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で

す
︒あ

と
も
う
ひ
と
つ
感
じ
た
こ
と
は
︑
世
阿
弥
の
文
章
で
︑
僕
が

と
て
も
好
き
な
の
は
︑
常
に
﹁
花
﹂
の
比
喩
が
出
て
く
る
ん
で
す

ね
︒﹃
風
姿
花
伝
﹄
が
︑
そ
も
そ
も
タ
イ
ト
ル
の
中
に
﹁
花
﹂
と
い

う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
︒﹁
ま
こ
と
の
花
﹂
と
﹁
時
分
の
花
﹂

と
い
う
言
葉
も
そ
う
で
す
︒
人
の
成
長
を
植
物
世
界
の
成
長
の
イ

メ
ー
ジ
か
ら
捉
え
て
い
ま
す
︒
そ
れ
は
︑
東
大
医
学
部
の
先
輩
で

も
あ
る
三
木
成
夫
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
人
間
の

体
は
︑
内
側
に
植
物
的
世
界
と
し
て
の
内
臓
が
あ
っ
て
︑
外
側
に

動
物
的
世
界
と
し
て
の
動
物
的
臓
器
が
覆
っ
て
い
る
と
︒
僕
ら
の

体
や
命
の
中
心
を
支
え
て
い
る
の
は
植
物
的
な
原
理
を
持
つ
生
命

な
の
で
す
が
︑
忘
れ
が
ち
な
植
物
的
な
世
界
を
︑
思
い
出
し
取
り

戻
す
た
め
に
︑﹁
花
﹂
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
で
︑
人
の
成
長
や
芸
の

本
質
を
表
現
し
て
い
る
点
が
︑
世
阿
弥
の
伝
え
た
い
本
質
に
近
い

ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

人
間
は
生
き
て
い
く
だ
け
で
全
体
性
を
失
っ
て
部
分
化
さ
れ
た

存
在
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
︒
そ
の
失
わ
れ
た
全
体
性
を
も

う
一
回
取
り
戻
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
は
︑
芸
能
・
芸
術

と
医
療
と
い
う
の
は
︑
本
質
的
に
は
同
じ
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

す
︒芸

能
や
演
劇
を
含
め
︑
人
類
が
生
み
出
し
た
も
の
の
医
療
的
な

側
面
で
す
ね
︒
人
の
心
や
体
に
ど
う
作
用
し
︑
ど
う
い
う
プ
ロ
セ

ス
で
人
間
の
全
体
性
を
取
り
戻
す
の
か
︒
そ
う
い
う
新
し
い
観
点

で
も
こ
う
し
た
古
典
芸
能
や
芸
術
の
世
界
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ

れ
れ
ば
い
い
な
と
思
い
ま
す
︒
そ
れ
で
︑
自
分
も
鎌
田
先
生
と
共

に
こ
の
身
心
変
容
技
法
研
究
会
で
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る

と
い
う
と
こ
ろ
で
︑
感
想
に
替
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒

鎌
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
ま
だ
ま
だ
︑
皆
さ
ん
か
ら
ご

意
見
と
か
︑
質
問
と
か
お
聞
き
し
︑
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
応
答
を

し
た
い
の
で
す
が
︑
時
間
が
ち
ょ
う
ど
予
定
の
六
時
と
な
り
ま
し

た
︒
今
︑
東
京
大
学
の
稲
葉
俊
郎
さ
ん
が
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
︑

全
体
の
総
括
に
も
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
︒
世
阿
弥
と
ス
タ
ニ

ス
ラ
フ
ス
キ
ー
が
求
め
た
も
の
は
︑
真
の
意
味
で
の
人
間
の
完
成

と
か
人
間
の
成
就
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
︒
世
阿
弥
の
場
合
は
︑
戦

乱
が
打
ち
続
く
乱
世
の
中
で
︑
人
間
だ
け
で
な
く
︑
草
木
を
含
め

た
調
和
と
幸
福
を
求
め
︑
そ
れ
が
﹁
寿
福
増
長
﹂
と
か
﹁
福
祐
﹂

と
か
﹁
魔
縁
を
静
む
﹂
と
い
う
言
葉
に
な
っ
て
︑
つ
ま
る
と
こ
ろ
︑

﹁
天
下
の
御
祈
禱
﹂
に
な
っ
て
﹁
天
下
泰
平
﹂
に
至
る
と
い
う
道
筋

だ
と
思
い
ま
す
︒

そ
の
た
め
に
︑
芸
能
も
医
療
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
︒
私
た

ち
が
︑
身
心
変
容
技
法
研
究
会
を
や
っ
て
い
る
目
的
︑
目
指
し
て

い
る
も
の
も
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
を
ど
う
実
現
し
︑
体
現
し
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
︒

最
後
に
︑
皆
さ
ん
の
﹁
福
祐
﹂
を
お
祈
り
し
て
法
螺
貝
を
奉
奏

し
ま
す
︒
法
螺
貝
は
本
当
に
﹁
魔
縁
を
鎮
め
て
福
祐
を
招
く
﹂
ん

で
す
よ
︒
で
は
︑
皆
さ
ま
を
ご
祈
念
致
し
︙
︙
︒︵
法
螺
貝
吹
奏
︶

138

第二部　身心変容と芸術・芸能



は
じ
め
に

医
療
は
人
間
の
全
体
性
を
扱
う
も
の
で
あ
る
︒

全
体
性
が
失
わ
れ
る
と
体
や
心
の
症
状
︑
時
に
は
病
と
し
て
顕

在
化
す
る
︒
人
間
の
体
も
心
も
命
も
全
体
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る
︒

な
ぜ
な
ら
︑
人
間
の
体
は
約
百
兆
個
︵
一
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇
〇

〇
〇
〇
〇
︶
に
及
ぶ
細
胞
を
も
つ
多
細
胞
生
物
で
あ
り
︑
一
つ
の

細
胞
か
ら
成
る
単
細
胞
生
物
と
比
べ
る
と
人
間
の
体
が
複
雑
化
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
だ
︒
人
間
を
含
む
多
細
胞
生
物
で
あ
る
生
命

体
は
︑
部
分
と
全
体
で
の
役
割
分
担
・
分
業
・
協
調
・
調
和
が
重

要
で
あ
り
︑
そ
の
創
意
工
夫
は
進
化
の
歴
史
そ
の
も
の
で
も
あ
る
︒

部
分
な
く
し
て
全
体
は
成
立
せ
ず
︑
全
体
な
く
し
て
部
分
は
存
在

し
え
な
い
︒
ど
ち
ら
も
相
補
的
に
存
在
し
て
い
る
︒

体
だ
け
で
は
な
く
︑
心
も
全
体
性
を
持
っ
て
い
る
︒
複
雑
な
体

を
運
用
す
る
た
め
に
心
も
複
雑
化
す
る
必
要
が
あ
っ
た
︒
意
識
か

ら
無
意
識
ま
で
︑
表
層
意
識
か
ら
深
層
意
識
ま
で
複
雑
化
せ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
な
い
と
︑
約
百
兆
個
に
及
ぶ
体
を
滑
ら

か
に
運
用
す
る
の
は
不
可
能
に
近
く
︑
無
意
識
の
世
界
で
体
や
心

が
運
用
さ
れ
て
い
る
の
は
生
命
の
知
恵
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
︒

身
心
変
容
技
法
研
究
会
で
は
︑
様
々
な
角
度
か
ら
身
心
に
対
す

る
技
法
・
技
術
・
ワ
ザ
が
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
技
法

は
外
か
ら
観
察
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
自
分
自
身
が
体
感
し
学
ぶ

こ
と
が
必
要
に
な
る
︒

﹁
予
防
医
学
﹂
は
医
学
の
枠
内
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
︑
そ

の
限
界
を
感
じ
て
い
た
︒
予
防
医
学
を
西
洋
医
学
の
視
点
だ
け
で

捉
え
る
こ
と
は
︑
む
し
ろ
身
心
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
狭
く
限
定
的

な
も
の
に
し
て
し
ま
う
か
ら
だ
︒
予
防
医
学
の
前
提
に
は
︑
体
や

心
の
本
質
を
学
び
知
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
︒
つ
ま
り
︑
生
命
や

体
や
心
の
﹁
教
育
﹂
の
こ
と
だ
︒
体
や
心
を
学
ぶ
こ
と
は
︑
自
分

自
身
の
身
心
へ
の
感
受
性
を
育
む
土
壌
と
な
る
︒
現
在
の
学
校
教

育
で
は
体
の
基
礎
的
な
こ
と
を
学
ぶ
機
会
に
乏
し
い
︒
そ
う
す
る

と
︑
大
人
に
な
り
体
の
不
調
が
あ
る
と
き
に
︑
す
べ
て
の
判
断
を

医
者
や
病
院
へ
預
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
︒
西
洋
医
学
で
嫌
な

体
験
を
す
る
と
︑
反
西
洋
医
学
の
方
向
へ
大
き
く
振
れ
て
し
ま
い
︑

西
洋
医
学
と
非
西
洋
医
学
と
が
対
立
す
る
構
造
を
引
き
起
こ
す
原

因
に
も
な
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
︒

だ
か
ら
こ
そ
︑
体
の
本
質
を
学
ぶ
場
と
し
て
の
﹁
教
育
﹂
が
必

要
だ
と
思
う
︒
そ
れ
が
本
来
の
﹁
体
育
﹂
の
目
的
だ
ろ
う
︒
そ
の

究
極
の
形
が
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
世
界
規
模
の
体
の
祭
典
で

あ
る
と
思
う
︒
そ
う
し
て
体
の
本
質
へ
の
理
解
は
︑
予
防
医
学
に

な
る
︒
医
療
的
な
役
割
も
あ
り
︑
教
育
的
な
役
割
も
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
予
防
医
療
と
し
て
の
体
の
教
育
を
︑
未
来
の
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
可
能
性
の
観
点
か
ら
述
べ
る
︒
そ
の
た
め
︑
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
歴
史
を
ひ
も
解
き
な
が
ら
︑
医
療
︑
体
育
︑
教
育
が
一

体
と
し
て
体
の
本
質
を
共
に
学
ん
で
い
く
必
要
性
を
提
案
し
た
い
︒

1
体
の
教
育

私
た
ち
は
︑
生
ま
れ
た
時
か
ら
﹁
体
﹂
を
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
体

は
一
朝
一
夕
に
で
き
た
も
の
で
は
な
く
︑
生
命
の
歴
史
が
詰
ま
っ

た
芸
術
作
品
で
あ
る
︒
た
だ
︑
す
べ
て
の
細
胞
や
臓
器
が
ど
の
よ

う
な
性
質
を
持
っ
て
働
い
て
い
る
の
か
は
︑
自
分
自
身
で
体
と
対

話
し
て
い
か
な
い
と
分
か
ら
な
い
︒
我
々
誰
も
が
体
を
与
え
ら
れ

て
い
る
が
︑
そ
の
使
い
方
を
適
切
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
は

い
な
い
︒
生
ま
れ
て
か
ら
大
人
に
な
っ
て
い
く
過
程
で
︑
そ
れ
ぞ

れ
が
見
よ
う
見
ま
ね
で
体
を
運
用
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
︒
な

ぜ
な
ら
︑
体
は
食
︵
固
体
食
︑
液
体
食
︑
気
体
食
︶
さ
え
維
持
で
き

て
い
れ
ば
自
動
的
に
生
き
て
動
い
て
く
れ
る
仕
組
み
が
あ
る
か
ら

だ
︒
だ
か
ら
こ
そ
体
の
使
い
方
は
ど
う
し
て
も
自
己
流
と
な
り
︑
そ

れ
ぞ
れ
に
与
え
ら
れ
た
体
の
条
件
の
中
で
最
善
を
は
か
り
な
が
ら

体
を
運
用
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
︒
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体
の
能
力
を
最
大
限
に
引
き
出
し
て
使
っ
て
い
る
人
た
ち
の
体

の
動
き
は
美
し
い
︒
そ
れ
は
﹁
競
技
﹂
や
﹁
競
争
﹂
と
い
う
形
を

と
る
ほ
う
が
比
較
し
て
わ
か
り
や
す
い
た
め
︑﹁
勝
ち
負
け
を
競
う

ス
ポ
ー
ツ
﹂
と
い
う
形
で
︑
鑑
賞
し
︑
感
動
し
︑
歓
喜
す
る
︒
た

だ
︑
体
の
使
い
方
は
一
種
類
し
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
︒
体
は
約

百
兆
個
の
細
胞
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
た
め
そ
の
組
み
合
わ
せ
は

天
文
学
的
な
数
に
な
る
し
︑
一
人
一
人
に
与
え
ら
れ
た
体
の
条
件

は
全
員
異
な
る
か
ら
だ
︒

自
分
は
医
療
の
現
場
で
医
師
と
し
て
働
い
て
い
る
︒
体
が
不
調

和
に
な
っ
た
と
き
︑
調
和
へ
と
戻
っ
て
い
く
お
手
伝
い
を
す
る
仕

事
が
医
療
職
の
役
割
だ
︒
そ
の
時
に
思
う
の
は
︑
人
の
体
は
常
に

調
和
へ
の
道
を
模
索
し
︑
大
き
な
調
和
へ
と
動
き
続
け
て
い
る
︑
と

い
う
こ
と
だ
︒
体
や
生
命
は
︑﹁
多
様
性
と
調
和
﹂
と
い
う
難
題
を

い
と
も
た
や
す
く
成
し
遂
げ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
は
到
達

す
べ
き
目
標
と
い
う
よ
り
も
︑
生
命
の
前
提
で
あ
る
か
ら
だ
︒
体

の
局
所
的
な
部
分
で
は
な
く
︑
全
体
を
見
る
よ
う
に
努
め
て
い
る

と
︑
そ
う
し
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
︒

医
療
現
場
で
は
︑
過
剰
な
ス
ポ
ー
ツ
を
し
て
体
を
壊
し
た
人
も

数
多
く
診
る
︒
過
酷
な
ス
ポ
ー
ツ
の
勝
ち
負
け
の
世
界
で
体
や
心

が
壊
れ
て
し
ま
っ
た
人
も
数
多
く
診
た
︒
人
の
体
を
客
観
的
に
診

て
い
る
と
︑
現
代
ス
ポ
ー
ツ
の
あ
り
方
が
本
来
と
は
逆
の
方
向
へ

向
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
す
る
︒
運
動
や

ス
ポ
ー
ツ
は
︑
体
を
健
や
か
に
維
持
し
続
け
る
た
め
に
行
う
も
の

の
は
ず
だ
と
思
う
の
だ
が
︑
現
代
の
ス
ポ
ー
ツ
は
体
の
原
理
原
則

を
忘
れ
︑
一
過
性
の
﹁
勝
ち
負
け
﹂
の
問
題
だ
け
に
強
く
こ
だ
わ

り
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
か
ら
だ
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑

ス
ポ
ー
ツ
の
頂
点
と
し
て
存
在
す
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
自
体
が
︑
体

の
別
の
在
り
方
を
提
案
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
う
︒

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
平
和
の
祭
典
で
あ
る
︒
古
代
ギ
リ
シ
ア
時
代

に
︑
近
隣
の
戦
争
を
一
時
的
に
で
も
停
止
さ
せ
る
手
段
と
し
て
開

催
さ
れ
て
い
た
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
平
和

の
祭
典
と
し
て
の
本
来
の
目
的
に
戻
り
続
け
る
必
要
が
あ
る
の
だ

と
思
う
︒
二
〇
二
〇
年
は
東
京
で
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
行
わ
れ
る
予

定
だ
が
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
祭
典
を
﹁
祭
り
﹂
と
い
う
言
葉
に
変

え
て
み
れ
ば
︑﹁
祭
り
﹂
こ
そ
は
古
来
か
ら
日
本
人
が
行
い
続
け
て

き
た
︑
深
い
霊
性
の
発
露
と
し
て
の
伝
統
行
事
そ
の
も
の
で
も
あ

る
︒以

下
に
お
い
て
︑
ま
ず
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
歴
史
を
ひ
も
解
い
て

み
る
︒
そ
の
後
に
︑
体
の
使
い
方
を
学
ぶ
場
と
し
て
の
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
を
開
催
す
る
こ
と
が
︑
養
生
法
や
予
防
医
療
の
側
面
か
ら
も

極
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
提
案
し
た
い
︒

2
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
歴
史
―
平
和
の
祭
典

最
初
の
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
紀
元
前
七
七
六
年
に
始
ま
っ
た

と
さ
れ
る
︒
日
本
史
で
い
え
ば
縄
文
時
代
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
三

九
三
年
に
中
止
と
な
っ
た
が
︑
一
八
九
六
年
に
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
と
し
て
第
一
回
ア
テ
ネ
大
会
が
復
活
し
︑
二
〇
一
六
年
の
第
三

十
一
回
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
ま
で
続
い
て
い
る
︒

古
代
ギ
リ
シ
ア
で
行
わ
れ
て
い
た
紀
元
前
の
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
世
界
規
模
の
も
の
で
は
な
く
︑
ギ
リ
シ
ア
内
を
中
心
に
し
︑
ポ

リ
ス
︵
都
市
国
家
︶
が
多
く
集
ま
っ
て
開
催
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
︒

世
界
最
初
の
民
主
主
義
も
ギ
リ
シ
ア
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
し
︑
ポ

リ
ス
︵polis

︶
を
語
源
と
し
て
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
︵politics

：
政
治
︶︑

ポ
リ
シ
ー
︵policy

：
政
策
︶︑
ポ
リ
ス
︵police

：
警
察
︶
な
ど
の
現

代
で
も
使
う
言
葉
も
生
ま
れ
て
い
る
︒

で
は
︑
最
初
の
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た

の
だ
ろ
う
か
︒
紀
元
前
七
七
六
年
に
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
始
ま

る
前
︑
オ
リ
ン
ピ
ア
周
辺
の
地
は
ポ
リ
ス
︵
都
市
国
家
︶
間
の
戦
争

に
明
け
暮
れ
て
い
た
︒﹃
ギ
リ
シ
ア
案
内
記
﹄
を
記
し
た
パ
ウ
サ
ニ

ア
ス
︵
一
一
五
︲
一
八
〇
年
︶
に
よ
る
と
︑
戦
争
と
疫
病
で
国
土
が

荒
廃
し
た
状
態
を
見
か
ね
た
エ
リ
ス
の
指
導
者
で
あ
る
イ
フ
ィ
ト

ス
が
デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
を
受
け
た
と
こ
ろ
︑
エ
リ
ス
人
ら
の
手

で
オ
リ
ン
ピ
ア
祭
を
復
活
さ
せ
る
よ
う
に
と
︑
託
宣
を
受
け
た
の

だ
っ
た
︒
そ
こ
で
太
古
に
神
に
捧
げ
る
競
技
会
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
オ
リ
ン
ピ
ア
祭
を
復
活
さ
せ
︑
戦
争
に
使
わ
れ
て
い
た
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
平
和
の
た
め
の
競
技
会
へ
と
向
け
さ
せ
る
こ
と
に
し
た

の
だ
︒
こ
う
し
て
第
一
回
の
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
紀
元
前
七
七

六
年
に
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
大
祭
の
期
間
中
は
休
戦
を

布
告
し
︑
イ
フ
ィ
ト
ス
自
ら
が
競
技
の
審
判
も
行
っ
た
︒
第
五
〇

回
大
会
︵
紀
元
前
五
八
〇
年
︶
ま
で
は
エ
リ
ス
の
王
が
大
祭
を
取
り

仕
切
り
︑
オ
リ
ン
ピ
ア
の
ゼ
ウ
ス
神
殿
内
に
は
休
戦
の
女
神
か
ら

冠
を
う
け
る
イ
フ
ィ
ト
ス
の
像
も
あ
っ
た
︒

ち
な
み
に
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
﹁
聖
火
リ
レ
ー
﹂
は
行

わ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒﹁
聖
火
﹂
は
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
以
降
の
第

九
回
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
大
会
︵
一
九
二
八
年
︶
の
と
き
に
作
ら
れ
︑

﹁
聖
火
リ
レ
ー
﹂
は
第
十
一
回
ベ
ル
リ
ン
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
︵
一
九
三

六
年
︶
か
ら
で
あ
る
︒

た
だ
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
祭
典
が
始
ま
る
前
に
﹁
選
ば

れ
た
三
人
の
使
者
が
オ
リ
ン
ピ
ア
を
出
発
し
て
︑
ギ
リ
シ
ア
の
す

べ
て
の
ポ
リ
ス
を
巡
る
﹂
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
︒
三
人
の
使
者

は
オ
リ
ー
ブ
の
葉
で
編
ん
で
作
っ
た
冠
を
か
ぶ
っ
て
杖
を
持
ち
︑

﹁
ス
ポ
ン
ド
フ
ォ
ロ
イ
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
︒﹁
ス
ポ
ン
ド
フ
ォ
ロ

イ
﹂
と
は
︑︿
停
戦
を
運
ぶ
人
﹀
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒
使
者
の
一

番
大
切
な
目
的
は
﹁
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
停
戦
﹂
を
宣
言
す
る
こ
と
で

あ
り
︑
祭
典
の
期
間
は
一
切
の
戦
闘
行
為
を
禁
止
す
る
こ
と
を
宣

言
し
て
ま
わ
っ
た
︒
そ
の
時
に
は
戦
争
だ
け
で
は
な
く
︑
死
刑
の

執
行
や
訴
訟
行
為
ま
で
も
禁
止
さ
れ
た
と
さ
れ
る
︒﹁
ス
ポ
ン
ド
フ

ォ
ロ
イ
︵
停
戦
を
運
ぶ
人
︶﹂
は
︑
多
く
の
人
々
の
平
和
へ
の
思
い

を
背
負
っ
て
︑﹁
一
切
の
争
い
を
や
め
よ
！
﹂
と
叫
び
な
が
ら
ポ
リ

ス
を
走
り
続
け
ギ
リ
シ
ア
中
を
巡
っ
た
と
さ
れ
る
︒

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
始
ま
っ
て
約
三
〇
〇
年
経
っ
た
頃
︑
ギ

リ
シ
ア
隣
に
あ
っ
た
ペ
ル
シ
ア
︵
今
の
イ
ラ
ン
︶
が
何
度
も
戦
争
を

仕
掛
け
て
き
て
︑
い
く
つ
も
の
ポ
リ
ス
が
支
配
さ
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
︒
そ
の
す
ぐ
後
に
は
︑
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
同
士
が
︑
ア
テ

ナ
イ
を
中
心
と
す
る
デ
ロ
ス
同
盟
と
ス
パ
ル
タ
を
中
心
と
す
る
ペ

ロ
ポ
ネ
ソ
ス
同
盟
に
分
か
れ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
全
域
を
巻
き

込
み
三
十
年
近
く
戦
い
続
け
た
こ
と
も
あ
っ
た
︵
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦

争
：
紀
元
前
四
三
一
年
︲
四
〇
四
年
︶︒
し
か
し
︑
そ
れ
で
も
古
代
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
は
続
け
ら
れ
た
︒

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
︑
オ
リ
ン
ピ
ア
を
中
心
と
し
て
一
地
方

の
競
技
会
と
し
て
始
ま
っ
た
が
︑
次
第
に
ギ
リ
シ
ア
の
人
々
の
支

持
を
集
め
︑
エ
ジ
プ
ト
や
シ
リ
ア
を
も
含
む
地
中
海
周
辺
を
巻
き

込
ん
だ
大
競
技
会
へ
と
自
然
に
発
展
し
て
行
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
ヒ

ッ
ピ
ア
ス
が
作
っ
た
﹁
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
優
勝
者
年
表
﹂
が
残
っ
て

お
り
︑
そ
の
優
勝
者
の
出
身
地
か
ら
分
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ス
ワ
ド
リ
ン
グ
の
﹃
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹄
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H

K

出
版
︑
一
九
九
四
年
︶
と
い
う
著
作
か
ら
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
最
盛
期
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
例
を
紹
介
す
る
︒

当
時
の
競
技
場
の
収
容
人
数
は
約
四
万
人
と
見
積
も
ら
れ
て
お

り
︑
か
な
り
大
規
模
な
催
し
だ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
︒

五
日
間
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
中
で
︑
中
心
日
で
あ
る
三
日
目
が
満

月
に
な
る
よ
う
に
日
程
が
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
天
地
自

然
の
リ
ズ
ム
の
中
で
古
代
の
人
々
が
暮
ら
し
て
い
た
こ
と
を
物
語

る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
初
日
の
午
後
に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
始

ま
り
と
し
て
哲
学
者
の
演
説
︑
詩
人
や
歴
史
家
の
朗
読
が
行
わ
れ

て
い
る
こ
と
も
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
︒
哲
学
は
思
弁
的
な
一

部
の
人
た
ち
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
思
考
の
原
理
原

則
そ
の
も
の
を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要
な
地
位
を
し
め
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
体
を
動
か
す
こ
と
と
︑
頭
を
使
う
こ
と
︑
心
を

使
う
こ
と
と
は
同
じ
次
元
の
も
の
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て
い
た
よ

う
だ
︒
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
内
で
︑
哲
学
だ
け
で
は
な
く
︑
詩
や

歴
史
の
朗
読
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
︑
芸
術
や
歴
史
と
い
う
学

問
の
役
割
を
考
え
る
上
で
も
非
常
に
示
唆
に
富
む
︒
現
代
は
そ
れ

ぞ
れ
の
学
問
が
分
離
・
分
断
さ
れ
て
い
る
が
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
で
は
体
の
こ
と
と
哲
学
や
詩
や
歴
史
と
が
統
合
さ
れ
た
ス
タ
イ

ル
に
よ
り
︑
周
囲
の
地
域
︵
ポ
リ
ス
︶
を
統
合
さ
せ
る
役
割
も
持

ち
な
が
ら
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
ち
な
み
に
︑
ヘ
ロ
ド

ト
ス
︵
紀
元
前
四
八
五-

四
二
〇
年
頃
︶
と
い
う
学
者
は
︑
第
八
十
四

回
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
︵
紀
元
前
四
四
四
年
︶
に
お
い
て
自
作
の

﹃
歴
史
﹄
と
い
う
文
章
を
朗
読
し
︑
大
き
な
評
判
に
な
っ
た
︒
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の
大
舞
台
で
自
分
の
哲
学
や
詩
を
発
表
し
た
い
と
思
う

人
は
︑
ゼ
ウ
ス
の
神
殿
の
中
で
自
由
に
発
表
で
き
た
︒
そ
こ
で
は

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
の
よ
う
に
各
地
の
特
産
品
や
食
料
の
売
り
買

い
も
さ
れ
︑
彫
刻
作
品
な
ど
も
発
表
・
販
売
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
︒
そ
う
し
た
自
由
で
開
か
れ
た
場
が
あ
っ
た
こ
と
が
︑
哲

学
や
詩
や
歴
史
を
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
本
舞
台
で
発
表
す
る
た
め
の

重
要
な
素
地
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
︒

二
日
目
に
は
戦
車
レ
ー
ス
︑
競
馬
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑

戦
争
を
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
戦
車
を
別
の
競
技
へ
と
変
換
す
る

こ
と
で
︑
戦
争
の
無
益
さ
を
改
め
て
客
観
的
に
考
え
直
す
働
き
も

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
勝
ち
負
け
が
目
的
な
ら
ば
︑
人

を
殺
め
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
︒
そ
の
二
日
目
の
午
後
か

ら
︑
は
じ
め
て
五
種
競
技
が
は
じ
ま
る
︒
五
種
競
技
は
︑
一
人
で

徒
競
走
︑
幅
跳
び
︑
円
盤
投
げ
︑
や
り
投
げ
︑
レ
ス
リ
ン
グ
の
五

種
を
競
う
も
の
で
あ
り
︑
五
種
競
技
の
優
勝
者
は
全
競
技
の
優
勝

者
と
み
な
さ
れ
る
ほ
ど
︑
人
々
か
ら
賞
賛
さ
れ
た
︒
体
を
部
分
的

で
は
な
く
総
合
的
に
使
う
能
力
に
秀
で
た
も
の
が
︑
高
い
評
価
を

受
け
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒

三
日
目
に
は
ゼ
ウ
ス
に
生
贄
を
さ
さ
げ
る
重
要
な
宗
教
的
儀
式

が
行
わ
れ
て
い
た
︒
大
祭
壇
の
前
で
は
牛
が
百
頭
近
く
解
体
さ
れ
︑

焼
か
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
︒
こ
の
日
は
満
月
に
合
わ
さ
れ
て
い
る
︒

多
神
教
に
基
づ
く
ゼ
ウ
ス
や
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
と
い
う
超
越
的
な

も
の
を
軸
と
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
構
成
さ
れ
て
い
た
︒

四
日
目
に
は
レ
ス
リ
ン
グ
︑
ボ
ク
シ
ン
グ
︑
パ
ン
ク
ラ
チ
オ
ン
︑

武
装
競
争
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
︒
パ
ン
ク
ラ
チ
オ
ン
は
︑
嚙
み

つ
く
こ
と
︑
目
を
つ
く
こ
と
以
外
は
何
で
も
あ
り
︑
と
い
う
激
し

い
格
闘
技
だ
っ
た
︒
こ
う
し
た
競
技
も
︑
戦
争
に
使
わ
れ
た
個
人

の
怒
り
や
憎
悪
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
︑
ス
ポ
ー
ツ
に
変
換
さ
せ
て
別

の
形
へ
昇
華
さ
せ
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
国
内
外
で
起
き
て

い
る
戦
争
へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催

さ
れ
て
い
た
意
義
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

五
日
目
の
最
終
日
は
優
勝
者
を
讃
え
る
日
と
な
る
︒
ゼ
ウ
ス
神

殿
の
前
で
一
人
一
人
名
前
を
読
み
上
げ
ら
れ
︑
オ
リ
ー
ブ
の
葉
冠

を
か
ぶ
せ
て
も
ら
う
︒
式
の
後
に
は
盛
大
な
宴
会
が
催
さ
れ
て
い

た
よ
う
だ
︒

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
始
ま
っ
て
六
〇
〇
年
ほ
ど
し
た
頃
︵
紀

元
前
一
四
六
年
︶︑
ロ
ー
マ
が
ギ
リ
シ
ア
の
ポ
リ
ス
を
支
配
す
る
よ

う
に
な
っ
た
が
︑
ロ
ー
マ
支
配
下
に
な
っ
て
か
ら
も
古
代
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
は
継
続
さ
れ
︑
そ
の
後
さ
ら
に
五
〇
〇
年
も
の
間
開
催
さ

れ
た
︒
特
筆
す
べ
き
は
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
約
一
二
〇
〇
年

も
の
間
︵
約
三
〇
〇
回
︶︑
一
度
も
中
止
さ
れ
ず
に
継
続
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
だ
︒
戦
争
中
で
あ
っ
て
も
︑
む
し
ろ
戦
争
を
中
断
し
て

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
開
催
し
て
い
た
の
だ
︒
そ
こ
に
こ
そ
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
の
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
か
ら
だ
︒

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
少
な
く
と
も
五
回
は
中
止
さ
れ
た
︑
と

い
う
意
見
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
内
訳
は
以
下
の
よ
う
な
も
の

だ
︒
三
回
は
︑
ギ
リ
シ
ア
人
内
部
の
開
催
主
導
権
争
い
が
あ
っ
た

た
め
正
式
な
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
な
い
︑
と
す
る
説
だ
が
︑
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
自
体
は
開
催
さ
れ
て
い
る
︒
一
回
は
ロ
ー
マ
の
独
裁
官

ス
ッ
ラ
が
︑
ギ
リ
シ
ア
の
オ
リ
ン
ピ
ア
で
は
な
く
無
理
や
り
ロ
ー

マ
で
開
催
し
た
た
め
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
次
の
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
は
再
度
オ
リ
ン
ピ
ア
で
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
戻
さ
れ
て
い
る
︒
残

り
の
一
回
は
︑
ロ
ー
マ
の
皇
帝
ネ
ロ
が
個
人
的
都
合
で
無
理
や
り

二
年
遅
ら
せ
て
開
催
し
た
た
め
で
あ
る
︒
確
か
に
開
催
が
二
年
遅

れ
た
の
は
事
実
だ
が
︑
次
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
そ
の
二
年
後
に
行

わ
れ
︑
再
び
四
年
周
期
の
開
催
に
戻
さ
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
に
し

て
も
︑
多
く
の
人
が
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
伝
統
や
思
い
を
尊
重
し
︑

戦
争
中
で
あ
ろ
う
と
も
中
断
せ
ず
に
開
催
し
て
い
た
こ
と
は
重
要

な
事
実
だ
ろ
う
︒

3
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
中
断
と
復
興

―
宗
教・戦
争

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
三
九
三
年
が
最
後
の
年
に
な
っ
た
︒

そ
の
主
な
理
由
は
︑
ゼ
ウ
ス
や
ア
ポ
ロ
ン
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
の

午前  午後  夕方

1日目 選手と審判の宣誓
式、神への祈り

哲学者の演説、詩
人や歴史家の朗読

自由行動

2日目 戦車レース、競馬 五種競技 宴会

3日目 ゼウス神殿までのパ
レード、礼拝行事 

徒競走 宴会（満月）

4日目 レスリング ボクシング、パンクラ
チオン 

武装競争

5日目 優勝者のゼウス神殿までのパレード、表彰式、宴会
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神
々
を
信
仰
す
る
こ
と
が
三
九
一
年
に
ロ
ー
マ
帝
国
で
禁
止
さ
れ

た
か
ら
だ
︒
こ
の
こ
と
が
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
終
わ
り
を
決
定

的
な
も
の
に
し
た
︒
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て
い
た
ロ
ー
マ
を
一
ま
と

め
に
す
る
た
め
に
︑
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
皇
帝
が
︑
当
時
は
大

き
な
力
を
持
っ
て
い
た
が
た
め
に
異
教
と
し
て
排
斥
し
て
い
た
キ

リ
ス
ト
教
を
︑
三
一
三
年
に
認
め
る
こ
と
に
し
た
の
だ
︒
そ
の
考

え
を
継
い
だ
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
皇
帝
は
︑
三
九
〇
年
に
デ
ル
フ
ォ
イ

の
神
託
所
を
閉
鎖
し
︑
三
九
一
年
に
は
キ
リ
ス
ト
教
以
外
の
宗
教

を
全
面
禁
止
に
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
正
式
に
ロ
ー
マ
の
国
教
と
し

た
の
だ
っ
た
︒
ロ
ー
マ
の
信
仰
形
態
が
多
神
教
か
ら
一
神
教
へ
と

大
き
く
変
更
さ
れ
た
後
︑
多
様
な
神
々
の
庇
護
の
下
で
行
わ
れ
て

い
た
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
も
三
九
三
年
に
中
止
に
な
っ
た
︒

四
二
六
年
に
は
皇
帝
テ
オ
ド
シ
ウ
ス
二
世
の
命
令
で
︑
オ
リ
ン

ピ
ア
の
競
技
場
の
建
物
も
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
た
︒
競
技
場
の
跡

も
︑
二
回
の
大
地
震
と
洪
水
に
よ
り
四
メ
ー
ト
ル
の
土
砂
に
覆
わ

れ
︑
再
び
発
掘
さ
れ
る
ま
で
一
〇
〇
〇
年
以
上
も
の
間
地
下
に
埋

も
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
だ
︒

も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
間
に
も
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
精
神
は
細
く
と
も

残
り
︑
別
の
形
で
続
い
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
歴

史
家
ト
イ
ン
ビ
ー
は
︑
六
〇
〇
年
頃
ま
で
は
シ
リ
ア
の
ア
ン
テ
ィ

オ
ケ
イ
ア
近
く
の
ダ
フ
ネ
で
︑︿
隠
れ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹀
が
古
典
的

な
規
定
に
従
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
た
と
考
え
て
い
る
︒

紀
元
前
七
七
六
年
に
始
ま
り
︑
三
九
三
年
に
中
止
と
な
る
ま
で

一
〇
〇
〇
年
近
く
に
わ
た
り
続
い
て
い
た
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ

が
︑
実
際
に
は
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
自
体
も
宗
教
的
色
彩
が
強
く

な
り
︑
ま
た
娯
楽
性
が
高
ま
る
と
同
時
に
︑
ポ
リ
ス
の
名
誉
や
個

人
の
名
声
を
求
め
︑
勝
ち
負
け
の
た
め
に
金
銭
の
や
り
取
り
が
行

わ
れ
て
い
た
形
跡
も
あ
る
︒
選
手
の
プ
ロ
化
や
対
戦
相
手
の
買
収
︑

審
判
の
不
正
な
ど
も
生
じ
る
よ
う
に
な
り
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

本
来
の
平
和
や
調
和
の
目
的
が
失
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
衰
退
の
背

景
に
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒

古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
終
わ
り
は
︑﹁
古
代
﹂
と
い
う
一
つ
の
時

代
の
終
わ
り
を
告
げ
る
出
来
事
で
も
あ
っ
た
︒
こ
れ
以
降
の
時
代

は
﹁
中
世
﹂
と
呼
ば
れ
︑
古
代
と
区
別
さ
れ
る
︒

そ
の
後
︑
一
五
〇
〇
年
も
の
間
忘
れ
ら
れ
て
い
た
古
代
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
復
活
さ
せ
た
の
は
︑
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
︵
一
八
六
三
︲
一
九

三
七
年
︶
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
る
︒
一
八
九
六
年
に
近
代
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
と
し
て
第
一
回
ア
テ
ネ
大
会
を
開
催
す
る
き
っ
か
け

を
作
っ
た
人
物
で
あ
る
︒

た
だ
︑
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
が
提
唱
す
る
前
に
︑
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
復
活
の
兆
し
は
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
を
含
め
小
規
模
な
形
で
芽
生

え
て
い
た
︒
一
八
五
〇
年
頃
か
ら
︑
イ
ギ
リ
ス
の
マ
ッ
チ
・
ウ
ェ

ン
ロ
ッ
ク
と
い
う
小
さ
な
町
で
︑
地
域
住
民
が
参
加
す
る
﹁
ウ
ェ

ン
ロ
ッ
ク
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹂
と
い
う
小
規
模
の
競
技
会
が
開
か

れ
て
い
た
の
だ
︒
こ
れ
は
︑
地
元
の
医
師
ウ
ィ
ル
ア
ム
・
ブ
ル
ッ

ク
ス
が
︑
同
時
期
の
オ
リ
ン
ピ
ア
遺
跡
の
発
掘
に
刺
激
を
受
け
て

始
め
た
と
さ
れ
る
︒
貧
富
の
差
や
階
級
の
違
い
を
超
え
て
住
民
が

参
加
す
る
催
し
は
︑
当
時
と
し
て
も
画
期
的
な
も
の
だ
っ
た
︒
こ

の
競
技
会
の
規
模
が
大
き
く
な
り
︑
一
八
六
〇
年
に
は
ウ
ェ
ン
ロ

ッ
ク
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
協
会
︑
イ
ギ
リ
ス
・
オ
リ
ン
ピ
ア
ン
協
会

が
設
立
さ
れ
る
︒

一
八
九
〇
年
︑
ウ
ィ
ル
ア
ム
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
滞

在
し
て
い
た
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
を
﹁
ウ
ェ
ン
ロ
ッ
ク
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
﹂
に
招
待
し
た
︒
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
の
教
育
に
イ
ギ

リ
ス
の
ス
ポ
ー
ツ
教
育
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
学
び
に
来
て
い
た

が
︑
こ
の
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
新
し
い
試
み
に
出
会
っ
て
感
激
し
た
の

だ
っ
た
︒
こ
の
と
き
︑
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は
二
七
歳
︑
ブ
ル
ッ
ク
ス

は
八
一
歳
だ
っ
た
︒

若
き
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
が
青
春
時
代
を
送
っ
た
フ
ラ
ン
ス
は
︑
普

仏
戦
争
︵
一
八
七
〇
︲
一
八
七
一
年
︶
の
敗
戦
を
引
き
ず
っ
た
暗
い

時
代
だ
っ
た
︒
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は

教
育
改
革
が
最
も
重
要
だ
と
考
え
︑
当
時
の
エ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
で

あ
る
軍
人
の
道
を
捨
て
て
教
育
者
の
道
を
選
ん
だ
の
だ
︒
ス
ポ
ー

ツ
を
ど
の
よ
う
に
教
育
改
革
に
取
り
入
れ
る
か
模
索
し
な
が
ら
︑
ス

ポ
ー
ツ
が
国
際
交
流
や
平
和
へ
の
き
っ
か
け
に
な
る
可
能
性
も
感

じ
て
い
た
︒
一
七
六
七
年
︑
オ
リ
ン
ピ
ア
の
遺
跡
の
一
部
が
イ
ギ

リ
ス
の
調
査
隊
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
︑
一
八
五
二
年
に
ド
イ
ツ
の

考
古
学
調
査
隊
に
よ
り
オ
リ
ン
ピ
ア
遺
跡
の
全
容
が
発
掘
さ
れ
た
︒

そ
の
た
め
に
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
﹁
ウ
ェ
ン
ロ
ッ
ク
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹂

を
始
め
と
し
て
︑
小
規
模
な
も
の
で
は
あ
っ
た
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各

地
で
﹁
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹂
と
銘
打
っ
た
競
技
会
が
行
わ
れ
て
い
た

︵
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
︑
ギ
リ
シ
ア
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
な

ど
︶︒
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は
一
八
九
〇
年
に
イ
ギ
リ
ス
で
の
﹁
ウ
ェ
ン

ロ
ッ
ク
・
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
﹂
を
見
て
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
理
念

が
継
承
さ
れ
た
あ
り
方
に
深
く
感
動
し
︑
ス
ポ
ー
ツ
教
育
の
理
想

の
形
と
し
て
﹁
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
近
代
に
お
け
る
復
活
﹂
を

思
い
描
く
よ
う
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
自
身
も
勝

ち
負
け
を
競
う
も
の
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
体
の
教
育
﹂
が

国
際
平
和
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
復

活
を
考
え
た
の
だ
っ
た
︒

一
八
九
四
年
六
月
︑
パ
リ
の
万
国
博
覧
会
の
時
に
開
か
れ
た
ス

ポ
ー
ツ
競
技
者
連
合
の
会
議
で
︑ 

ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は
﹁
ス
ポ
ー
ツ

に
よ
る
青
少
年
教
育
の
振
興
と
世
界
平
和
実
現
の
た
め
に
古
代
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
を
復
活
さ
せ
よ
う
﹂
と
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
復
興
計
画

を
議
題
に
挙
げ
た
︒
そ
の
場
で
︑
二
年
後
の
一
八
九
六
年
に
近
代

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
復
活
の
第
一
回
目
が
ギ
リ
シ
ア
の
オ
リ
ン
ピ
ア
で

開
催
さ
れ
る
こ
と
も
同
時
に
採
択
さ
れ
た
︒
そ
の
時
に
四
年
ご
と

の
開
催
や
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
︵
I

O
C
︶
な
ど
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
の
枠
組
み
も
同
時
に
決
定
さ
れ
た
︒

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
五
輪
の
マ
ー
ク
も
ク
ー
ベ

ル
タ
ン
が
考
案
し
た
も
の
だ
︒
青
︑
黄
︑
黒
︑
緑
︑
赤
の
色
は
︑
地

色
の
白
を
加
え
れ
ば
世
界
の
国
旗
の
ほ
と
ん
ど
を
描
く
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
理
由
で
選
ん
だ
と
︑
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
自
身
が
書
き
残

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
五
つ
の
輪
が
五
大
陸
の
結
合
・
調
和
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
と
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
も
記
さ
れ
て
い
る
︒

ク
ー
ベ
ル
タ
ン
が
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
あ
り
方
に
大
き
な
ヒ

ン
ト
を
得
て
︑
体
の
教
育
と
世
界
の
平
和
と
を
結
び
つ
け
た
国
際

競
技
大
会
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
復
興

へ
の
大
き
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
間
違
い

な
い
︒
た
だ
︑
そ
れ
は
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
一
人
だ
け
の
発
案
で
は
な

く
︑
当
時
の
草
の
根
的
な
人
び
と
の
思
い
や
動
き
と
リ
ン
ク
し
た

も
の
だ
っ
た
︒

4
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
日
本

日
本
の
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の
参
加
は
︑
一
九
一
二
年
の
第
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五
回
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
が
最
初
と
さ
れ
て
い
る
︒
参
加
選
手

は
マ
ラ
ソ
ン
の
金か

な

栗ぐ
り

四し

三そ
う

︑
短
距
離
走
の
三
島
弥
彦
の
大
学
生
二

人
︑
役
員
は
団
長
の
嘉
納
治
五
郎
︑
監
督
の
大
森
兵
蔵
の
二
人
と

ご
く
少
数
だ
っ
た
︒

た
だ
︑
日
本
人
の
初
参
加
は
一
九
〇
四
年
の
第
三
回
セ
ン
ト
ル

イ
ス
大
会
が
最
初
と
も
さ
れ
て
い
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
こ
の
大
会
に

は
北
海
道
か
ら
四
人
の
ア
イ
ヌ
民
族
が
参
加
し
︑
や
り
投
げ
で
三

位
︑
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
で
二
位
の
結
果
を
得
て
い
る
か
ら
だ
︒
た
だ
︑

こ
の
第
三
回
セ
ン
ト
ル
イ
ス
大
会
は
い
わ
く
つ
き
の
大
会
と
も
さ

れ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
第
三
回
は
第
二
回
パ
リ
大
会
と
同
様
に
万

国
博
覧
会
の
中
で
開
催
さ
れ
た
競
技
会
だ
っ
た
の
だ
が
︑
万
国
博

覧
会
は
西
洋
文
明
の
進
歩
を
称
賛
す
る
場
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い

た
︒
そ
の
演
出
の
中
で
︑
文
明
国
の
進
歩
を
引
き
立
た
せ
る
た
め

に
︑﹁
未
開
﹂
の
民
族
の
展
示
場
が
作
ら
れ
︑
そ
こ
に
ア
メ
リ
カ
の

先
住
民
で
あ
る
ス
ー
族
や
プ
エ
ブ
ロ
族
︑
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ネ
グ
リ

ト
な
ど
の
少
数
民
族
︑
ア
フ
リ
カ
の
ピ
グ
ミ
ー
続
や
ズ
ー
ル
ー
族
︑

そ
し
て
日
本
か
ら
ア
イ
ヌ
民
族
が
集
め
ら
れ
た
た
め
に
︑
四
人
の

ア
イ
ヌ
民
族
が
参
加
し
て
い
た
か
ら
だ
︒

こ
の
セ
ン
ト
ル
イ
ス
大
会
に
は
︑ 

I
O
C
委
員
が
ほ
と
ん
ど
参

加
し
な
か
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
正
式
な
公
式
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
記
録

が
出
版
さ
れ
な
か
っ
た
特
異
な
大
会
で
あ
る
︒
人
種
差
別
や
見
世

物
の
風
潮
が
背
景
に
あ
る
と
し
て
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
は
こ
の
催
し
に

不
快
感
を
表
し
参
加
し
て
い
な
い
︒
第
3
回
セ
ン
ト
ル
イ
ス
大
会

は
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
史
上
の
汚
点
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
︒

た
だ
︑
こ
の
大
会
で
特
に
何
の
訓
練
も
し
て
い
な
い
ア
イ
ヌ
民

族
が
好
成
績
を
収
め
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
︒
そ
こ
に
は
︑

生
き
た
知
恵
と
し
て
生
活
に
根
付
い
た
合
理
的
な
身
体
技
法
が
あ

っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
一
九
一
二
年
の
第
五
回
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
会
で
団
長

だ
っ
た
嘉
納
治
五
郎
︵
一
八
六
〇
︲
一
九
三
八
年
︶
は
︑
柔
道
家
︑
教

育
者
に
し
て
講
道
館
柔
道
の
創
始
者
で
あ
り
︑
ス
ポ
ー
ツ
や
教
育

分
野
の
発
展
に
人
生
を
捧
げ
︑﹁
柔
道
の
父
﹂
と
も
﹁
日
本
の
体
育

の
父
﹂
と
も
呼
ば
れ
た
人
物
で
あ
る
︒
嘉
納
は
一
九
三
六
年
に
ベ

ル
リ
ン
で
開
催
さ
れ
た
I

O
C
総
会
で
︑
一
九
四
〇
年
の
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
招
致
に
成
功
し
た
が
︑
一
九
三
八
年
︑
カ
イ
ロ
︵
エ

ジ
プ
ト
︶
で
の
I

O
C
総
会
か
ら
の
帰
国
途
上
︑
横
浜
到
着
の
二

日
前
に
氷
川
丸
の
船
内
で
肺
炎
に
よ
り
逝
去
し
た
︒
当
時
の
日
本

は
︑
一
九
三
七
年
に
は
日
中
の
全
面
戦
争
が
は
じ
ま
り
︑
欧
米
で

は
一
九
四
〇
年
の
日
本
で
の
開
催
に
大
き
な
反
対
の
声
が
あ
が
っ

て
い
た
︒
結
局
︑
嘉
納
の
死
か
ら
二
カ
月
後
に
は
︑
日
本
で
の
開

催
が
中
止
と
な
り
︑
一
九
四
〇
年
の
第
十
二
回
は
ヘ
ル
シ
ン
キ
︑
一

九
四
四
年
の
第
十
三
回
は
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
︵
し
か
し
︑
結
局
い
ず
れ
も
第
二
次
世
界
大
戦
の
た
め
中
止
︶︒
古
代

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
戦
争
中
で
あ
っ
て
も
︑
い
や
︑
戦
争
中
だ
か
ら

こ
そ
開
催
が
継
続
さ
れ
て
い
た
が
︑
近
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
二

〇
一
六
年
の
第
三
十
一
回
大
会
ま
で
に
三
回
が
中
止
と
な
っ
て
い

る
︒
第
一
次
世
界
大
戦
中
の
第
六
回
ベ
ル
リ
ン
大
会
︵
一
九
一
六

年
︶︑
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
第
十
二
回
東
京
大
会
↓
ヘ
ル
シ
ン
キ

大
会
︵
一
九
四
〇
年
︶︑
第
十
三
回
ロ
ン
ド
ン
大
会
︵
一
九
四
四
年
︶

の
三
回
で
あ
る
︒
当
時
︑
嘉
納
も
︑
平
和
運
動
と
し
て
の
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
を
強
く
願
っ
て
い
た
が
︑
ド
イ
ツ
で
は
一
九
三

六
年
開
催
の
ベ
ル
リ
ン
大
会
が
ナ
チ
ス
宣
伝
の
た
め
に
利
用
さ
れ

た
こ
と
も
あ
り
︑
当
時
の
状
況
で
日
本
や
ほ
か
の
国
が
開
催
す
る

こ
と
は
不
可
能
な
ほ
ど
戦
争
の
影
が
世
界
中
を
大
き
く
覆
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
︒

戦
後
は
一
九
四
八
年
の
ロ
ン
ド
ン
大
会
か
ら
開
催
さ
れ
て
い
る

が
︑
日
本
と
ド
イ
ツ
は
戦
争
責
任
国
と
い
う
こ
と
か
ら
招
か
れ
な

か
っ
た
︒
戦
後
に
日
本
が
初
め
て
参
加
し
た
の
は
一
九
五
二
年
の

ヘ
ル
シ
ン
キ
大
会
で
あ
り
︑
一
九
六
四
年
に
は
嘉
納
の
悲
願
で
も

あ
っ
た
東
京
に
て
第
十
九
回
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
︒
そ

れ
か
ら
六
十
年
近
く
た
っ
た
二
〇
二
〇
年
に
︑
再
度
東
京
に
て
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
︒
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
原

点
を
見
返
し
な
が
ら
︑
日
本
が
ど
の
よ
う
に
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
捉

え
て
表
現
し
て
い
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
︒

5
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章（O

lym
pic�Charter

）

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
︵O

lym
pic C

harter

︶
は
︑
国
際
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
委
員
会
︵
I

O
C
︶
に
よ
っ
て
採
択
さ
れ
た
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム

の
根
本
原
則
︑
規
則
︑
付
属
細
則
を
成
文
化
し
た
も
の
で
あ
る
︒

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
二
〇
一
六
年
版
の
﹁
前
文
﹂
と
﹁
オ
リ
ン

ピ
ズ
ム
の
根
本
原
則
﹂
を
以
下
に
紹
介
す
る1
︒

前
文近

代
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
生
み
の
親
は
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ク
ー

ベ
ル
タ
ン
で
あ
る
︒
ク
ー
ベ
ル
タ
ン
の
主
導
に
よ
り
︑
パ
リ

国
際
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
・
コ
ン
グ
レ
ス
が
一
八
九
四
年
六
月
に

開
か
れ
た
︒
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
︵
I

O
C
︶
が
設

立
さ
れ
た
の
は
一
八
九
四
年
六
月
二
三
日
で
あ
る
︒
近
代
の

最
初
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
︵
オ
リ
ン
ピ
ア
ー
ド
競
技
大

会
︶
は
一
八
九
六
年
︑
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
テ
ネ
で
開
催
さ
れ
た
︒

一
九
一
四
年
︑
パ
リ
・
コ
ン
グ
レ
ス
は
ピ
エ
ー
ル
・
ド
・
ク

ー
ベ
ル
タ
ン
の
提
案
し
た
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
旗
を
採
択
し
た
︒
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
旗
は
︑
五
つ
の
大
陸
の
団
結
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
で
世
界
中
の
選
手
が
集
う
こ
と
を
表
現
す
る
︑
五

つ
の
結
び
合
う
輪
を
持
つ
︒
第
一
回
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
冬
季

競
技
大
会
は
一
八
二
四
年
︑
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ャ
モ
ニ
ー
で
開

催
さ
れ
た
︒ 

オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
根
本
原
則

図1　第三回セントルイス大会のアーチェリーに参加したアイヌのサンゲア
（石出法太、石出みどり『これならわかるオリンピックの歴史Q&A』大月書
店、2016年より）
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1　
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
は
肉
体
と
意
志
と
精
神
の
す
べ
て
の
資

質
を
高
め
︑
バ
ラ
ン
ス
よ
く
結
合
さ
せ
る
生
き
方
の
哲
学
で

あ
る
︒
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
は
ス
ポ
ー
ツ
を
文
化
︑
教
育
と
融
合

さ
せ
︑
生
き
方
の
創
造
を
探
求
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
生

き
方
は
努
力
す
る
喜
び
︑
良
い
模
範
で
あ
る
こ
と
の
教
育
的

価
値
︑
社
会
的
な
責
任
︑
さ
ら
に
普
遍
的
で
根
本
的
な
倫
理

規
範
の
尊
重
を
基
盤
と
す
る
︒

2　
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
目
的
は
︑
人
間
の
尊
厳
の
保
持
に
重

き
を
置
く
平
和
な
社
会
の
推
進
を
目
指
す
た
め
に
︑
人
類
の

調
和
の
と
れ
た
発
展
に
ス
ポ
ー
ツ
を
役
立
て
る
こ
と
で
あ
る
︒

3　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
は
︑
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム

の
価
値
に
鼓
舞
さ
れ
た
個
人
と
団
体
に
よ
る
︑
協
調
の
取
れ

た
組
織
的
︑
普
遍
的
︑
恒
久
的
活
動
で
あ
る
︒
そ
の
活
動
を

推
し
進
め
る
の
は
最
高
機
関
の
I

O
C
で
あ
る
︒
活
動
は
五

大
陸
に
ま
た
が
り
︑
偉
大
な
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
︑
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
競
技
大
会
に
世
界
中
の
選
手
を
集
め
る
と
き
︑
頂
点
に

達
す
る
︒
そ
の
シ
ン
ボ
ル
は
五
つ
の
結
び
合
う
輪
で
あ
る
︒

4　
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
こ
と
は
人
権
の
一
つ
で
あ
る
︒
す
べ

て
の
個
人
は
い
か
な
る
種
類
の
差
別
も
受
け
る
こ
と
な
く
︑
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
に
基
づ
き
︑
ス
ポ
ー
ツ
を
す
る
機
会
を
与

え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神
に
お
い

て
は
友
情
︑
連
帯
︑
フ
ェ
ア
プ
レ
ー
の
精
神
と
と
も
に
相
互

理
解
が
求
め
ら
れ
る
︒

5　
ス
ポ
ー
ツ
団
体
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
に

お
い
て
︑
ス
ポ
ー
ツ
が
社
会
の
枠
組
み
の
中
で
営
ま
れ
る
こ

と
を
理
解
し
︑
自
律
の
権
利
と
義
務
を
持
つ
︒
自
律
に
は
競

技
規
則
を
自
由
に
定
め
管
理
す
る
こ
と
︑
自
身
の
組
織
の
構

成
と
統
治
に
つ
い
て
決
定
す
る
こ
と
︑
外
部
か
ら
の
い
か
な

る
影
響
も
受
け
ず
に
選
挙
を
実
施
す
る
権
利
︑
お
よ
び
良
好

な
統
治
の
原
則
を
確
実
に
適
用
す
る
責
任
が
含
ま
れ
る
︒

6　
こ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
の
定
め
る
権
利
お
よ
び
自
由

は
人
種
︑
肌
の
色
︑
性
別
︑
性
的
指
向
︑
言
語
︑
宗
教
︑
政

治
的
ま
た
は
そ
の
他
の
意
見
︑
国
あ
る
い
は
社
会
の
ル
ー
ツ
︑

財
産
︑
出
自
や
そ
の
他
の
身
分
な
ど
の
理
由
に
よ
る
︑
い
か

な
る
種
類
の
差
別
も
受
け
る
こ
と
な
く
︑ 

確
実
に
享
受
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

7　
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
の
一
員
と
な
る
に
は
︑

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
の
遵
守
お
よ
び
I

O
C
に
よ
る
承
認
が

必
要
で
あ
る
︒

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
憲
章
に
よ
る
オ
リ
ン
ピ
ズ
ム
の
理
念
と
し
て
︑

﹁
肉
体
と
意
志
と
精
神
の
す
べ
て
の
資
質
を
高
め
﹂︑﹁
バ
ラ
ン
ス
よ

く
結
合
さ
せ
る
生
き
方
の
哲
学
﹂
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
︒
ま

た
︑﹁
ス
ポ
ー
ツ
を
文
化
︑
教
育
と
融
合
﹂
さ
せ
︑﹁
生
き
方
の
創

造
を
探
求
﹂
し
︑﹁
教
育
的
価
値
︑
社
会
的
な
責
任
︑
普
遍
的
で
根

本
的
な
倫
理
規
範
の
尊
重
﹂
を
基
盤
と
し
︑﹁
人
間
の
尊
厳
の
保
持

に
重
き
を
置
く
平
和
な
社
会
の
推
進
﹂
を
目
指
し
﹁
人
類
の
調
和

の
と
れ
た
発
展
に
ス
ポ
ー
ツ
を
役
立
て
る
こ
と
﹂
を
目
的
に
す
る

と
明
記
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
こ
と
か
ら
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
ス
ポ
ー
ツ
の
祭
典
だ
け
に

留
ま
ら
ず
︑
医
療
や
教
育
的
な
働
き
も
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
人
間
は
人
種
を
超
え
て
共
通
の
体
の
構
造
を
持
ち
︑そ

の
共
通
点
に
立
脚
し
た
上
で
︑
与
え
ら
れ
た
体
を
健
や
か
に
調
和

的
に
使
う
こ
と
も
︑
大
事
な
目
的
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
だ
︒

日
本
の
伝
統
的
な
身
体
技
法
の
世
界
で
は
︑
生
き
方
の
創
造
や

倫
理
的
な
も
の
が
一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
︑﹁
○
○
道
﹂
が
様
々

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
︒
人
の
体
は
多
様
性
と
調
和
が
実
現
さ
れ

た
い
の
ち
の
場
そ
の
も
の
で
あ
る
︒
体
の
原
理
を
学
ぶ
こ
と
は
︑
生

命
の
調
和
の
原
理
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
が
平
和
運
動

に
も
つ
な
が
る
と
思
う
︒
ま
ず
ス
タ
ー
ト
は
自
分
自
身
の
体
の
扱

い
方
か
ら
始
ま
る
︒
体
や
心
や
命
は
︑
対
立
や
争
い
を
内
包
し
な

が
ら
も
︑
大
き
な
調
和
の
原
理
の
中
で
生
き
て
い
る
か
ら
だ
︒

6
体
の
使
い
方
―
調
和
の
原
理
と「
道
」

医
療
に
携
わ
る
立
場
と
し
て
日
々
思
う
こ
と
は
︑
人
の
体
は
競

い
争
う
も
の
で
は
な
い
︒
体
や
生
命
の
全
体
性
や
調
和
の
あ
り
方

に
感
動
し
︑
感
謝
し
な
が
ら
大
切
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
だ

と
思
う
︒
そ
れ
は
誰
と
も
競
う
必
要
も
な
く
︑
比
べ
る
必
要
も
な

い
も
の
だ
︒

そ
も
そ
も
︑
現
代
ス
ポ
ー
ツ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
は
︑
い
か
に

体
を
疲
れ
さ
せ
て
筋
肉
を
肥
大
さ
せ
る
か
︑
と
い
う
体
の
使
い
方

を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
医
学
的
︑
生
理
学
的
に
見
る
と
体
を

壊
す
方
向
へ
と
使
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
︒
そ
う
し
た
体
の
運

用
法
で
は
︑
ち
ょ
っ
と
し
た
バ
ラ
ン
ス
を
崩
す
と
大
怪
我
を
す
る
︒

体
の
気
持
ち
に
な
っ
て
考
え
て
み
る
と
︑
怪
我
を
す
る
こ
と
で
体

が
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
て
い
る
と
も
思
え
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
怪
我

を
す
る
こ
と
自
体
︑
体
の
使
い
方
が
不
適
切
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
意
識
的
に
体
を
筋
肉
で
制
御
す
る
場
合
︑

若
い
と
き
に
は
多
少
の
無
茶
が
効
く
が
︑
老
い
と
い
う
自
然
な
プ

ロ
セ
ス
の
中
で
は
︑
そ
う
し
た
体
の
使
い
方
に
は
必
ず
無
理
が
く

る
︒一

方
︑
日
本
の
古

い
に
し
えの
世
界
で
は
︑
い
か
に
体
を
疲
れ
さ
せ
ず
に

使
う
か
︑
と
い
う
身
体
技
法
こ
そ
が
大
切
に
さ
れ
て
い
た
︒
伝
統

芸
能
や
﹁
道
﹂
の
世
界
に
お
け
る
身
体
技
法
と
し
て
そ
の
知
恵
が

残
っ
て
い
る
︒
骨
格
や
骨
組
み
を
正
し
く
無
理
な
く
自
然
な
流
れ

で
体
を
運
用
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
︵
＝
コ
ツ
︵
骨
︶
を
摑

む
︶︑
筋
肉
は
骨
を
補
助
す
る
た
め
に
最
小
限
の
使
用
に
留
め
な
が

ら
使
う
こ
と
に
な
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
筋
肉
の
肥
大
と
身
体
の
動
き

の
質
と
は
あ
ま
り
関
係
が
な
い
︒
若
さ
や
力
よ
り
も
︑
経
験
や
技

こ
そ
が
大
切
に
な
り
︑
体
と
い
か
に
調
和
す
る
か
︑
と
い
う
技
術

と
経
験
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
︒

伝
統
に
残
る
古
の
体
の
使
い
方
は
︑
い
か
に
身
体
を
疲
れ
さ
せ

ず
に
動
か
す
か
︑
最
小
限
の
力
で
ゆ
っ
く
り
︑
体
の
調
和
を
愛
で

な
が
ら
動
か
す
こ
と
に
特
徴
が
あ
っ
た
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
伝
統
芸

能
や
﹁
道
﹂
の
世
界
で
は
︑
年
を
と
れ
ば
と
る
ほ
ど
︑
体
の
動
き

は
深
み
を
増
し
て
い
き
︑
体
の
﹁
質
﹂
の
違
い
こ
そ
が
際
立
っ
て

く
る
︒
人
生
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
︑
そ
う
し
た
年
配
の
方
々

か
ら
体
の
使
い
方
の
本
質
を
学
ぶ
こ
と
で
︑
年
上
の
方
を
自
然
に

尊
敬
す
る
よ
う
に
な
る
︒
年
上
の
方
を
尊
敬
で
き
る
社
会
は
豊
か

な
社
会
だ
ろ
う
︒

そ
う
し
た
体
の
使
い
方
は
︑
約
百
兆
個
の
す
べ
て
の
細
胞
を
調

和
さ
せ
︑
体
全
体
を
一
つ
の
統
合
体
と
し
て
扱
う
身
体
技
法
で
あ

り
︑
ま
さ
に
平
和
の
﹁
祭
り
﹂
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
し
て
ふ
わ
さ

し
い
体
の
使
い
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
し
か
も
︑
そ
れ
は
失
わ

れ
忘
れ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
あ
ら
ゆ
る
伝
統
芸
能
や
﹁
道
﹂

の
世
界
の
中
に
︑
型
や
所
作
と
し
て
静
か
に
保
存
さ
れ
受
け
継
が
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れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
体
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
﹁
身
体
言
語
﹂

な
の
だ
︒
頭
で
伝
わ
る
文
書
や
文
字
は
時
に
改
ざ
ん
さ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
︑
身
体
言
語
は
元
の
意
味
が
そ
の
ま
ま
で
伝
え
ら
れ
る
︒

﹁
道
﹂
は
︑
日
本
に
数
多
く
残
っ
て
い
る
︒
芸
道
と
し
て
の
茶
道
︑

香
道
︑
書
道
︑
華
道
︙
︙
が
あ
り
︑
古
武
道
や
武
道
と
し
て
の
柔

道
︑
剣
道
︑
弓
道
︑
相
撲
︑
空
手
道
︑
合
気
道
︑
少
林
寺
拳
法
︑
な

ぎ
な
た
︙
︙
が
あ
り
︑
能
楽
︑
狂
言
︑
歌
舞
伎
︑
人
形
浄
瑠
璃
が

あ
り
︑
日
本
舞
踊
︑
神
楽
︑
田
楽
︑
雅
楽
︑
舞
楽
︑
猿
楽
︑
盆
踊

り
が
あ
る
︒
雅
楽
︵
謡
物
︑
歌
舞
︑
管
弦
︑
舞
楽
︶
や
邦
楽
︵
箏
曲
︑

琵
琶
曲
︑
胡
弓
楽
︑
尺
八
︑
三
味
線
︶︑
浄
瑠
璃
節
や
長
唄
︑
民
謡
︑

島
唄
な
ど
の
音
楽
に
も
︑
現
代
と
は
質
の
異
な
っ
た
身
体
技
法
が

数
多
く
残
っ
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
︑
他
に
も

多
く
の
分
野
で
残
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
伝
統
的
な
体
の
運
用
技
術
は
︑
年
を
重
ね
れ
ば
重
ね

る
ほ
ど
質
が
高
ま
り
深
ま
る
も
の
で
あ
る
︒
私
た
ち
は
年
を
と
れ

ば
と
る
ほ
ど
︑
体
の
奥
深
さ
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
︒

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
︑
人
の
体
の
使
い
方
を
学
ぶ
場
と
し
て
︑
平

和
の
祭
典
︵
祭
り
︶
の
場
と
し
て
の
役
割
も
あ
る
の
な
ら
ば
︑
体

の
能
力
の
優
劣
を
競
う
だ
け
で
は
な
く
︑
伝
統
に
残
る
奥
深
い
体

の
使
い
方
を
学
ぶ
場
と
し
て
も
あ
っ
て
ほ
し
い
と
強
く
思
う
︒
伝

統
に
残
る
身
体
技
法
は
争
っ
た
り
競
っ
た
り
闘
っ
た
り
す
る
も
の

で
は
な
い
た
め
︑
従
来
の
ス
ポ
ー
ツ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
と

し
て
提
示
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
具
体
的
に
は
︑
美
や
芸
術
や
養
生
法

や
医
療
に
近
い
も
の
と
し
て
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
︒
ど
こ
か
遠

い
と
こ
ろ
に
あ
る
特
殊
な
人
間
だ
け
が
習
得
で
き
る
身
体
技
法
と

し
て
で
は
な
く
︑
今
か
ら
誰
も
が
取
り
組
め
る
体
の
使
い
方
に
な

る
︒
人
々
が
テ
レ
ビ
の
前
の
視
聴
者
と
し
て
お
客
さ
ん
と
し
て
鑑

賞
す
る
だ
け
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
な
く
︑
ど
の
年
代
の
人
で
も
︑

ど
う
い
う
障
害
を
持
っ
た
人
で
も
︑
体
の
奥
深
さ
を
多
面
的
に
学

び
日
々
の
生
活
に
生
か
せ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
と
し
て
全
員
が
参
加

で
き
る
も
の
に
な
る
の
だ
︒
そ
の
こ
と
が
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
へ
の

深
い
理
解
に
も
つ
な
が
る
︒

日
本
の
各
地
方
に
は
歴
史
や
伝
統
が
残
り
︑
ど
ん
な
所
に
も
体

の
使
い
方
に
関
し
て
名
人
や
達
人
が
数
多
く
存
在
し
て
い
る
︒
す

べ
て
の
地
方
が
主
体
と
な
り
︑
自
然
や
森
の
中
で
名
人
や
達
人
の

質
の
高
い
体
の
使
い
方
を
学
ぶ
場
と
し
て
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
同

時
存
在
し
て
も
い
い
の
で
な
い
か
と
思
う
︒
そ
う
し
た
地
方
と
都

市
と
の
協
力
関
係
は
︑
人
の
体
が
多
様
な
臓
器
の
協
力
と
調
和
に

よ
り
運
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
も
あ
る
︒
現
代
医

療
に
携
わ
る
人
た
ち
も
︑
体
の
使
い
方
や
奥
深
さ
を
も
っ
と
学
び

続
け
る
必
要
が
あ
る
︒
普
遍
的
な
体
の
使
い
方
を
学
ぶ
こ
と
は
︑
体

の
調
和
を
取
り
戻
す
予
防
医
学
と
な
り
︑
養
生
法
と
も
な
る
か
ら

だ
︒医

療
現
場
で
働
い
て
い
る
と
︑
日
々
の
経
験
か
ら
体
や
病
の
本

質
の
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

西
洋
医
学
で
は
﹁
病
﹂
を
定
義
す
る
︒﹁
病
﹂
が
中
核
に
す
え
ら

れ
た
医
療
な
の
で
︑
働
く
場
も
﹁
病
院
﹂
と
い
う
名
前
に
な
る
︒
病

と
闘
い
︑
病
を
倒
そ
う
と
考
え
る
︒
病
は
侵
略
者
で
あ
り
悪
の
存

在
と
み
な
さ
れ
る
︒
理
由
は
ど
う
あ
れ
︑
病
を
倒
す
こ
と
が
至
上

命
題
に
な
る
︒
そ
の
過
程
で
は
︑
な
ぜ
病
が
生
ま
れ
た
の
か
︑
病

は
そ
も
そ
も
何
か
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
︑
な
ど
︑
相
手
の

声
に
静
か
に
耳
を
傾
け
対
話
す
る
機
会
に
は
恵
ま
れ
な
い
︒
医
療

現
場
で
は
︑
こ
う
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
で
は
︑
大
き
な
限
界
が

あ
る
こ
と
も
日
々
感
じ
て
い
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
病
に
勝
利
し
表
面

で
は
見
え
な
く
な
っ
て
も
︑
根
本
原
因
が
変
化
し
て
い
な
け
れ
ば

病
は
ま
た
別
の
形
で
何
度
も
現
れ
て
く
る
こ
と
を
日
々
経
験
し
て

い
る
か
ら
だ
︒

伝
統
医
療
で
は
﹁
健
康
﹂
を
最
初
に
決
め
る
︒
自
分
が
ど
こ
へ

向
か
っ
て
い
き
た
い
か
︑
目
的
地
を
決
め
る
︒
次
に
︑
そ
こ
へ
向

け
て
今
何
が
で
き
る
か
を
主
体
的
に
考
え
︑
自
分
が
主
役
と
な
り

自
分
自
身
の
心
や
体
の
問
題
と
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
︒﹁
健
康
﹂

と
は
﹁
調
和
﹂
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
い
ま
現
在
の
状

態
が｢

不
調
和｣

か
﹁
調
和
﹂
な
の
か
︑
心
や
体
と
対
話
し
て
い

く
︒
い
か
に
し
て
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
調
和
や
バ
ラ
ン
ス
を
全

体
的
に
獲
得
し
て
い
く
か
︑
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
こ
と
だ
︒

人
は
誰
も
が
そ
れ
ぞ
れ
の
絶
対
的
な
人
生
を
生
き
て
い
る
︒
誰

か
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
全
員
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
人
生

を
生
き
て
い
て
︑
心
や
体
に
関
し
て
も
同
じ
こ
と
だ
︒
与
え
ら
れ

た
心
や
体
に
最
大
限
の
尊
重
を
払
い
な
が
ら
︑
そ
の
人
に
と
っ
て

の
調
和
を
人
生
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
実
現
し
て
い
く
︒
そ
う

い
う
考
え
方
の
ほ
う
が
︑
医
療
に
お
い
て
よ
り
本
質
的
で
は
な
い

か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
︒

﹁
病
﹂
を
︿
治
す
・
治
さ
れ
る
﹀
と
い
う
発
想
で
心
や
体
を
捉
え

続
け
る
限
り
︑﹁
病
﹂
と
は
永
遠
に
戦
い
続
け
る
必
要
が
あ
る
︒
そ

れ
は
︑
自
分
の
体
を
戦
場
と
み
な
す
こ
と
で
あ
り
︑
戦
争
の
メ
タ

フ
ァ
ー
で
物
事
を
と
ら
え
る
こ
と
で
も
あ
る
︒
そ
れ
は
現
代
ス
ポ

ー
ツ
が
争
っ
て
勝
つ
こ
と
だ
け
を
至
上
命
題
に
し
て
い
る
こ
と
と

似
て
い
る
︒

伝
統
の
世
界
で
は
︑
心
や
体
を
調
和
の
場
で
あ
る
と
捉
え
︑﹁
道
﹂

や
﹁
美
﹂
と
い
う
調
和
の
次
元
を
道
標
と
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
︒

能
楽
は
も
ち
ろ
ん
︑
あ
ら
ゆ
る
伝
統
の
領
域
に
底
通
し
て
い
る
︒

﹁
道
﹂
や
﹁
美
﹂
と
い
う
調
和
の
場
を
目
標
と
す
る
こ
と
で
︑
体
や

心
は
お
の
ず
か
ら
整
っ
て
い
く
︒
結
果
と
し
て
病
気
が
よ
く
な
っ

て
い
る
こ
と
も
あ
る
︒
た
と
え
病
気
が
そ
の
ま
ま
で
あ
っ
た
と
し

て
も
︑
心
や
体
と
の
よ
り
よ
い
共
存
・
共
生
関
係
に
至
る
こ
と
が

で
き
る
︒
自
分
が
一
生
付
き
合
っ
て
い
く
心
や
体
の
問
題
を
︑
争

い
や
闘
い
の
場
と
し
で
は
な
く
︑
愛
や
調
和
の
場
と
し
て
と
ら
え

て
い
く
こ
と
は
︑
こ
の
世
界
を
調
和
の
場
に
し
て
い
く
こ
と
に
も

つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ス
タ
ー
ト
地
点
は
︑
常
に
自

分
自
身
の
心
や
体
に
あ
る
︒
そ
れ
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
だ
け
で
は
な

く
︑
同
時
開
催
さ
れ
て
い
る
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
も
新
し
い
光
を

与
え
る
も
の
だ
︒

7
最
後
に

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
︑
体
の
本
質
を
扱
う
場
と
し
て
捉
え
な
お
し
︑

体
の
普
遍
性
を
探
求
し
共
有
し
て
い
く
場
と
し
て
機
能
さ
せ
れ
ば
︑

生
命
の
在
り
方
と
し
て
の
多
様
性
と
調
和
の
場
を
学
ぶ
こ
と
に
な

る
︒
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
古
代
の
本
来
の
目
的
に
戻
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒

地
球
を
一
つ
の
人
体
と
し
て
と
ら
え
た
と
き
に
︑
す
べ
て
の
国

や
人
種
︑
宗
教
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
協
力
し

て
調
和
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
の
疑
似
体
験
に
も
な
る
︒
体
が
病

む
と
細
胞
は
生
き
る
場
を
失
う
こ
と
と
同
じ
よ
う
に
︑
地
球
が
病

ん
で
し
ま
う
と
す
べ
て
の
人
た
ち
は
生
き
る
場
を
失
っ
て
し
ま
う
︒

自
然
や
体
の
原
理
か
ら
︑
地
球
や
自
然
と
の
関
係
性
に
関
し
て
も

多
く
を
学
ぶ
必
要
が
あ
る
︒
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
そ
う
し
た
地
球
規
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模
の
﹁
ひ
と
つ
の
体
﹂
を
学
ぶ
学
校
と
し
て
存
在
す
れ
ば
い
い
と

思
う
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
老
い
も
若
き
も
︑
病
や
障
害
を
持
つ
人
も
︑

あ
ら
ゆ
る
人
が
主
体
的
に
参
加
で
き
る
開
か
れ
た
も
の
に
な
る
︒

体
や
命
の
本
質
を
学
ぶ
こ
と
は
︑
平
和
運
動
で
も
あ
る
と
思
う
︒

な
ぜ
な
ら
︑
体
や
命
は
ま
さ
に
多
様
性
と
調
和
の
原
理
で
生
き
て

い
る
か
ら
だ
︒
生
き
て
い
る
︑
と
は
そ
う
い
う
こ
と
だ
︒
全
員
が

そ
う
し
た
体
の
原
理
を
与
え
ら
れ
て
︑
同
時
代
に
生
き
て
い
る
︒
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
が
︑
そ
う
し
た
体
の
学
び
の
場
に
な
る
こ
と
を
提
案

し
た
い
︒
全
員
が
学
び
の
徒
と
し
て
同
じ
立
場
で
あ
り
︑
お
互
い

が
教
え
あ
い
︑
学
び
あ
い
︑
成
長
し
あ
う
場
と
し
て
︒
日
本
が
世

界
の
中
で
大
き
な
役
割
を
果
た
せ
る
よ
う
に
︑
歴
史
や
伝
統
か
ら

多
く
を
学
び
︑
次
の
世
代
へ
と
受
け
渡
し
て
い
く
場
に
な
る
は
ず

だ
︒生

き
る
人
生
そ
の
も
の
が
一
人
の
人
間
の
統
合
化
︑
全
体
性
へ

の
プ
ロ
セ
ス
だ
︒
そ
こ
に
は
生
も
死
も
光
も
闇
も
す
べ
て
が
包
含

さ
れ
て
い
る
︒
体
育
や
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
で
は
な
く
︑
同
時
に
行
わ

れ
る
文
化
事
業
で
あ
る
芸
術
も
︑
体
や
心
を
調
和
へ
戻
す
お
手
伝

い
を
す
る
医
療
も
︑
創
造
や
全
体
性
と
い
う
言
葉
を
共
通
項
と
す

れ
ば
同
じ
テ
ー
マ
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑

生
き
る
こ
と
は
︑
部
分
化
さ
れ
た
自
分
自
身
の
全
体
性
を
取
り
戻

し
︑
日
々
の
自
分
を
創
造
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
だ
か
ら
だ
︒

二
〇
二
〇
年
に
日
本
で
開
催
さ
れ
る
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
︑
部
分

化
さ
れ
た
人
の
体
や
心
の
営
み
の
全
体
性
を
取
り
戻
す
場
と
し
て
︑

部
分
化
さ
れ
た
人
類
の
営
み
の
全
体
性
を
取
り
戻
す
場
と
し
て
︑
平

和
へ
つ
な
が
る
教
育
や
医
療
の
場
と
し
て
も
花
開
く
こ
と
を
強
く

望
む
︒

注1　

公
益
財
団
法
人
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
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り
︵http://w

w
w.joc.

or.jp/olym
pism

/charter/)
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︒
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は
じ
め
に

昨
年
度
は
私
が
今
関
わ
っ
て
い
る
統
合
医
療
の
観
点
か
ら
の
負

の
感
情
の
浄
化
と
霊
的
暴
力
を
論
じ
た
︒
そ
し
て
私
が
今
行
っ
て

い
る
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
統
合
医
療
的
介
入
の
ア
ウ

ト
ラ
イ
ン
に
つ
い
て
紹
介
し
た
︒
ま
た
今
の
私
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク

で
あ
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
か
ら
の
考
察
も
行
っ
た
︒

今
年
度
は
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
統
合
医
療
的
介
入

の
結
果
︑
特
に
私
が
行
っ
た
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
認
知
療
法

︵
M
B
C
T
︶
に
つ
い
て
報
告
し
︑
M
B
C
T
を
含
む
臨
床
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
の
興
隆
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
必
要
性
が
叫
ば
れ

て
い
る
仏
教
に
根
差
す
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
つ
い
て

も
可
能
な
限
り
で
考
察
し
た
い
︒

1
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
統

合
医
療
的
介
入
に
つ
い
て

1-

1
　
慢
性
疼
痛（
特
に
線
維
筋
痛
症
）と
は

ま
ず
は
慢
性
疼
痛
と
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
論
じ
︑
次
に

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
臨
床
試
験
を
組
む
に
至
っ
た
の
か
を
紹
介
し
た

い
︒慢

性
疼
痛
は
国
際
疼
痛
学
会
に
よ
っ
て
﹁
治
療
を
要
す
る
と
期

待
さ
れ
る
時
間
の
枠
組
み
を
越
え
て
持
続
す
る
痛
み
︑
あ
る
い
は

進
行
性
の
非
が
ん
性
疾
患
に
関
連
す
る
痛
み
﹂
と
定
義
さ
れ
て
お

り1
︑
持
続
時
間
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
三
カ
月
以
上
持
続
す
る
も

の
を
慢
性
疼
痛
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
る2
︒

そ
の
前
に
痛
み
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
に
つ
い
て
も
国
際

疼
痛
学
会
で
定
義
さ
れ
て
い
る
︒

A
n unpleasant sensory and em

otional experience associated 
with actual or potential tissue dam

age, or described in term
s of 

such dam
age

3.

和
訳
す
る
と
﹁
実
際
に
何
ら
か
の
組
織
損
傷
が
起
こ
っ
た
と
き
︑

ま
た
は
組
織
損
傷
を
起
こ
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
き
︑
も
し

く
は
︵
そ
う
で
な
く
て
も
︶
そ
の
よ
う
な
損
傷
を
表
わ
す
言
葉
を
使

っ
て
述
べ
ら
れ
る
不
快
な
感
覚
お
よ
び
情
動
体
験
﹂
と
な
る
︒

こ
こ
で
言
い
た
い
の
は
痛
み
と
は
単
な
る
感
覚
で
は
な
く
感
覚

を
伴
う
不
快
な
情
動
体
験
で
あ
り
︑
本
当
に
問
題
と
な
る
の
は
感

覚
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
れ
に
付
随
す
る
負
の
感
情
の
方
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
疼
痛
の
専
門
医
の
話
で
は
痛
み
は
常
に
主

観
的
な
も
の
で
情
動
的
な
も
の
で
あ
り
︑
時
に
幻
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
︒
統
合
失
調
症
患
者
で
は
脳
の
興
奮
に
よ
っ
て
痛

み
を
感
じ
な
い
こ
と
も
よ
く
あ
る
︒
逆
に
慢
性
疼
痛
に
お
い
て
は

器
質
的
な
損
傷
は
治
癒
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
痛
み
の
み
が

続
く
と
い
う
不
可
解
な
状
態
を
呈
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
脳
が
痛
み

を
記
憶
し
て
思
い
出
し
て
し
ま
う
︑
い
わ
ば
ず
っ
と
頭
の
な
か
で

音
楽
が
流
れ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
で
痛
み
が
生
じ
る
状
態
で
あ
り
︑

痛
み
の
中
枢
性
感
作
と
呼
ば
れ
る
︒
中
枢
性
感
作
は
幻
肢
痛
を
考

え
る
と
わ
か
り
や
す
い
︒
手
足
を
失
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ

の
手
足
が
い
ま
だ
あ
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
そ
の
時
の
痛
み
が

つ
づ
く
と
い
う
難
治
性
の
疾
患
で
あ
る
︒
術
後
疼
痛
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
が
不
十
分
で
あ
る
と
慢
性
疼
痛
に
繫
が
る
こ
と4
も
痛
み
の
中
枢

性
感
作
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
て
い
る
︒
最
近
で

は
国
民
病
で
あ
る
慢
性
腰
痛
の
原
因
の
一
つ
が
中
枢
性
感
作
で
あ

る
こ
と
が
N
H
K
で
も
放
送
さ
れ
大
き
な
話
題
と
な
っ
た5
︒

慢
性
疼
痛
に
困
っ
て
い
る
人
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
大
規
模
調
査
で
は
国
民
の
一
三
・
四
％
︵
約

一
七
〇
〇
万
人
︶
が
六
カ
月
以
上
に
わ
た
り
一
〇
段
階
で
五
以
上
の

痛
み
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
︒
慢
性
疼
痛
保
有
者

の
約
七
〇
％
は
病
院
・
医
院
の
受
診
経
験
を
持
つ
が
︑
満
足
の
い

く
程
度
に
痛
み
が
や
わ
ら
い
だ
人
は
二
二
・
四
％
と
低
く
︑
半
数
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以
上
の
人
が
通
院
を
継
続
す
る
こ
と
を
や
め
︑
三
分
の
一
以
上
の

人
が
こ
の
半
年
の
う
ち
に
仕
事
︑
学
業
︑
家
事
を
休
む
こ
と
が
あ

っ
た
と
答
え
た6
︒

目
に
見
え
な
い
部
分
の
経
済
的
損
失
の
大
き
さ
も
問
題
と
さ
れ

て
い
る
︒
日
本
人
の
病
気
・
ケ
ガ
に
よ
る
医
療
費
以
外
の
経
済
的

損
失
︵
仕
事
が
で
き
な
い
こ
と
に
よ
る
収
入
減
を
含
む
︶
の
原
因
の
第

一
位
は
う
つ
病
な
ど
の
精
神
疾
患
で
一
兆
円
／
年
︑
第
二
位
が
疼

痛
︵
偏
頭
痛
︑
関
節
炎
を
含
む
︶
で
三
七
〇
〇
億
円
／
年
と
第
三
位

の
そ
の
他
す
べ
て
の
慢
性
疾
患
の
二
九
〇
〇
億
円
／
年
を
超
え
る

大
き
な
負
担
と
な
っ
て
い
る7
︒

慢
性
疼
痛
の
中
で
も
原
因
不
明
で
重
大
な
感
情
障
害
や
生
活
障

害
を
伴
う
も
の
を
一
次
性
慢
性
疼
痛
と
呼
び8
︑
そ
の
最
た
る
も
の

が
線
維
筋
痛
症
で
あ
る
︒
全
身
の
疼
痛
を
主
症
状
と
し
︑
不
眠
︑う

つ
病
な
ど
の
精
神
神
経
症
状
︑
過
敏
性
腸
症
候
群
︑
逆
流
性
食
道

炎
︑
過
活
動
膀
胱
な
ど
の
自
律
神
経
系
の
症
状
を
随
伴
症
状
と
す

る9
︒
近
年
の
脳
機
能
画
像
研
究
に
よ
り
中
枢
性
感
作
の
関
与
が
示

唆
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る10
︒
例
え
ば
脳
M
R
I
研
究
に

お
い
て
前
部
帯
状
回
︑
前
頭
前
皮
質
︑
島
皮
質
の
灰
白
質
の
量
の

減
少
が
報
告
さ
れ
た
り11
︑
圧
痛
刺
激
を
受
け
て
い
る
と
き
︑
吻
側

前
帯
状
回
︵Rostral A

C
C

︶
と
扁
桃
体
︑
海
馬
︑
脳
幹
部
と
の
機

能
的
結
合
が
健
常
人
に
比
し
弱
く
︑
下
行
性
疼
痛
抑
制
系
の
機
能

が
低
下
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る12
︒

線
維
筋
痛
症
は
禅
病
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
か
も
し
れ

な
い
︒
禅
病
はFocus A

ttention

︵
F
A
︶
系
の
瞑
想
が
引
き
金
に

な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
︑
白
隠
禅
師
の
軟
蘇
の
法
な
どO

pen 
M

onitoring

︵
O
M
︶
系
の
瞑
想
︵
慈
悲
の
瞑
想
も
含
ま
れ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
︶
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
こ
と
が
古
来
か
ら
言
わ
れ
て

い
る
︒
線
維
筋
痛
症
に
お
い
て
も
一
つ
の
こ
と
に
と
ら
わ
れ
る
こ

と
で
脳
内
に
無
意
識
の
う
ち
に
反
芻
が
起
こ
り
学
習
強
化
さ
れ
や

す
く
な
る
こ
と
︑
そ
の
結
果
︑
脳
自
体
が
疲
弊
し
て
気
づ
き
や
抑

制
が
働
か
な
く
な
る
こ
と
で
悪
循
環
が
止
め
ら
れ
な
く
な
る
こ
と

が
病
態
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
れ
は
う
つ
の
病
態
に
も
似
て
い
る
︒

最
近
の
調
査
に
よ
る
と
本
邦
に
お
い
て
線
維
筋
痛
症
患
者
は

一
・
七
％
︵
約
二
〇
〇
万
人
︑
男
女
比
一
：
四
・
八
︶
い
る
と
推
定

さ
れ
て
い
る9
︒
二
〇
〇
九
年
一
年
間
に
線
維
筋
痛
症
と
診
断
︑
診

療
さ
れ
た
患
者
数
は
一
一
〇
〇
〇
人
と
推
定
さ
れ
︑
主
に
診
断
に

あ
た
る
リ
ウ
マ
チ
医
は
関
節
リ
ウ
マ
チ
を
積
極
的
に
診
療
す
る
が
︑

線
維
筋
痛
症
の
診
療
は
避
け
て
い
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る9
︒ 

ま
た
多
く
は
病
院
に
行
か
ず
自
己
流
の
セ
ル
フ
ケ
ア
や
補
完
代

替
医
療
︵
C
A
M
︶
に
頼
っ
て
い
る13
︒
病
院
に
か
か
っ
て
も
薬
物

治
療
な
ど
に
抵
抗
性
で
医
療
難
民
化
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
と
な

っ
て
い
る
︒

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
リ
ウ
マ
チ
連
盟
が
二
〇
一
六
年
に
発
表
し
た
線
維

筋
痛
症
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン14
で
は
疾
患
に
つ
い
て
患
者
教
育
を
行
っ

た
上
で
︑
効
果
よ
り
も
副
作
用
が
懸
念
さ
れ
る
薬
物
療
法
よ
り
も

近
年
科
学
的
根
拠
︵
エ
ビ
デ
ン
ス
︶
が
蓄
積
さ
れ
安
全
性
に
加
え
効

果
も
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
非
薬
物
療
法
を
勧
め
る
べ

き
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
︒
非
薬
物
療
法
の
中
で
も
も
っ
と
も

エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
り
症
例
全
般
に
強
く
推
奨
さ
れ
る
の
は
運
動
で

あ
っ
た
︒
ま
だ
エ
ビ
デ
ン
ス
が
少
な
い
も
の
の
症
例
を
選
ん
で
推

奨
さ
れ
る
も
の
と
し
て
鍼
治
療
︑
認
知
行
動
療
法
︑
ハ
イ
ド
ロ
セ

ラ
ピ
ー
／
温
泉
療
法
︑
瞑
想
的
運
動
︵
気
功
︑
ヨ
ー
ガ
︑
太
極
拳
な

ど
︶︑
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
／
心
身
療
法
︑
複
数
の
組
み
合
わ
せ

︵
運
動
と
教
育
も
し
く
は
心
理
療
法
を
含
む
︶
等
が
挙
げ
ら
れ
た
︒

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
か
ら
言
え
る
の
は
混
合
診
療
︵
一
般
保
険

診
療
と
補
完
代
替
医
療
な
ど
の
自
由
診
療
を
同
時
に
行
う
こ
と
︶
を
許

さ
な
い
現
在
の
日
本
の
医
療
シ
ス
テ
ム
で
は
適
切
な
線
維
筋
痛
症

の
治
療
は
望
め
ず
︑
一
般
保
険
診
療
と
補
完
代
替
医
療
を
チ
ー
ム

医
療
と
し
て
展
開
す
る
統
合
医
療
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
は
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
全
般
で
言
え

る
こ
と
で
最
近
で
は
多
く
の
職
種
の
メ
ン
バ
ー
が
集
っ
て
診
療
す

る
集
学
的
慢
性
疼
痛
診
療
が
も
っ
と
も
エ
ビ
デ
ン
ス
が
高
く
︑
費

用
対
効
果
に
優
れ
医
原
性
の
合
併
症
を
起
こ
さ
な
い
治
療
で
あ
る

こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る15
︒
欧
米
諸
国
に
は
世
界
疼
痛
学
会
が
認

定
す
る
集
学
的
慢
性
疼
痛
診
療
チ
ー
ム
︵
学
際
的
痛
み
セ
ン
タ
ー
︶

が
多
く
存
在
し
︑
そ
の
数
は
増
加
し
て
い
る
が
受
診
は
数
カ
月
待

ち
の
状
態
︑
ま
だ
ま
だ
全
世
界
的
に
も
慢
性
疼
痛
の
診
療
は
追
い

つ
か
な
い
状
況
で
あ
る
︒
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
国
策
と
し
て
慢

性
疼
痛
対
策
に
取
り
組
み
成
功
を
収
め
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
で
は

一
九
九
九
年
に
は
一
〇
〇
〇
以
上
の
集
学
的
慢
性
疼
痛
診
療
チ
ー

ム
が
存
在
し
て
い
た
と
さ
れ
る
が15
︑
そ
の
後
経
済
状
況
の
悪
化
に

よ
る
も
の
な
の
か
急
激
に
減
少
し
現
在
で
は
九
〇
チ
ー
ム
と
な
っ

て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
り
安
易
な
医
療
用
麻
薬
︵
オ
ピ
オ
イ
ド
︶
の
処

方
が
増
加
し
毎
年
一
〇
〇
〇
〇
人
以
上
が
オ
ピ
オ
イ
ド
の
副
作
用

で
死
亡
し
て
い
る
︒
と
く
に
四
五
歳
か
ら
五
四
歳
の
非
ヒ
ス
パ
ニ

ッ
ク
系
白
人
︵
一
般
白
人
︶
の
薬
物
中
毒
に
よ
る
死
亡
は
一
九
九
九

年
か
ら
二
〇
一
四
年
に
か
け
て
約
四
倍
と
な
り
︑
肺
が
ん
を
超
え

て
死
亡
原
因
の
第
一
位
と
な
っ
た16
︵
図
1
︶︒
こ
の
傾
向
は
ほ
か
の

欧
米
諸
国
で
は
見
ら
れ
な
い
︵
図
2
︶︒
オ
ピ
オ
イ
ド
依
存
症
も
二

〇
一
四
年
時
点
で
約
二
〇
〇
万
人
い
る
と
さ
れ17
︑
非
が
ん
性
疼
痛

に
対
し
て
か
か
り
つ
け
医
か
ら
オ
ピ
オ
イ
ド
が
処
方
さ
れ
る
と
四

人
に
一
人
が
依
存
症
で
あ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る18
︒
日
本
に

お
い
て
も
非
が
ん
性
疼
痛
に
対
し
て
オ
ピ
オ
イ
ド
処
方
が
簡
単
な

ウ
ェ
ブ
講
習
で
可
能
と
な
っ
て
お
り
今
後
大
き
な
問
題
に
な
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
︒
日
本
に
お
い
て
集
学
的
慢
性
疼
痛
診
療
チ
ー

ム
は
ま
だ
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
く
︑
近
い
将
来
日
本
で
も
同
じ
こ

と
が
起
こ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
さ
れ
る
︒
こ
れ
を
受
け
国
策
と

し
て
厚
生
労
働
省
が
慢
性
の
痛
み
対
策
研
究
事
業
に
取
り
掛
か
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

1-

2　

治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
統
合
医
療
的
介
入
の
概
要

そ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
︑
大
阪
大
学
医
学
部
附
属
病
院
で
は
疼

痛
医
療
セ
ン
タ
ー
が
二
〇
〇
六
年
に
組
織
さ
れ
︑
私
の
所
属
す
る

図１　45〜54歳の非ヒスパニック系白人の原因別死亡率
（Anne Case, and Angus Deaton PNAS 2015;112:15078-
15083より改変）
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統
合
医
療
学
寄
附
講
座
も
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
臨
床

試
験
を
行
う
こ
と
と
な
り
︑
二
〇
一
五
年
度
よ
り
そ
の
一
員
と
な

っ
た
︒﹁
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
統
合
医
療
の
実
施
可

能
性
に
関
す
る
検
討
﹂
と
題
し
た
こ
の
臨
床
試
験
は
︑
大
阪
大
学

医
学
部
附
属
病
院
疼
痛
医
療
セ
ン
タ
ー
に
集
ま
る
一
般
保
険
医
療

で
は
良
く
な
ら
な
い
慢
性
疼
痛
患
者
に
対
し
て
︑
一
般
保
険
医
療

関
係
者
と
チ
ー
ム
を
組
ん
で
補
完
代
替
医
療
が
利
用
可
能
で
あ
る

か
を
検
証
す
る
臨
床
試
験
で
あ
る
︒
こ
の
参
加
者
の
中
に
は
線
維

筋
痛
症
と
診
断
さ
れ
る
患
者
も
含
ま
れ
た
︒

疼
痛
医
療
セ
ン
タ
ー
副
セ
ン
タ
ー
長
の
柴
田
政
彦
疼
痛
医
学
寄

附
講
座
教
授
を
中
心
に
構
想
が
練
ら
れ
た
︒
慢
性
疼
痛
に
豊
富
な

エ
ビ
デ
ン
ス
の
あ
る
運
動
療
法
に
関
し
て
は
理
学
療
法
士
が
保
険

適
用
で
行
っ
て
お
り
︑
す
で
に
行
わ
れ
て
い
る
患
者
も
少
な
く
な

い
こ
と
か
ら
プ
ロ
ト
コ
ル
か
ら
除
外
し
た
︒
次
に
エ
ビ
デ
ン
ス
の

豊
富
な
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
認
知
行
動
療
法
に
関
し
て
は
い
ま
だ

保
険
適
用
が
な
く
︑
一
般
保
険
医
療
で
は
手
が
出
せ
な
い
部
分
で

あ
る
︵
う
つ
に
対
す
る
認
知
行
動
療
法
は
保
険
適
用
が
あ
る
︶︒
今
回

専
門
の
臨
床
心
理
士
に
協
力
を
要
請
し
た
が
日
本
で
は
研
究
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
プ
ロ
ト
コ
ル
が
定
ま
ら
ず
断
念
し
た
︒
こ
の
よ

う
に
エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
す
ぐ
に
日
本
に
適
応
で

き
る
と
も
限
ら
な
い
︒
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
ス
ト
レ
ス
低
減
法

︵
M
B
S
R
︶
が
線
維
筋
痛
症
な
ど
の
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
効

果
的
で
あ
る
エ
ビ
デ
ン
ス
も
近
年
増
え
て
い
る19
︒
し
か
し
イ
ン
ス

ト
ラ
ク
タ
ー
に
な
る
た
め
に
は
現
時
点
で
は
海
外
で
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
が
必
要
で
あ
り
︑
や
っ
と
先
日
日
本
で
も
M
B
S
R
八
週
間

プ
ロ
グ
ラ
ム
が
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る20
︒
実

は
筆
者
も
こ
の
日
本
初
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き

た
︒
こ
こ
で
の
詳
細
報
告
は
省
略
す
る
が
︑
長
年
の
経
験
と
科
学

的
考
察
に
支
え
ら
れ
た
︑
相
手
を
選
ば
な
い
素
晴
ら
し
い
プ
ロ
グ

ラ
ム
と
感
じ
た
︒

今
回
は
M
B
S
R
の
代
わ
り
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
認
知
療
法

︵
M
B
C
T
︶
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
︒
こ
ち
ら
は
先
日
ま
で
イ

ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
認
定
制
度
は
な
く
︑
論
文
を
見
る
と
ス
ー
パ
ー

バ
イ
ズ
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
質
の
担
保
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い

た
が21
︑
二
〇
一
六
年
一
〇
月
にM

BC
T Training Pathway

の

version 1.0

が
公
開
さ
れ
︑
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
認
定
制
度
が
明
示

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た22
︒
今
回
の
臨
床
試
験
は
認
可
制
度
前
で
あ

っ
た
が
︑
M
B
C
T
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
で
一
年
間
受
け
︑com

petent teacher

︵
今
回
の
認
定
制
度
で
最
も

上
位
の
認
定
︶
を
受
け
て
い
る
名
古
屋
経
済
大
学
短
期
大
学
部
の
家

接
哲
次
教
授
︵
臨
床
心
理
士
︶
よ
り
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
た
︒
介
入
者
は
筆
者
で
今
回
の
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
認

定
制
度
で
明
示
さ
れ
て
い
る
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

を
受
け
る
条
件
︵
①
少
な
く
と
も
一
年
間
は
個
人
的
に
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
瞑
想
を
練
習
し
て
い
る
︑
②
M
B
C
T
八
週
間
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参

加
経
験
が
あ
る
︑
③
個
人
&
グ
ル
ー
プ
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
ス
キ
ル
が

あ
る
︑
④
認
知
行
動
療
法
な
ど
の
構
造
化
さ
れ
た
心
理
療
法
お
よ
び

M
B
C
T
を
適
用
す
る
予
定
の
疾
患
や
対
象
を
理
解
し
︑
臨
床
経
験
が

あ
る
︑
⑤
専
門
的
な
資
格
︵
医
学
︑
心
理
学
︑
教
育
︑
福
祉
分
野
な
ど
︶

を
有
す
る
︶
の
う
ち
M
B
C
T
八
週
間
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
経
験

以
外
を
満
た
し
て
い
た
︵
臨
床
試
験
中
の
二
〇
一
六
年
七
月
に

M
B
C
T
創
設
者
の
一
人
で
あ
る
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
来
日
の
際

に
M
B
C
T
三
日
間
リ
ト
リ
ー
ト
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
︶︒
臨
床

試
験
前
に
医
局
員
に
対
し
て
M
B
C
T
の
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ズ
セ
ッ

シ
ョ
ン
を
行
い
実
際
に
行
え
る
か
確
認
し
た
︒

今
回
の
臨
床
試
験
で
は
M
B
C
T
も
し
く
は
ヨ
ー
ガ
療
法
が
行

わ
れ
︑
そ
れ
に
同
時
並
行
し
て
鍼
治
療
︑
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
も
有

資
格
者
が
行
っ
た
が
︑
M
B
C
T
以
外
に
関
し
て
の
詳
細
は
今
回

の
報
告
で
は
割
愛
す
る
︒

1-

3
　
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
統
合
医
療
的
介
入
の
結
果

中
間
報
告
と
な
る
が
︑
こ
こ
ま
で
の
結
果
を
報
告
す
る
︒
現
時

点
で
一
九
例
に
介
入
を
行
い
︵
鍼
︑
ア
ロ
マ
セ
ラ
ピ
ー
は
全
例
︑

M
B
C
T
は
五
例
︑
ヨ
ー
ガ
療
法
一
二
例
︶︑
M
B
C
T
を
受
け
た
一

例
が
冠
婚
葬
祭
の
た
め
介
入
後
評
価
を
欠
席
し
︑
ヨ
ー
ガ
療
法
を

受
け
た
一
例
が
効
果
を
実
感
で
き
な
い
た
め
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し

た
ほ
か
一
七
例
で
介
入
後
評
価
を
施
行
し
た
︒
介
入
に
よ
る
重
篤

な
有
害
事
象
は
認
め
な
か
っ
た
︒

N
R
S
と
呼
ば
れ
る
今
の
痛
み
を
0︲

10
の
一
一
段
階
で
評
価

す
る
疼
痛
尺
度
は
介
入
前
後
で5.88

±2.76

︵
平
均
±
標
準
偏
差
︶
か

ら5.35

±3.22

へ
小
さ
く
改
善
も
有
意
と
は
な
ら
な
か
っ
た︵p=0.22, 

SM
D

= ︲0.31

︶︒
こ
こ
で
S

M
D
と
はStandardized M

ean D
ifference

︵
標
準
化
平
均
差
︶の
こ
と
で
︑
0
は
変
化
な
し
︑
1
は
一
標
準
偏
差

増
加
し
た
こ
と
を
示
す
︒0.2

前
後
で
小
さ
な
変
化
︑0.5

前
後
で
中

等
度
の
変
化
︑0.8

前
後
で
大
き
な
変
化
と
見
な
さ
れ
る
︒

M
B
C
T
を
受
け
た
四
例
で
は7

±2.45

か
ら4.75

±3.5

へ
有
意
に

非
常
に
大
き
く
改
善
し
た
︵p=0.0374, SM

D
=︲1.78

︶︒

P
D
A
S
と
呼
ば
れ
る
A
D
L
︵
日
常
生
活
動
作
︶
の
尺
度
は

19.35

±8.93

か
ら15.59

±8.28

へ
有
意
に
大
き
く
改
善
し
た

︵p=0.0005, SM
D

=︲1.06

︶︒
M
B
C
T
を
受
け
た
四
例
で
も22

±

4.69

か
ら17.5

±3.11

へ
有
意
に
非
常
に
大
き
く
改
善
し
た

︵p=0.0138, SM
D

=︲2.60

︶︒

P
C
S
と
呼
ば
れ
る
破
局
的
思
考
の
尺
度
で
は31.29

±11.11

か

ら25.88

±12.75

へ
有
意
に
中
等
度
の
改
善
を
示
し
た
︵p=0.0345, 

SM
D

= ︲0.56

︶︒
M
B
C
T
を
受
け
た
四
例
で
は32

±8.16

か
ら23

±17.81

へ
有
意
で
は
な
い
が
中
等
度
か
ら
大
き
な
改
善
を
示
し
た

︵p=0.2591, SM
D

=︲0.694

︶︒

ま
と
め
る
と
︑
M
B
C
T
を
行
っ
た
群
で
は
痛
み
や
日
常
生
活

動
作
で
大
き
な
改
善
を
示
し
た
︒
鍼
や
ア
ロ
マ
も
受
け
て
い
る
た

め
Ｍ
Ｂ
Ｃ
Ｔ
の
み
の
効
果
と
は
言
い
切
れ
な
い
が
︑
思
っ
た
以
上

図２　45〜54歳の国別全死亡率
（Anne Case, and Angus Deaton PNAS 2015;112:15078-15083 
より改変）
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の
効
果
が
認
め
ら
れ
た
︒

1-
4
　
症
例
報
告

今
回
M
B
C
T
を
受
け
ら
れ
た
中
の
一
例
を
紹
介
し
︑

M
B
C
T
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
実
際
に
ど
の
よ
う
な
変
化
が

起
こ
っ
た
の
か
考
察
し
た
い
︒

症
例
A
は
六
〇
代
女
性
︑
脊
髄
腫
瘍
摘
出
後
の
右
大
腿
部
痛
で

N
R
S
5
の
痛
み
を
訴
え
て
い
た
︒
P
D
A
S
は24

と
カ
ッ
ト
オ

フ
値
の10

を
大
き
く
超
え
A
D
L
も
低
下
し
て
お
り
︑
P
C
S
も

34

と
カ
ッ
ト
オ
フ
値
の30

を
超
え
る
破
局
的
な
思
考
を
持
っ
て
お

ら
れ
た
︒
二
〇
年
以
上
痛
み
や
し
び
れ
が
続
い
て
お
り
︑
無
理
し

て
歩
く
と
膝
の
上
を
痛
め
歩
け
な
く
な
り
入
院
を
繰
り
返
し
て
い

た
︒
主
治
医
か
ら
は
歩
い
て
も
い
い
と
言
わ
れ
て
い
る
の
に
︑
歩

こ
う
と
す
る
と
そ
の
恐
怖
が
襲
っ
て
き
て
パ
ニ
ッ
ク
に
な
る
こ
と

も
た
び
た
び
あ
っ
た
と
い
う
︒
目
標
は
痛
み
と
仲
良
く
付
き
合
っ

て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
1
の
テ
ー
マ
は
﹁
自
動
操
縦
状
態
に
気
づ
く
﹂︒
毎

回
テ
ー
マ
を
ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド
に
書
い
て
気
づ
き
を
促
し
た
︒
お

互
い
の
自
己
紹
介
の
後
︑
レ
ー
ズ
ン
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
ま
ず
行
っ

た
︒
レ
ー
ズ
ン
を
五
感
︑
つ
ま
り
触
覚
︑
視
覚
︑
嗅
覚
︑
聴
覚
︑
味

覚
を
使
っ
て
じ
っ
く
り
味
わ
う
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
だ
が
︑
レ
ー
ズ
ン

と
は
言
わ
ず
に
﹁
火
星
に
降
り
立
っ
て
渡
さ
れ
た
火
星
の
食
べ
物
﹂

と
説
明
し
︑
初
心
で
行
う
こ
と
を
促
し
た
︒

A
﹁
集
中
し
て
い
る
と
痛
く
な
く
て
後
で
痛
く
な
っ
た
の
で
す

が
︑
そ
う
い
う
時
間
が
増
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
﹂
と
集
中
に
よ
り

痛
み
と
距
離
を
取
れ
る
こ
と
を
学
ん
だ
︒

次
に
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
と
呼
ば
れ
る
じ
っ
と
し
た
ま
ま
足
先
か

ら
頭
の
先
ま
で
順
に
意
識
を
持
っ
て
ゆ
き
体
の
隅
々
ま
で
感
じ
つ

く
す
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
を
四
五
分
間
行
っ
た
︒

﹁
一
瞬
意
識
が
途
切
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
︒
今
こ
こ
に
戻
っ

て
き
た
時
は
ホ
ッ
と
し
た
感
じ
で
し
た
﹂
と
ガ
イ
ド
ど
お
り
に
意

識
は
さ
ま
よ
う
も
穏
や
か
に
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
と
し
て
︑
C
D
を
聞
き
な
が
ら
四
五

分
間
の
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
と
食
事
の
際
に
一
口
目
だ
け
で
も
レ
ー

ズ
ン
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
の
よ
う
な
食
べ
る
瞑
想
を
お
願
い
し
た
︒
毎

回
最
後
に
呼
吸
へ
の
意
識
づ
け
を
三
分
程
度
行
っ
て
終
了
と
し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
2
の
テ
ー
マ
は
﹁
頭
の
な
か
で
生
き
て
い
る
︵
う

ま
く
い
か
な
い
時
︶﹂︒
ま
ず
は
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
を
お
化
け
屋
敷
の

探
検
に
た
と
え
て
行
っ
た
︒
そ
の
際
︑
身
体
の
各
部
分
に
意
識
を

持
っ
て
ゆ
く
の
が
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
︑
呼
吸
と
と
も
に
意
識
を
広

げ
て
ゆ
く
の
が
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
と
比
喩
を
用
い
た
︒

﹁
呼
吸
っ
て
い
つ
も
は
意
識
し
て
い
な
い
で
す
よ
ね
︒
深
く
息
を

吸
う
こ
と
で
い
つ
も
痛
み
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
か
ら
ち

ょ
っ
と
無
に
な
れ
る
︒
呼
吸
に
集
中
で
き
る
︒
そ
れ
が
大
き
か
っ

た
か
な
﹂
と
呼
吸
へ
の
意
識
に
興
味
を
持
た
れ
︑
十
分
に
集
中
で

き
た
よ
う
だ
っ
た
︒

次
に
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
振
り
返
り
を
行
っ
た
︒

﹁
最
初
一
日
目
は
一
〇
分
ぐ
ら
い
で
眠
気
が
︒
ま
た
起
き
て
や
っ

て
︒
呼
吸
が
大
事
だ
な
ぁ
と
︒
そ
こ
に
意
識
を
持
っ
て
ゆ
き
な
さ

い
っ
て
言
わ
れ
て
︒
ど
う
し
て
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な
い
の
か
全
然

わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
二
日
目
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
く
る
と
あ
ま
り
居

眠
り
し
な
く
な
っ
て
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
︒
そ
う
し
て
い

る
う
ち
に
い
つ
も
緊
張
し
て
い
る
ん
だ
な
ぁ
と
気
が
つ
い
て
き
て
︑

や
っ
て
い
る
と
き
四
〇
︑
五
〇
分
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
緊
張
を
ほ
ぐ

す
こ
と
に
意
識
を
持
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
し
た
ん
で
す
ね
︒
そ
の
間

は
不
思
議
な
ん
で
す
が
︑
し
び
れ
と
か
痛
み
と
か
感
じ
な
い
︒
何

か
に
集
中
し
て
無
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
痛
み
を
感
じ
な

く
す
る
一
つ
の
方
法
じ
ゃ
な
い
か
と
覚
え
ま
し
た
﹂
と
す
で
に
効

果
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
日
常
生
活
の
中
で
の
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
に
加
え
て
お
化
け
屋
敷
の
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
二
〇
分
と
一

〇
分
の
呼
吸
瞑
想
︵
あ
る
が
ま
ま
の
呼
吸
を
感
じ
や
す
い
身
体
の
部
分

に
意
識
を
向
け
る
︶
の
C
D
を
使
う
よ
う
お
願
い
し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
3
の
テ
ー
マ
は
﹁
散
漫
し
た
心
を
ま
と
め
る
︵
呼

吸
へ
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
︶﹂︒
呼
吸
瞑
想
か
ら
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
は

じ
め
た
︒

A
﹁
呼
吸
っ
て
い
う
の
は
ね
︑
も
の
す
ご
く
大
切
な
ん
だ
と
一

回
目
︑
二
回
目
の
C
D
を
通
じ
て
感
じ
ま
し
た
︒
呼
吸
を
無
意
識

に
や
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
︒
私
の
場
合
は
腹
式
呼
吸
の
ほ
う
が
充

実
感
が
あ
る
の
で
家
で
も
そ
う
し
て
い
ま
す
﹂
と
お
腹
に
意
識
を

向
け
て
呼
吸
を
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

次
に
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
振
り
返
り
を
行
っ
た
︒

A
﹁
私
は
お
化
け
屋
敷
が
大
好
き
で
毎
日
や
っ
て
い
ま
し
た
︒
お

化
け
屋
敷
と
は
よ
く
考
え
た
な
と
い
う
思
い
で
︑
一
回
目
の
も
い

い
ん
で
す
け
ど
も
今
週
は
全
部
お
化
け
屋
敷
で
し
た
︒
何
が
良
か

っ
た
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
け
ど
も
︑
私
は
お
化
け
屋
敷

と
い
う
も
の
を
恐
怖
と
し
て
捉
え
た
ん
で
す
︒
私
の
場
合
は
︑
い

つ
襲
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
恐
怖
が
パ
ニ
ッ
ク
症
候
群
を
引
き

起
こ
す
原
因
じ
ゃ
な
い
か
と
医
師
の
先
生
に
も
言
わ
れ
て
い
る
ん

で
す
け
ど
︑
恐
怖
を
自
分
で
克
服
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
理
解
し
て
︑

痛
み
が
来
る
と
過
呼
吸
に
な
っ
て
緊
張
し
て
固
く
な
る
ん
で
す
が
︑

呼
吸
で
ゆ
っ
く
り
と
ゆ
っ
く
り
と
や
っ
て
い
く
と
痛
み
を
そ
ん
な

に
強
く
感
じ
な
く
な
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
と
こ
の
お
化
け

屋
敷
を
や
っ
て
い
て
思
っ
た
ん
で
す
け
ど
︒
で
す
か
ら
お
化
け
屋

敷
は
私
の
友
達
で
す
﹂
と
す
で
に
痛
み
だ
け
で
は
な
く
恐
怖
と
も

呼
吸
を
使
っ
て
仲
良
く
な
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

こ
の
週
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ス
ト
レ
ッ
チ
と
呼
ば
れ
る
呼
吸
と
身

体
に
意
識
を
向
け
な
が
ら
ヨ
ー
ガ
の
ア
ー
サ
ナ
を
行
っ
た
︒

A
﹁
気
持
ち
よ
か
っ
た
︒
手
を
上
に
あ
げ
た
り
お
ろ
し
た
り
す

る
だ
け
な
ん
で
す
け
ど
血
液
の
流
れ
を
感
じ
た
り
し
て
︑
普
段
は

何
も
意
識
を
し
た
り
し
て
い
な
い
ん
で
す
け
ど
意
識
を
す
る
と
い

ろ
い
ろ
な
こ
と
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
気
持
ち
よ
か
っ
た
で

す
﹂
と
身
体
の
感
覚
も
繊
細
に
感
じ
ら
れ
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ス
ト
レ
ッ
チ
と

三
分
間
呼
吸
空
間
法
と
呼
ば
れ
る
︑
ま
ず
今
こ
こ
の
身
体
の
感
覚

や
感
情
︑
思
考
に
気
づ
く
第
一
段
階
︑
次
に
呼
吸
に
意
識
を
集
め

る
と
い
う
第
二
段
階
︑
さ
ら
に
第
三
段
階
で
は
そ
の
呼
吸
で
身
体

の
感
覚
や
感
情
︑
思
考
を
包
み
込
む
と
い
う
M
B
C
T
独
自
の
ミ

ニ
瞑
想
が
追
加
さ
れ
た
︒
ま
た
嫌
な
出
来
事
日
誌
と
い
う
嫌
な
こ

と
が
あ
っ
た
と
き
の
身
体
の
感
覚
︑
感
情
︑
思
考
︑
さ
ら
に
日
誌

を
書
い
て
い
る
と
き
の
気
づ
き
を
書
き
留
め
る
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
を

お
願
い
し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
4
の
テ
ー
マ
は
﹁
嫌
悪
に
気
づ
く
︵
現
在
に
と
ど
ま

る
︶﹂︒
坐
瞑
想
か
ら
は
じ
め
︑
体
験
を
シ
ェ
ア
し
て
も
ら
っ
た
︒

A
﹁
気
持
ち
が
良
く
て
半
分
寝
て
い
ま
し
た
﹂

林
﹁
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
︒
寝
て
し
ま
っ
て
も
構
い
ま
せ

ん
の
で
︒
そ
の
寝
て
し
ま
っ
た
こ
と
︑
ハ
ッ
と
起
き
た
瞬
間
と
か

に
は
気
づ
け
ま
し
た
？
﹂
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A
﹁
ち
ょ
っ
と
寝
た
ら
起
き
る
ん
で
す
け
ど
︑
今
な
に
か
や
っ

て
い
る
ん
だ
な
ぁ
と
気
づ
く
ん
で
す
が
ま
た
寝
ち
ゃ
う
ん
で
す
﹂

林
﹁
そ
の
と
き
身
体
ど
ん
な
感
じ
で
し
た
？
﹂

A
﹁
気
持
ち
い
い
で
す
﹂

林
﹁
ど
こ
ら
へ
ん
が
？
﹂

Ａ
﹁
上
半
身
︑
肩
と
か
背
中
と
か
﹂
と
寝
て
し
ま
っ
た
こ
と
に

対
し
て
も
優
し
く
気
づ
き
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
た
︒

次
に
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
を
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
︒

A
﹁
あ
れ
気
持
ち
い
い
︒
首
の
運
動
か
ら
脇
を
伸
ば
す
︒
あ
れ

普
通
や
っ
て
い
な
い
で
す
も
ん
ね
︒
三
日
月
の
ポ
ー
ズ
？
﹂
と
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ス
ト
レ
ッ
チ
も
喜
ん
で
行
っ
て
い
た
︒

ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
嫌
な
出
来
事
日
誌
に
つ
い
て
も
振
り
返
り
を

行
っ
た
︒

A
﹁
年
金
の
通
知
が
来
て
︑
返
信
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
か
っ
た

ん
で
す
が
書
け
な
い
︒
そ
う
い
う
と
き
痛
く
な
る
ん
で
す
︒
み
ん

な
書
け
る
の
に
自
分
だ
け
書
け
な
い
︒
バ
カ
と
か
考
え
て
足
が
し

び
れ
た
り
痛
く
な
り
ま
し
た
﹂

林
﹁
そ
の
時
は
ど
ん
な
思
考
が
浮
か
び
ま
し
た
？
﹂

A
﹁
嫌
な
も
の
が
き
た
な
︒
め
ん
ど
く
さ
い
﹂

林
﹁
嫌
と
い
う
感
情
も
浮
か
ん
だ
ん
で
す
ね
？
﹂

A
﹁
そ
れ
が
引
き
金
に
な
っ
て
ス
ト
レ
ス
に
な
る
︒
い
つ
も
や

っ
て
い
る
こ
と
と
違
う
こ
と
が
出
て
き
た
だ
け
で
﹂

林
﹁
そ
の
時
の
感
情
を
ど
こ
で
感
じ
ま
し
た
？
﹂

A
﹁
胸
が
ド
キ
ド
キ
し
て
き
て
﹂

林
﹁
そ
の
胸
の
ド
キ
ド
キ
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
気
づ
け
て
い
ま

し
た
？
﹂

A
﹁
は
い
﹂

林
﹁
そ
の
胸
の
ド
キ
ド
キ
に
留
ま
る
こ
と
っ
て
で
き
ま
し
た
？
﹂

A
﹁
で
き
な
か
っ
た
で
す
﹂

林
﹁
そ
こ
で
留
ま
れ
な
く
て
足
が
痛
い
ま
で
行
っ
ち
ゃ
っ
た
ん

で
す
ね
︒
も
し
か
し
て
そ
こ
に
留
ま
れ
た
ら
﹃
ド
キ
ド
キ
に
気
づ

け
た
︒
良
か
っ
た
︒﹄
と
思
え
て
ス
ト
レ
ス
に
な
ら
ず
足
ま
で
行
か

な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
﹂
と
こ
の
週
の
テ
ー
マ
に
合
わ
せ

て
︑
嫌
な
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
と
き
は
気
づ
か
な
い
う
ち
に

思
考
︑
感
情
︑
感
覚
が
連
動
し
て
い
る
こ
と
へ
の
気
づ
き
を
促
し

た
︒

こ
の
週
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
︵
ゆ
っ
く
り
身
体
の
感

覚
の
変
化
に
気
づ
き
な
が
ら
呼
吸
と
と
も
に
歩
く
︶
も
行
っ
た
︒

A
﹁
歩
き
方
の
リ
ハ
ビ
リ
ま
で
半
年
間
し
た
の
に
学
ん
で
な
い

わ
﹂
と
ゆ
っ
く
り
歩
く
こ
と
の
難
し
さ
と
呼
吸
へ
意
識
を
持
っ
て

ゆ
く
こ
と
の
大
切
さ
を
述
べ
ら
れ
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
は
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

と
三
分
間
呼
吸
空
間
法
の
応
用
と
し
て
第
一
段
階
で
感
情
的
に
な

っ
た
と
き
に
感
情
に
名
前
を
つ
け
て
脱
中
心
化
を
図
り
︵
ラ
ベ
リ

ン
グ
︶︑
第
二
段
階
で
呼
吸
を
数
え
︵
数
息
観
︶︑
第
三
段
階
で
﹁
大

丈
夫
︑
何
が
起
こ
っ
て
も
大
丈
夫
︑
も
う
そ
の
こ
と
は
起
き
て
い

る
の
だ
か
ら
﹂
と
心
の
な
か
で
唱
え
︑
息
を
吸
い
な
が
ら
受
け
と

め
︑
息
を
吐
き
な
が
ら
手
放
す
実
践
を
追
加
し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
5
の
テ
ー
マ
は
﹁
あ
る
が
ま
ま
を
許
す
︵
そ
の
ま

ま
で
い
る
︶﹂︒
テ
ー
マ
に
関
す
る
教
示
を
用
い
な
が
ら
坐
瞑
想
を

行
っ
た
︒

A
﹁
半
分
眠
気
が
襲
っ
て
き
ま
し
た
︒
夢
の
な
か
に
入
っ
て
ゆ

く
感
じ
﹂

林
﹁
そ
れ
を
ど
こ
で
感
じ
て
い
ま
し
た
？
﹂

A
﹁
頭
だ
と
思
い
ま
す
﹂

林
﹁
身
体
は
ど
う
で
し
た
？
﹂

A
﹁
感
じ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
自
分
が
ど
こ
に
い
た
の
か

な
と
思
っ
た
ら
こ
こ
だ
っ
て
気
づ
き
ま
し
た
﹂
と
眠
気
に
対
し
て

も
あ
る
が
ま
ま
を
許
し
な
が
ら
気
づ
き
を
促
し
た
︒

ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
振
り
返
り
で
は
日
常
生
活
の
中
で
の
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
を
語
っ
て
い
た
だ
い
た
︒

A
﹁
ま
ず
は
呼
吸
︒
気
が
つ
い
た
ら
呼
吸
に
意
識
を
持
っ
て
行

っ
て
い
ま
す
﹂
と
日
常
生
活
の
中
に
も
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
が
浸

透
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
坐
瞑
想
を
中
心
に
各
自
で
ア
レ
ン

ジ
し
て
も
ら
い
︑
引
き
続
き
三
分
間
呼
吸
空
間
法
や
日
常
生
活
の

中
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
も
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
た
だ
く
よ
う

促
し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
6
の
テ
ー
マ
は
﹁
思
考
は
事
実
で
は
な
い
﹂︒
ま
ず

は
テ
ー
マ
も
絡
め
な
が
ら
坐
瞑
想
を
行
っ
た
︒

A
﹁
眠
く
な
っ
て
い
ま
し
た
が
呼
吸
に
意
識
を
持
っ
て
行
っ
て

起
き
て
い
ま
し
た
︒
こ
の
ま
ま
寝
た
ら
気
持
ち
い
い
だ
ろ
う
と
も

思
い
ま
し
た
が
﹂

林
﹁
そ
の
と
き
体
の
感
覚
は
？
﹂

A
﹁
呼
吸
し
て
い
た
だ
け
で
他
に
意
識
は
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
﹂林

﹁
眠
り
か
け
て
い
た
状
態
で
も
呼
吸
に
は
意
識
を
持
っ
て
行

っ
て
い
た
︒
す
る
と
ど
う
で
す
か
︒
普
段
と
は
違
う
感
じ
て
し
た

か
？
﹂

A
﹁
は
い
︑
と
て
も
良
い
気
分
で
﹂
と
あ
ま
り
思
考
は
浮
か
ん

で
こ
な
か
っ
た
様
子
だ
が
︑
他
の
方
の
体
験
の
シ
ェ
ア
を
受
け
て
︑

A
﹁
不
思
議
で
す
ね
︑
言
葉
っ
て
い
う
の
は
︒
B
さ
ん
が
﹃
痛

み
﹄
っ
て
言
っ
た
瞬
間
に
痛
く
な
り
ま
し
た
﹂
と
思
考
と
感
覚
の

関
係
に
気
づ
か
れ
た
よ
う
だ
っ
た
︒

次
に
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
振
り
返
り
を
行
っ
た
︒

A
﹁
私
は
こ
な
い
だ
の
ヨ
ー
ガ
な
ん
で
す
が
ち
ょ
っ
と
痛
め
ま

し
て
筋
肉
痛
が
︒
い
か
に
自
分
が
身
体
を
使
っ
て
い
な
い
の
か
と

い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
︒
棒
の
よ
う
に
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
︒
あ
の
程
度
で
筋
肉
痛
が
起
き
る
と
は
︒
実
は
若
い
こ
ろ

ヨ
ー
ガ
を
か
じ
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
︒
で
も
捻
る
こ
と
で
筋

肉
痛
を
起
こ
し
て
し
ま
っ
て
︒
手
の
方
だ
け
に
し
ま
し
た
﹂
と
無

理
を
し
す
ぎ
ず
中
道
で
続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
に
も
気
づ
か
れ
た

よ
う
だ
っ
た
︒

日
常
生
活
の
中
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
シ
ェ
ア
し
て
も
ら
っ

た
︒A

﹁
料
理
が
楽
し
く
な
り
ま
し
た
︒
今
ま
で
で
し
た
ら
三
〇
分

立
っ
て
い
る
と
辛
か
っ
た
の
が
平
気
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
で
も

座
っ
て
呼
吸
に
意
識
を
持
っ
て
行
く
︒
今
日
は
何
を
作
ろ
う
か
な

と
お
昼
ご
ろ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
し
て
︑
ワ
イ
ン
飲
む
と
き
何
と
合
わ

せ
よ
う
と
か
﹂
と
活
動
の
幅
も
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え

た
︒次

に
下
記
の
よ
う
に
紙
の
表
裏
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
読
ん

で
ど
ん
な
思
考
が
浮
か
ん
で
き
た
か
シ
ェ
ア
し
て
も
ら
っ
た
︒

表　

あ
な
た
は
仕
事
で
同
僚
と
口
論
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
落
ち

込
ん
で
い
ま
す
︒
そ
の
す
ぐ
後
本
社
に
い
る
別
の
同
僚
に
会
っ
た

時
︑
そ
の
人
は
今
ち
ょ
っ
と
話
す
時
間
が
な
い
ん
だ
と
言
い
な
が

ら
走
り
去
り
ま
し
た
︒
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
す
か
︒
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裏　

あ
な
た
は
同
僚
と
良
い
仕
事
を
し
て
賞
賛
を
浴
び
た
の
で
幸

せ
を
感
じ
て
い
ま
す
︒
そ
の
す
ぐ
後
本
社
に
い
る
別
の
同
僚
に
会

っ
た
時
︑
そ
の
人
は
今
ち
ょ
っ
と
話
す
時
間
が
な
い
ん
だ
と
言
い

な
が
ら
走
り
去
り
ま
し
た
︒
あ
な
た
は
ど
う
思
い
ま
す
か
︒

A
﹁
表
は
無
視
さ
れ
た
の
か
な
と
思
っ
て
さ
ら
に
落
ち
込
む
︒
裏

は
賞
賛
を
浴
び
た
っ
て
こ
と
で
あ
れ
ば
ど
こ
か
顔
に
出
る
と
思
う

ん
で
す
ね
︒
そ
れ
を
聞
か
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
こ
と

に
嫉
妬
心
を
持
た
れ
て
話
し
た
く
な
い
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
﹂

他
の
方
か
ら
も
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
が
シ
ェ
ア
さ
れ
︑
同
じ
シ
チ

ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
も
人
に
よ
っ
て
︑
ま
た
自
分
の
心
の
状
態
に
よ

っ
て
も
捉
え
方
が
違
う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
︒
そ
し
て
﹁
思
考
は

現
実
で
は
な
い
﹂
と
い
う
今
回
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
体
験
に
基

づ
い
て
気
づ
き
を
深
め
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
前
週
に
続
い
て
日
常
生
活
の
中
の

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
こ
れ
ま
で
行
っ
た
こ
と
の
組
み
合
わ
せ
と

し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
7
の
テ
ー
マ
は
﹁
自
分
を
大
切
に
す
る
﹂︒
テ
ー
マ

に
気
づ
い
て
も
ら
う
た
め
に
慈
悲
の
瞑
想
を
取
り
入
れ
た
︒

A
﹁
私
は
毎
日
痛
か
っ
た
の
で
︑
人
の
こ
と
を
考
え
る
余
裕
が

な
か
っ
た
︒
今
も
自
分
の
こ
と
を
最
初
に
考
え
て
し
ま
う
︒
心
に

余
裕
が
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
﹂

林
﹁
今
は
ど
う
で
す
か
？　

慈
悲
の
瞑
想
を
し
て
み
て
﹂

A
﹁
ち
ょ
っ
と
穏
や
か
な
気
分
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
自
分
の
こ

と
の
み
な
ら
ず
人
の
こ
と
を
思
う
大
切
さ
に
加
え
て
人
の
こ
と
を

考
え
る
余
裕
が
な
か
っ
た
自
分
も
許
せ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
振
り
返
り
で
は
︑
ま
ず
日
常
生
活
の
中
の
マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
を
シ
ェ
ア
し
て
も
ら
っ
た
︒

A
﹁
変
わ
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
け
ど
︑
去
年
よ
り
も

体
力
が
つ
い
て
き
て
お
せ
ち
作
っ
て
家
族
が
喜
ん
で
く
れ
た
の
が

一
番
嬉
し
か
っ
た
で
す
﹂
と
着
実
に
活
動
の
幅
が
増
え
て
喜
び
に

つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

エ
ク
サ
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
も
シ
ェ
ア
し
て
も
ら
っ
た
︒

A
﹁
セ
ッ
シ
ョ
ン
1
か
ら
の
C
D
を
試
し
た
ん
で
す
が
︑
前
や

っ
た
時
よ
り
も
少
し
意
識
を
集
中
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
か
な
︑
自

分
の
も
の
に
な
っ
た
か
な
と
感
じ
ま
し
た
︒
坐
瞑
想
は
身
体
も
リ

ラ
ッ
ク
ス
す
る
の
で
何
を
す
る
に
も
い
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
︒
ヨ

ー
ガ
も
最
初
の
と
き
筋
肉
痛
に
な
っ
て
三
日
間
で
治
り
ま
し
た
け

ど
︑
こ
れ
だ
け
私
は
身
体
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
っ
て
︒
こ

の
二
年
本
当
に
ひ
ど
く
て
棒
の
よ
う
だ
っ
た
ん
で
す
︒
そ
ん
な
に

す
ご
い
動
き
で
は
な
い
で
す
よ
ね
︒
今
は
大
丈
夫
で
す
﹂
と
練
習

の
成
果
が
で
て
き
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

こ
の
週
は
痛
み
と
﹁
上
手
に
対
応
す
る
﹂
と
題
し
て
次
の
よ
う

な
シ
ー
ト
に
答
え
て
も
ら
っ
た
︒

こ
の
シ
ー
ト
を
通
し
て
︑
痛
み
が
あ
る
時
に
ど
ん
な
こ
と
が
起

き
て
い
る
か
に
気
づ
い
て
み
ま
し
ょ
う
︒
痛
み
が
大
き
く
な
る
前

兆
を
︑
興
味
や
関
心
を
も
っ
て
探
っ
て
み
ま
し
ょ
う
︒
ど
ん
な
思

考
︵
心
の
中
の
つ
ぶ
や
き
︶︑
気
分
︑
身
体
感
覚
が
あ
り
ま
す
か
？

ど
ん
な
行
動
を
し
て
い
ま
す
か
？　

痛
み
が
大
き
く
な
る
引
き
金

に
な
る
も
の
は
？　

具
体
的
に
ご
記
入
下
さ
い
︒

A
﹁
私
は
痛
み
が
強
く
な
る
と
友
達
と
会
う
こ
と
が
な
く
な
り

ま
し
た
︒
ど
う
し
て
も
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
し
自
分
一
人
で
行

動
す
る
こ
と
が
多
く
な
り
ま
し
た
︒
こ
の
治
験
に
参
加
し
て
か
ら

考
え
方
が
前
向
き
に
な
り
ま
し
た
︒
痛
い
と
き
は
ど
う
し
よ
う
︑
呼

吸
を
す
る
と
か
︑
そ
う
い
う
こ
と
で
乗
り
き
れ
る
と
い
う
こ
と
が

だ
ん
だ
ん
わ
か
っ
て
き
た
の
で
︒
前
ま
で
は
ど
う
し
よ
う
ど
う
し

よ
う
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
︑
自
分
自
身
で
も
ど
う
し
よ
う
も
な
く

な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
で
す
︒
痛
み
に
対
す
る
考
え
方
が
変
わ
っ

て
き
ま
し
た
︒
痛
み
が
大
き
く
な
る
引
き
金
は
ス
ト
レ
ス
な
ん
で

す
︒
眠
れ
な
い
と
き
と
か
ど
ん
ど
ん
不
安
に
な
っ
て
い
き
ま
す
︒
こ

の
ま
ま
も
し
か
し
た
ら
将
来
動
け
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と

か
︒
動
け
な
く
な
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
と
考
え
る
こ
と
が
一
番
多

い
で
す
︒
私
の
場
合
は
ど
れ
だ
け
歩
い
て
も
い
い
と
言
わ
れ
て
い

る
ん
で
す
︒
歩
け
な
い
で
す
が
︒
で
き
な
い
こ
と
は
不
安
に
な
っ

て
い
き
ま
す
︒
こ
れ
だ
け
し
か
歩
け
な
い
の
か
と
︒
パ
ニ
ッ
ク
を

起
こ
す
タ
イ
プ
で
す
の
で
ど
ん
ど
ん
ド
ツ
ボ
に
は
ま
っ
て
し
ま
う

ん
で
す
︒
そ
の
と
き
体
は
固
く
な
る
ん
で
す
ね
︒
首
を
す
ぼ
め
ち

ゃ
う
︒
そ
う
い
う
と
き
は
呼
吸
に
意
識
を
集
中
す
る
︒
最
近
は
そ

ん
な
こ
と
な
い
ん
で
す
︒
薬
も
飲
ま
ず
に
寝
ら
れ
て
い
ま
す
︒
痛

み
に
対
す
る
上
手
な
対
応
と
は
痛
み
の
と
こ
ろ
に
意
識
を
持
っ
て

行
く
︑
そ
し
て
呼
吸
︑
そ
し
て
何
が
あ
っ
て
も
大
丈
夫
と
言
い
聞

か
せ
る
︒
心
の
余
裕
が
出
て
き
た
か
と
思
い
ま
す
﹂
と
対
処
法
と

し
て
呼
吸
に
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
三
分
間
呼
吸
空
間

法
を
述
べ
ら
れ
た
︒

こ
の
週
の
ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
は
前
週
に
引
き
続
き
日
常
生
活
の
中

の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
こ
れ
ま
で
行
っ
た
こ
と
の
組
み
合
わ
せ

と
し
た
︒

セ
ッ
シ
ョ
ン
8
の
テ
ー
マ
は
﹁
こ
れ
か
ら
に
活
か
す
﹂︒ 

ま
ず

は
一
週
目
に
行
っ
た
ボ
デ
ィ
ス
キ
ャ
ン
を
行
い
︑
体
験
の
シ
ェ
ア

を
し
て
も
ら
っ
た
︒

A
﹁
自
分
自
身
で
や
っ
て
い
る
と
自
分
の
都
合
に
合
わ
せ
ち
ゃ

う
し
︑
グ
ル
ー
プ
で
や
る
と
励
み
に
な
る
︒
孤
独
だ
と
痛
み
の
こ

と
し
か
考
え
な
く
な
る
︒
み
ん
な
と
話
し
て
い
る
と
誰
か
が
言
っ

た
こ
と
が
救
い
に
な
っ
た
り
︑
参
考
に
な
っ
た
り
︒
今
回
は
参
加

さ
せ
て
い
た
だ
い
て
余
計
そ
う
い
う
ふ
う
に
感
じ
ま
し
た
﹂
と
グ

ル
ー
プ
療
法
の
良
さ
に
気
づ
か
れ
た
︒

ホ
ー
ム
ワ
ー
ク
に
つ
い
て
も
振
り
返
っ
て
も
ら
っ
た
︒

A
﹁
坐
瞑
想
の
C
D
は
毎
日
聞
い
て
し
て
い
る
ん
で
す
︒
心
が

落
ち
着
く
と
い
う
か
︑
坐
瞑
想
と
い
う
の
は
す
ご
い
︑
そ
う
い
う

意
味
で
は
気
を
落
ち
着
か
せ
る
方
法
な
の
か
な
と
思
い
ま
す
︒
薬

以
上
で
す
ね
︒
薬
は
な
に
か
副
作
用
が
あ
る
け
ど
︑
瞑
想
は
副
作

用
が
な
い
︒
あ
り
が
た
い
で
す
︒
実
は
ち
ょ
っ
と
薬
も
減
ら
せ
る

よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
の
で
嬉
し
い
で
す
ね
﹂
と
瞑
想
の
効
果
を

実
感
し
て
薬
も
減
ら
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
︒

そ
の
後
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
振
り
返
り
を
誘
導
瞑
想
で
行
っ
た
︒
当

初
の
参
加
目
的
や
こ
の
八
週
間
で
学
ん
だ
こ
と
︑
今
後
続
け
る
う

え
で
の
障
害
や
そ
れ
に
対
す
る
工
夫
を
シ
ェ
ア
し
た
︒

A
﹁
参
加
目
的
は
少
し
で
も
痛
み
が
少
な
く
な
る
方
法
を
教
え

て
い
た
だ
け
た
ら
と
の
思
い
か
ら
︒
痛
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
身

体
が
縮
こ
ま
っ
て
し
ま
っ
て
︑
今
ま
で
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き

な
か
っ
た
ん
で
す
が
︑
呼
吸
︑
ま
ず
呼
吸
に
意
識
を
向
け
て
︑
呼

吸
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
な
ん
と
な
く
気
持
ち
が
穏
や
か
に
な
っ

て
き
て
︑
穏
や
か
に
な
っ
て
く
る
と
痛
み
が
和
ら
い
で
く
る
ん
で

す
よ
ね
︒
不
思
議
な
ん
で
す
け
ど
そ
う
な
っ
て
き
て
︑
痛
み
の
と

こ
ろ
に
今
ま
で
は
感
じ
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
ん
で
す
が
︑
意
識

を
持
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
大
事
な
の
か
と
い
う
こ
と
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を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
ね
︒
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
け
ど
そ
れ

が
大
き
な
こ
と
で
す
﹂
と
す
で
に
自
分
の
も
の
に
さ
れ
て
続
け
る

に
あ
た
り
障
害
も
な
い
様
子
だ
っ
た
︒

介
入
後
の
N
R
S
は1

ま
で
改
善
︒
P
D
A
S
も19

ま
で
改
善
︑

P
C
S
も9
と
著
減
し
た
︒
そ
の
後
三
カ
月
間
は
メ
ー
ル
で
フ
ォ

ロ
ー
し
た
︒
ほ
ぼ
毎
日
自
分
の
ペ
ー
ス
で
実
践
を
続
け
ら
れ
︑
配

布
資
料
も
読
み
直
す
な
ど
熱
心
で
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
気
づ
か
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
︒
薬
も
い
ら
な
く
な
り
N
R
S
は1

の
ま

ま
︑
P
D
A
S
は22

︑
P
C
S
も15

と
当
初
に
比
べ
良
い
状
態
を

キ
ー
プ
さ
れ
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
実
践
を
続
け
ら
れ
る
方
は
着
実
に
効
果
を
示
し
て

い
た
が
︑
続
け
ら
れ
な
い
方
は
改
善
が
乏
し
か
っ
た
︒
続
け
ら
れ

な
い
と
し
て
も
無
理
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
も
優
し
く
受

け
入
れ
て
自
分
の
ペ
ー
ス
で
関
わ
る
こ
と
を
促
し
た
︒
明
ら
か
な

有
害
事
象
を
認
め
ず
︑
介
入
を
終
了
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒

2
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
ピ
ュ
ア・マ

イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

2-

1
　
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
ピュ
ア・マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
定
義

1
節
で
慢
性
疼
痛
に
対
す
る
M
B
C
T
に
つ
い
て
論
じ
た
が
︑

こ
の
よ
う
に
臨
床
現
場
で
治
療
ス
キ
ル
と
し
て
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ

ス
を
用
い
る
場
合
︑
こ
れ
を
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
呼
ぶ23
︒
臨

床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
は
M
B
S
R
︑
M
B
C
T
の
ほ
か
︑

D
B
T
︵
弁
証
法
的
行
動
療
法
︶︑
A
C
T
︵
ア
ク
セ
プ
タ
ン
ス
・
ア

ン
ド
・
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
・
セ
ラ
ピ
ー
︶
や
メ
タ
認
知
療
法
︑
最
近

で
は
M
B
R
P
︵
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
嗜
癖
行
動
の
再
発
予

防
︶︑
M
B
A
T
︵
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
に
基
づ
く
ア
ー
ト
セ
ラ
ピ
ー
︶︑

M
B-

E
A
T
︵m

indfulness-based eating awareness training

︶
な
ど
さ

ま
ざ
ま
な
目
的
に
合
わ
せ
て
︑
時
に
治
療
の
一
部
と
し
て
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
︒
特
徴
は
﹁
意
図
的
に
﹂︑

﹁
今
こ
こ
に
﹂︑﹁
判
断
せ
ず
に
﹂
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ

る
が
ま
ま
の
気
づ
き
を
得
る
こ
と
で
あ
り
︑
シ
ン
プ
ル
で
宗
教
性

を
問
わ
な
い
た
め
科
学
的
に
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る24
︒

こ
れ
に
対
し
て
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
︑
マ
イ
ン
ド

フ
ル
ネ
ス
に
よ
る
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
確
立
を
目
的
と
し
た
︑
日

常
全
般
に
お
け
る
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
実
践
を
指
す23
︒
大
谷
が

ペ
マ
・
チ
ョ
ド
ロ
ン
尼
師
の
ピ
ュ
ア
・
メ
デ
ィ
テ
ー
シ
ョ
ン
に
ヒ

ン
ト
を
得
て
命
名
し
た
も
の
で
仏
教
の
価
値
観
に
立
脚
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
す
べ
て
は
無
常
︑
苦
︑
無
我
で
あ
る
と
い

う
悟
り
ま
で
体
験
的
に
理
解
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
俗
世
間

に
い
て
は
気
づ
き
に
く
い
た
め
出
家
を
し
て
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
か

ら
変
え
︑
経
験
豊
か
な
サ
ン
ガ
と
呼
ば
れ
る
仏
道
修
行
組
織
の
支

え
が
必
要
と
な
る
︒︵
以
下
︑
改
行
︶

昨
年
度
は
テ
ィ
ク
・
ナ
ッ
ト
・
ハ
ン
が
創
設
し
た
プ
ラ
ム
ヴ
ィ

レ
ッ
ジ
の
リ
ト
リ
ー
ト
の
体
験
を
報
告
し
た
︒
そ
こ
で
は
マ
イ
ン

ド
フ
ル
ネ
ス
の
み
な
ら
ず
︑
慈
悲
や
五
戒
な
ど
生
き
方
に
関
す
る

も
の
や
仏
教
哲
学
な
ど
価
値
観
に
至
る
も
の
ま
で
︑
さ
ま
ざ
ま
な

教
え
を
体
験
を
通
じ
て
学
べ
る
仕
組
み
が
施
さ
れ
て
い
た
︒
三
人

称
的
な
客
観
的
気
づ
き
を
考
察
す
る
一
般
科
学
の
枠
を
超
え
た
︑

一
人
称
的
な
主
観
的
気
づ
き
も
し
く
は
二
人
称
的
な
間
主
観
的
気

づ
き
を
洞
察
す
る
仏
教
科
学
は
︑
同
じ
く
一
人
称
的
も
し
く
は
二

人
称
的
な
気
づ
き
を
扱
う
心
理
学
に
引
け
を
取
ら
な
い
奥
深
さ
と

実
践
経
験
を
有
し
︑
昨
今
の
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
や
コ
ン
パ
ッ
シ

ョ
ン
の
研
究
は
心
理
学
が
後
を
追
い
か
け
て
い
る
よ
う
に
も
見
受

け
ら
れ
る
︒

2-

2
　
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
ピ
ュ
ア・マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
長

所
と
短
所

臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
長
所
は
臨
床
研
究
に
よ
っ
て
科
学

的
根
拠
に
基
づ
い
た
効
果
と
安
全
性
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
︑
そ
れ
は
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
み
な
ら
ず
イ
ン
ス
ト
ラ

ク
タ
ー
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
も
繫
が
る
︒
し
か
し
ま
だ
ま
だ
歴

史
は
浅
く
︑
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
が
十
分
に
育
っ
て
お
ら
ず
︑
危

険
性
に
つ
い
て
も
深
く
検
討
さ
れ
て
い
な
い
︒
使
い
方
に
よ
っ
て

は
戦
争
や
度
を
越
え
た
お
金
儲
け
な
ど
慈
悲
の
な
い
使
い
方
も
可

能
で
は
な
い
か
︑
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
仏
教
哲
学
に
即
し
た

理
解
が
必
要
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
も
あ
る
︒
最
近
で
は
マ
イ

ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
み
な
ら
ず
慈
悲
の
瞑
想
︵Loving K

indness 

M
editation

な
ど
︶
を
組
み
合
わ
せ
て
介
入
す
る
よ
う
な
臨
床
試
験

も
現
れ
て
お

26︑
25り

︑
今
後
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
歴
史
が
長
く
︑

成
熟
し
て
お
り
︑
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
生
活
に
根
差
し
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
近
年
の
日
本
で
は
葬
式
仏
教
と
揶
揄

さ
れ
る
よ
う
に
十
分
な
機
能
を
果
た
し
て
い
な
い
感
も
否
め
な
い

が
︑
東
南
ア
ジ
ア
の
諸
国
で
は
い
ま
だ
に
仏
教
に
帰
依
す
る
も
の

は
多
い
︒
タ
イ
と
日
本
で
活
動
す
る
プ
ラ
ユ
キ
・
ナ
ラ
テ
ボ
ー
師

の
よ
う
に
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
し
て
の
活
用
も
見
受
け
ら

れ
︑
両
者
は
厳
密
に
分
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
そ
の

溝
は
狭
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
︒
短
所
と
し
て
は
科

学
的
な
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
と
宗
教
ア
レ
ル
ギ
ー
の
あ
る
方
に
は

受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
宗
教
が
教
義

の
押
し
つ
け
の
よ
う
に
霊
的
暴
力
と
し
て
使
わ
れ
た
歴
史
が
あ
る

た
め
で
あ
り
︑
決
め
つ
け
な
い
態
度
を
根
底
に
持
つ
マ
イ
ン
ド
フ

ル
ネ
ス
の
理
解
は
そ
の
払
拭
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
に
お
互
い
の
理
解
は
お
互
い
を
補
完
し
あ
い
︑
よ
り

良
い
方
向
に
向
か
う
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
て
い
る
︒
ダ
ラ
イ
・

ラ
マ
一
四
世
は
﹁
わ
た
し
は
常
日
頃
か
ら
︑
も
し
科
学
の
証
明
し

た
事
実
が
仏
教
の
教
え
と
矛
盾
す
る
の
な
ら
︑
教
え
の
方
を
変
え

て
ゆ
く
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
﹂
と
答
え
て
い
る27
︒
今
後
脳

科
学
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
機
序
が
明

ら
か
に
な
れ
ば
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
理
解
が
深
ま
る

こ
と
も
推
測
さ
れ
る
︒
ま
た
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
自
身

の
研
究
も
今
後
進
ん
で
ゆ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
と
は
い
え
決
し

て
す
べ
て
が
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
で
は
な
く
答
え
が
一
つ
に
決

ま
る
こ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒

ま
と
め

今
回
︑
治
療
抵
抗
性
慢
性
疼
痛
に
対
し
て
M
B
C
T
を
施
行
し
︑

著
明
な
改
善
を
示
し
た
一
例
を
報
告
し
た
︒
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル

ネ
ス
は
介
入
前
に
は
効
果
を
望
む
も
の
で
あ
る
が
︑
介
入
の
最
中

に
は
そ
の
効
果
を
手
放
し
︑
今
こ
こ
に
あ
る
が
ま
ま
に
気
づ
く
と

い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
シ
フ
ト
と
も
取
れ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
用
い
る
こ

と
で
さ
ま
ざ
ま
な
気
づ
き
が
生
ま
れ
る
︒
今
回
あ
る
が
ま
ま
の
呼

吸
な
ど
へ
の
気
づ
き
に
よ
り
痛
み
や
不
安
︑
恐
怖
へ
の
と
ら
わ
れ

か
ら
離
れ
︑
癒
し
に
つ
な
が
る
と
い
う
貴
重
な
経
験
が
得
ら
れ
た
︒
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仏
教
哲
学
に
根
差
す
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
は
さ
ら
に

一
歩
踏
み
込
み
︑
す
べ
て
は
無
常
︑
苦
︑
無
我
で
あ
る
と
い
う
悟

り
ま
で
体
験
的
に
洞
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
ま
だ
ま
だ
臨

床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
と
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
溝
は

深
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
︑
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
出

現
に
よ
っ
て
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
理
解
が
広
ま
っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
し
て
ピ
ュ
ア
・
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

の
存
在
が
臨
床
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
で
あ
る
と

も
感
じ
る
︒
信
じ
る
も
の
が
い
て
こ
そ
発
展
は
促
さ
れ
る
か
ら
だ
︒

し
か
し
妄
信
は
危
険
で
あ
る
︒
科
学
も
完
全
な
も
の
で
は
な
く
︑
実

は
あ
る
程
度
の
蓋
然
性
に
則
っ
た
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
り
︑
ま

た
す
べ
て
を
明
ら
か
に
で
き
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
新
た
な
視
点

を
与
え
た
り
︑
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
︒
使
い
よ
う
に

よ
っ
て
は
善
に
も
悪
に
も
な
り
う
る
が
︑
そ
れ
は
宗
教
で
も
同
じ

で
あ
ろ
う
︒
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
察
︑
洞
察
す
る
こ
と
で
よ

り
良
い
も
の
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒
そ
の
際
に
も
決

め
つ
け
な
い
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
態
度
は
役
立
つ
で
あ
ろ
う
︒
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誤
解
を
承
知
の
う
え
で
言
お
う
︒
紛
争
の
始
点
に
は
〝
愛
〟
が

あ
る
︒
そ
の
愛
と
は
︑
自
己
犠
牲
の
愛
︒
隣
人
愛
と
い
っ
て
も
よ

い
︒
そ
れ
な
く
し
て
紛
争
は
始
ま
ら
な
い
︒
そ
し
て
そ
の
終
わ
る

と
こ
ろ
に
は
︑
戦
争
な
ら
ば
︑
破
壊
と
絶
望
が
待
つ
︒
し
か
し
は

じ
ま
り
は
〝
愛
〟︒
そ
の
隣
人
た
る
対
象
は
い
か
に
し
て
決
ま
り
︑

こ
ち
ら
と
他
所
と
を
分
か
つ
の
だ
ろ
う
か
︒

オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
い
う
物
質
が
あ
る
︒
こ
の
﹁
愛
情
ホ
ル
モ
ン
﹂

と
し
て
知
ら
れ
る
物
質
を
含
む
気
体
を
鼻
先
に
シ
ュ
ッ
と
ス
プ
レ

ー
さ
れ
る
と
︑
目
の
前
に
い
る
相
手
に
好
意
を
い
だ
く
よ
う
に
な

る
︒
の
み
な
ら
ず
︑
戻
っ
て
く
る
保
証
が
な
い
お
金
を
︑
見
ず
知

ら
ず
の
他
人
を
信
用
し
︑
預
け
る
額
も
増
え
る︵Kosfeld et al., 2005; 

Theodoridou et al., 2009

︶︒
対
象
を
十
分
吟
味
す
る
こ
と
な
く
信
頼

す
る
こ
と
の
リ
ス
ク
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
︑
こ
の
ペ
プ
チ
ド
ホ

ル
モ
ン
の
作
用
に
よ
り
生
じ
る
﹁
大
抵
の
人
間
は
信
頼
で
き
る
﹂

と
い
う
感
覚
に
は
適
応
上
の
意
義
が
あ
り
︑
そ
う
し
た
特
性
を
も

つ
個
人
の
心
理
的
な
レ
ジ
リ
エ
ン
ス
︵
抵
抗
力
︶
は
強
く
︑
仮
に

集
団
か
ら
疎
外
さ
れ
た
と
し
て
も
不
快
感
情
や
孤
独
感
が
立
ち
直

り
や
す
い
︒

サ
イ
バ
ー
ボ
ー
ル
ゲ
ー
ム
と
い
う
心
理
実
験
課
題
が
あ
る
︒
こ

の
ゲ
ー
ム
で
は
︑
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
三
名
の
参
加
者
間
で
か

わ
す
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
す
る
︒
互
い
に
自
由
に
ボ
ー
ル
を
投
げ

た
り
受
け
た
り
す
る
こ
と
を
通
じ
て
参
加
者
相
互
の
交
流
が
進
む

な
か
で
︑
あ
る
段
階
を
境
に
︑
特
定
の
参
加
者
に
ボ
ー
ル
が
ま
わ

ら
な
く
な
る
︒
い
わ
ば
仲
間
外
れ
の
状
況
に
置
く
と
︑
そ
の
当
人

に
︑
孤
独
感
や
さ
み
し
さ
な
ど
の
不
快
感
情
が
誘
発
さ
れ
る
︒
し

か
し
な
が
ら
︑
一
般
的
信
頼
が
高
い
個
人
に
お
い
て
は
︑
脳
の
前

頭
前
野
腹
外
側
部
の
活
動
が
相
対
的
に
高
く
︑
負
の
感
情
が
緩
和

さ
れ
や
す
い
︒
こ
う
し
た
前
頭
前
野
は
︑
大
脳
深
部
と
と
も
に
協

調
し
つ
つ
︑
情
動
や
思
考
︑
行
動
の
調
整
過
程
に
寄
与
し
︑
個
人

の
環
境
適
応
を
促
す
︒

な
お
︑
上
述
し
た
よ
う
な
神
経
シ
ス
テ
ム
は
︑
死
が
顕
現
化
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
活
性
化
す
る
︒
あ
ら
ゆ
る
生
が
有
限
で
あ
り
︑

自
身
も
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
事
実
に
ふ
れ
る
こ
と
は
〝
存

る
も
の
〟
へ
の
不
安
を
も
た
ら
す
︒
こ
の
﹁
存
在
論
的
恐
怖
﹂
は
︑

本
性
に
も
と
づ
く
自
然
な
感
覚
で
あ
り
︑
自
尊
感
情
や
︑
他
者
と

の
紐
帯
︑
あ
る
い
は
文
化
的
世
界
観
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
あ

る
い
は
︑
こ
れ
を
否
認
し
︑
抑
制
す
る
こ
と
に
よ
り
緩
和
さ
れ
る

︵Q
uirin et al., 2012; 

脇
本
︑
二
〇
一
二
︶︒
重
要
な
の
は
次
の
点
で
あ

る
︒
ま
ず
存
在
論
的
恐
怖
が
抑
制
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
︑
外
集

団
に
対
す
る
排
他
的
な
防
衛
反
応
が
生
じ
う
る
こ
と
︑
し
か
し
︑
自

覚
的
に
死
と
向
き
合
い
︑
熟
考
す
る
こ
と
に
よ
り
防
衛
反
応
が
低

減
す
る
︒
そ
し
て
︑
そ
の
現
れ
は
所
属
す
る
文
化
圏
に
よ
っ
て
異

な
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
ア
メ
リ

カ
人
と
ア
ジ
ア
系
ア
メ
リ
カ
人
と
を
比
較
す
る
と
︑
前
者
は
他
者

へ
の
排
他
的
な
態
度
が
生
じ
る
の
に
対
し
︑
後
者
で
は
む
し
ろ
協

調
的
な
態
度
が
現
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
︵M

a-Kellam
s &

 Blascovich, 

2011

︶︒
そ
れ
で
は
日
本
で
は
︑
そ
う
し
た
恐
怖
感
は
い
か
な
る
脳

活
動
に
よ
っ
て
生
じ
︑
防
衛
反
応
を
導
く
の
だ
ろ
う
か
︒

実
験
で
は
︑
死
を
連
想
さ
せ
る
漢
字
︵
死
条
件
：
喪
︑
棺
︶︑
な

い
し
不
快
条
件
と
な
る
漢
字
︵
独
︑
汚
︶
を
提
示
し
︑
そ
の
間
の

脳
活
動
をfM

R
I

計
測
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
死
の
顕
現
化
に
よ
る

扁
桃
体
の
活
動
は
︑
単
な
る
不
快
の
そ
れ
よ
り
も
高
く
︑
そ
の
活

動
は
﹁
自
尊
心
﹂
に
よ
っ
て
調
整
さ
れ
る
︵
自
尊
心
が
高
い
と
活
動

が
低
い
︶
こ
と
が
示
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
自
尊
心
の
低
い
個
人
が
日

本
に
対
し
て
批
判
的
な
内
容
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
む
と
︑
筆
者
に
対

す
る
排
斥
的
な
態
度
が
高
ま
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
︵Yanagisawa et 

al., 2016

︶︒
こ
う
し
た
防
衛
反
応
は
︑
無
自
覚
的
に
生
じ
る
こ
と
が

多
い
た
め
︑
紛
争
︑
偏
見
や
差
別
と
い
っ
た
問
題
と
深
く
関
わ
っ

て
お
り
︑
そ
の
機
構
の
解
明
が
急
務
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
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敬
の
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個
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予
備
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考
察
Ⅱ
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1
オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
社
会
集
団

　

さ
て
︑
上
述
し
た
オ
キ
シ
ト
シ
ン
受
容
体
の
遺
伝
子
に
は
三
種

の
タ
イ
プ
が
あ
り
︵
G
G
︑ A
G
︑
A
A
︶︑
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
い
ず

れ
か
の
型
を
有
す
る
︒
D
N
A
の
塩
基
配
列
は
︑
四
種
の
記
号
か

ら
構
成
さ
れ
︑
同
一
種
に
お
け
る
個
体
間
の
相
違
に
よ
り
︑
身
体

的
特
徴
︑
認
知
︑
あ
る
い
は
行
動
を
は
じ
め
と
す
る
表
現
型
の
個

人
差
が
生
じ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒
こ
の
遺
伝
子
多
型
︵gene 

polym
orphism

︶
と
よ
ば
れ
る
も
の
の
う
ち
︑
オ
キ
シ
ト
シ
ン
受
容

体
に
か
か
る
G
を
多
く
有
す
る
個
人
は
︑
と
り
ま
く
環
境
に
対
す

る
感
受
性
が
高
く
︑
例
え
ば
︑
視
線
を
通
じ
て
他
者
の
心
情
を
推

し
量
る
こ
と
に
す
ぐ
れ
て
お
り
︑
共
感
性
が
高
く
︑
文
化
圏
の
規

範
に
そ
う
よ
う
に
︑
自
身
の
感
情
を
制
御
す
る
︒

な
お
︑
共
感
性
は
フ
ラ
ッ
ト
な
も
の
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
は
濃

淡
が
あ
り
︑
内
集
団
へ
の
偏
向
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
特
徴
と
す

る
︒
内
集
団
と
は
︑
家
族
︑
身
近
な
友
人
︑
あ
る
い
は
所
属
す
る

集
団
︵
民
族
・
国
家
等
︶
の
メ
ン
バ
ー
の
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
〝
む

こ
う
側
〟
が
外
集
団
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
内
集
団
の
メ
ン
バ
ー
の

顔
に
注
射
針
の
先
端
が
刺
さ
る
の
を
見
る
と
︑
そ
の
痛
み
を
自
身

の
も
の
の
よ
う
に
感
じ
取
り
︑
脳
の
体
性
感
覚
野
が
活
性
化
す
る

︵Luo et al., 2015

︶︒
体
性
感
覚
野
と
は
︑
上
行
性
の
末
梢
の
感
覚
情

報
が
入
力
さ
れ
る
脳
領
域
で
あ
り
︑
自
身
へ
の
痛
み
刺
激
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
︑
他
者
に
加
わ
る
の
を
見
て
も
同
様
に
活
性
化
す
る

脳
の
共
感
領
域
で
あ
る
︒
い
わ
ば
自
他
を
架
橋
す
る
共
感
領
域
の

一
つ
に
あ
た
る
体
性
感
覚
野
の
活
動
は
︑
内
集
団
と
同
様
に
︑
外

集
団
の
顔
に
注
射
針
が
刺
さ
っ
て
い
る
画
像
を
み
て
も
活
性
化
す

る
︒
た
だ
し
︑
オ
キ
シ
ト
シ
ン
受
容
体
の
G
保
有
者
に
お
い
て
は
︑

内
集
団
成
員
に
対
す
る
活
動
と
比
し
て
︑
外
集
団
に
対
す
る
活
動

は
乏
し
い
︒
こ
れ
は
痛
み
を
感
ず
る
目
の
前
の
人
物
が
︑
あ
ち
ら

か
こ
ち
ら
か
で
︑
脳
の
反
応
性
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
意
味
す

る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
こ
に
は
個
人
差
が
あ
り
︑
結
果
の
再
現
性
に

つ
い
て
十
分
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
し
︑
そ
も
そ
も
単
一
の
遺

伝
子
で
き
ま
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
少
な
く
と
も
︑
保
有
す
る
遺

伝
子
に
よ
り
︑〝
こ
ち
ら
〟
と
〝
あ
ち
ら
〟
の
分
水
嶺
が
変
わ
る
可

能
性
を
示
唆
す
る
︒〝
内
側
〟
に
偏
っ
た
共
感
性
は
︑
遺
伝
子
に
よ

っ
て
方
向
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
垣
間
見
え
よ
う
︒

2
内
と
外
を
分
か
つ〝
愛
情
〟遺
伝
子

オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
﹁
愛
情
ホ
ル
モ
ン
﹂
と
し
て
〝
内
と
外
を
分

か
つ
〟︒
こ
の
遺
伝
子
を
有
す
る
か
ぎ
り
︑
愛
情
の
及
ぶ
範
囲
は
無

限
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
は
限
り
が
あ
る
︒
そ
の
及
ば
な
い
範
囲
に

お
い
て
は
︑
た
だ
中
性
的
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
否
定
的

な
作
用
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
︒
筆
者
の
グ
ル
ー
プ
は
︑
こ
の
遺
伝

子
多
型
と
被
虐
待
経
験
︑
攻
撃
性
と
の
関
連
を
見
い
出
し
て
い
る
︒

実
験
で
は
︑
乳
幼
児
を
養
育
中
の
母
親
が
参
加
し
︑
簡
単
な
記
憶

課
題
で
好
成
績
を
と
る
こ
と
を
求
め
た
︒
課
題
で
は
︑
五
秒
間
提

示
さ
れ
る
八
文
字
︵
な
い
し
二
文
字
︶
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
無
意
味

綴
り
を
記
銘
し
︑
二
分
後
に
想
起
し
回
答
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
︒
こ
れ
と
並
行
し
て
︑
乳
児
の
泣
き
声
を
聴
覚
提
示
す
る
と
︑
こ

れ
が
課
題
の
遂
行
を
妨
害
す
る
刺
激
と
な
る
が
︑
課
題
を
終
え
た

の
ち
に
︑
こ
の
乳
児
へ
の
世
話
意
図
を
自
己
報
告
式
の
質
問
紙
で

問
う
た
と
こ
ろ
︵
抱
く
か
ど
う
か
︑
オ
ム
ツ
を
替
え
る
か
等
︶︑
上
記

の
G
型
に
お
い
て
︑
そ
こ
に
被
虐
待
経
験
が
加
わ
る
と
︵
被
虐
待

経
験
の
態
度
は
質
問
紙
に
よ
り
評
価
︶︑
そ
の
他
の
群
と
比
較
し
て
︑

世
話
意
図
が
大
き
く
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︵H

iraoka 

and N
om

ura, in subm
ission

︶︒
通
常
︑
乳
児
に
対
し
て
は
︑
何
が
し

か
の
世
話
意
図
が
自
然
に
喚
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ

れ
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
内
と
外
と
の
分
水
嶺
が
︑
特

定
の
要
因
を
ト
リ
ガ
ー
と
し
て
︑
か
ぎ
り
な
く
内
側
に
移
行
し
う

る
︵
共
感
対
象
が
著
し
く
狭
ま
る
︶
こ
と
を
示
唆
す
る
︒
こ
の
結
果

と
︑
情
動
制
御
の
不
全
が
︑
オ
キ
シ
ト
シ
ン
遺
伝
子
多
型
と
被
虐

待
経
験
と
の
関
連
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
ふ
ま

え
る
と
︑ 

遺
伝
と
環
境
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
︑
虐
待
の
負
の
ス

パ
イ
ラ
ル
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

な
お
︑
詳
細
は
別
の
機
会
に
譲
る
が
︑
行
動
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま

ら
ず
︑
虐
待
経
験
は
D
N
A
そ
の
も
の
を
修
飾
し
う
る
︵
メ
チ
ル

化: m
ethylation

︶︒
ま
た
そ
れ
が
次
世
代
に
影
響
し
う
る
点
に
つ
い

て
も
︑
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
博
物
学
者
の
ラ

マ
ル
ク
︵Lam

arck, J.-B.

︶
の
主
張
し
た
﹁
要
不
要
説
﹂
を
ル
ー
ツ

と
す
る
視
座
で
あ
る
︒
彼
は
︑
キ
リ
ン
の
首
は
当
初
は
長
く
は
な

か
っ
た
と
し
︑
そ
れ
が
エ
サ
と
な
る
樹
木
が
ま
ば
ら
で
あ
る
環
境

に
お
い
て
︑
高
所
の
エ
サ
を
と
る
た
め
に
首
が
伸
び
︑
そ
れ
が
子
々

孫
々
に
伝
わ
る
過
程
に
お
い
て
徐
々
に
長
く
な
っ
て
い
っ
た
と
主

張
し
た
︒
そ
れ
が
近
年
は
︑
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ク
ス
︵epigenetics

︶

と
呼
ば
れ
る
分
子
生
物
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
発
想
と
な
り
︑
子

孫
に
遺
伝
情
報
を
伝
え
る
生
殖
細
胞
に
お
い
て
︑
身
体
を
構
成
す

る
体
細
胞
︵
首
な
ど
︶
に
変
化
を
及
ぼ
し
う
る
と
す
る
デ
ー
タ
が

示
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
突
然
変
異
の
よ
う
に
塩
基
配
列
の
変
化
を
伴

わ
ず
と
も
︑
内
因
／
外
因
性
の
入
力
に
よ
り
遺
伝
子
の
発
現
形
態

は
修
飾
さ
れ
︑
環
境
入
力
に
よ
り
︑
あ
る
遺
伝
子
は
活
性
化
し
︑
あ

る
も
の
は
抑
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
細
胞
か
ら
各
器
官
︑
脳
︑
高

次
精
神
機
能
に
至
る
各
階
層
の
機
能
変
化
を
生
む
︒
何
が
し
か
の

形
質
が
獲
得
さ
れ
る
と
︑
仮
に
そ
れ
が
体
細
胞
に
お
け
る
変
化
で

あ
っ
て
も
︑
次
世
代
に
伝
わ
り
︑
広
く
は
社
会
の
形
成
や
維
持
に

も
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
︒

3
集
団
の
サ
イ
ズ
と
前
頭
前
野

人
類
の
歴
史
に
お
い
て
︑
狩
猟
採
集
の
時
代
か
ら
︑
群
れ
か
ら

徐
々
に
集
団
を
な
し
︑
村
か
ら
国
へ
と
集
団
の
サ
イ
ズ
が
大
き
く

な
っ
て
く
る
と
︑
殺
人
に
い
た
る
よ
う
な
暴
力
行
為
が
急
増
す
る

︵M
aría G

óm
ez et al., 2016

︶︒
集
団
の
サ
イ
ズ
は
︑
あ
ら
ゆ
る
種
の

な
か
で
人
間
は
も
っ
と
も
大
き
く
︑
脳
に
占
め
る
新
皮
質
の
割
合

も
最
大
で
あ
る
︵D

unbar et al., 2008

︶︵
図
1
︶︒
言
う
ま
で
も
な
く
︑

そ
の
前
頭
前
野
を
含
む
新
皮
質
は
︑
外
的
な
光
や
振
動
等
︑
物
理

的
に
存
在
す
る
知
覚
的
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
関
わ
る
以
上
に
︑
個

体
間
の
関
係
の
構
築
に
大
き
く
寄
与
す
る
︒
ラ
マ
ル
ク
の
論
を
待

つ
ま
で
も
な
く
︑
生
物
の
多
様
性
は
︑
環
境
へ
の
適
応
過
程
に
お

い
て
生
ず
る
な
か
で
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
が
皮
肉
に
も
︑
当

初
︑
暴
力
に
よ
る
死
因
が
二
％
程
度
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
集
団
の

サ
イ
ズ
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
︑
三
〇
％
程
度
に
ま
で
増
大
し
た

︵
図
2
︶︒
そ
れ
は
︑
法
体
系
の
整
備
︑
警
察
機
能
の
組
織
化
︑
文

化
・
規
範
等
の
影
響
に
よ
り
︑
現
代
の
私
た
ち
に
は
実
感
し
が
た

い
内
容
で
あ
り
︑
哺
乳
類
全
体
に
お
い
て
も
同
種
を
殺
す
割
合
は
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〇
・
三
％
程
度
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
考
え
て
も
︑
き
わ
め
て
高
い

数
値
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒G

óm
ez

ら
︵2016

︶
は
︑
こ
れ

ら
の
解
析
結
果
を
包
括
し
︑
殺
人
率
の
時
系
列
変
化
の
ペ
ー
ス
を

考
え
る
と
︑
か
か
る
特
徴
は
遺
伝
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
む

し
ろ
︑
環
境
の
影
響
が
大
き
い
と
結
論
し
て
い
る
︒
そ
の
環
境
と

の
共
変
化
に
よ
り
前
頭
前
野
の
発
達
し
た
人
間
の
〝
触
れ
幅
〟
は

や
は
り
大
き
い
︒

な
お
︑
発
達
段
階
の
初
期
よ
り
人
間
は
﹁
強
き
を
く
じ
き
︑
弱

き
を
助
け
る
﹂
を
好
む
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
社
会
環
境
に
よ
っ
て
ゆ
ら
ぐ
初
期
の
段
階
か
ら
︑
正
義
で
あ
っ

た
り
︑
他
者
と
の
紐
帯
を
好
む
こ
と
は
︑
人
間
本
性
を
利
他
的
で

あ
る
と
す
る
主
張
の
根
拠
と
さ
れ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
仮
に
利
他

性
が
自
己
犠
牲
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
︑こ

の
利
他
的
な
本
性
が
攻
撃
行
動
の
基
礎
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
し
︑
こ

う
し
た
視
点
で
︑
紛
争
の
原
因
を
追
究
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
︒

4
畏
敬
の
功
罪

雄
大
な
自
然
と
相
対
し
た
と
き
に
抱
く
感
情
︑
新
た
な
体
験
に

よ
っ
て
も
世
界
観
は
更
新
さ
れ
︑
変
容
の
き
っ
か
け
と
な
る
︒
従

来
美
学
で
扱
わ
れ
て
き
た
こ
の
﹁
崇
高
﹂
の
概
念
は
︑
心
理
学
に

お
い
て
も
﹁
畏
怖
︵
畏
敬
︶﹂
な
い
し
﹁
畏
敬
の
念
﹂
と
し
て
注
目

さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
も
た
ら
す
効
果
は
︑
時
間
知
覚
を
変
容
さ
せ

る
こ
と
に
よ
り
︑
利
用
可
能
な
時
間
が
十
分
に
あ
る
と
い
う
感
覚

を
も
た
ら
し
︑
所
有
物
の
寄
付
︑
あ
る
い
は
公
平
な
分
配
な
ど
の

向
社
会
的
行
動
を
促
進
す
る
︒
の
み
な
ら
ず
個
人
の
良
好
な
健
康

状
態
を
も
予
測
す
る
な
ど
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
効
果
が
多
く
報
じ
ら

れ
て
い
る︵Piff et al., 2015; Rudd et al., 2012; Stellar et al., 2015

︶︒
畏

敬
の
念
は
︑
自
分
は
ち
っ
ぽ
け
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
自

覚
さ
せ
︵sm

all self

︶︑
物
質
的
︑
利
己
的
︑
即
時
的
な
囚
わ
れ
を
解

放
す
る
︒
そ
れ
は
デ
ー
タ
を
待
つ
ま
で
も
な
く
︑
経
験
的
に
も
十

分
理
解
し
う
る
内
容
で
あ
ろ
う
︒

一
方
で
︑
い
ま
だ
エ
ビ
デ
ン
ス
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
畏
敬

の
も
た
ら
す
影
響
は
︑
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
に
と
ど
ま
ら
な
い
可

能
性
が
あ
る
︵
野
村
︑
二
〇
一
六
︶︒
な
ぜ
な
ら
ば
畏
敬
の
念
が
喚

起
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
︑
従
来
の
ス
キ
ー
マ
︵
知
識
・
信
念
体

系
︶
の
更
新
の
必
要
に
迫
ら
れ
る
が
︑
も
し
そ
の
更
新
が
困
難
で

あ
り
︑
自
身
へ
の
脅
威
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
な
ら
ば
︑
防
衛
反
応

を
喚
起
し
う
る
か
ら
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
は
︑
自
然
も
し
く
は
神

を
恐
れ
︑
崇
め
る
集
団
が
︑
と
き
に
他
者
へ
の
寛
容
を
失
い
︑
過

度
の
暴
力
を
行
使
す
る
集
団
の
い
る
事
実
は
︑
光
の
面
だ
け
で
は

な
く
畏
敬
の
﹁
暴
力
装
置
﹂
と
し
て
の
側
面
を
示
唆
す
る
も
の
で

は
な
い
か
︵
野
村
︑
二
〇
一
六
︶︒

5
帰
属
と
攻
撃
性

以
上
の
仮
説
を
検
討
す
る
た
め
に
行
っ
た
実
験
を
紹
介
す
る
︒

は
じ
め
に
︑
国
内
に
お
い
て
畏
敬
を
評
価
す
る
質
問
紙
が
な
い
た

め
︑
英
語
版
︵Piff et al., 2015

︶
を
日
本
語
に
翻
訳
し
た
の
ち
︑
英

文
へ
の
バ
ッ
ク
ト
ラ
ン
ス
レ
ー
シ
ョ
ン
︵
於 

：
ク
リ
ム
ゾ
ン 

イ
ン
タ

ラ
ク
テ
ィ
ブ
社
︶︑
お
よ
び
翻
訳
後
の
英
文
に
対
す
る
原
著
者
ら
に

よ
る
ダ
ブ
ル
チ
ェ
ッ
ク
を
ふ
ま
え
て
︑
日
本
語
版
の
質
問
紙
を
開

発
し
た︵K

ato, Sato, N
om

ura,in preparation

︶︒
質
問
は
以
下
の
一
〇

項
目
か
ら
な
っ
た
︵﹁
私
は
自
分
よ
り
大
き
な
何
か
の
存
在
を
感
じ
る
﹂

﹁
私
は
何
か
大
き
な
存
在
の
一
部
だ
と
感
じ
る
﹂﹁
私
は
自
分
が
小
さ
く

て
大
し
た
こ
と
が
な
い
と
感
じ
る
﹂
な
ど
︶︒
こ
れ
を
用
い
て
︑
三
分

間
の
映
像
を
視
聴
し
た
後
の
畏
敬
の
程
度
︵sm

all self

等
︶
を
評
価

し
︑
畏
敬
導
入
︵
降
雪
し
た
連
峰
な
ど
の
大
自
然
な
ど
︶
に
よ
る
効

果
を
︑
統
制
条
件
︵
企
業
の
P
R
映
像
等
︶
と
比
較
検
討
を
行
っ
た
︒

攻
撃
性
を
計
測
す
る
行
動
課
題
と
し
て
は
︑
P
S
A
P
︵Point 

Subtraction A
ggression Paradigm

︶
を
実
施
し
た
︒
実
験
参
加
者
は

課
題
中
に
獲
得
し
う
る
ポ
イ
ン
ト
︵
一
〇
円
／
一
ポ
イ
ン
ト
︶
を
巡

り
︑
別
室
に
待
機
す
る
別
の
参
加
者
と
P
C
を
介
し
て
争
奪
す
る
︒

そ
の
個
々
の
試
行
で
は
﹁
ポ
イ
ン
ト
の
取
得
﹂﹁
他
者
の
ポ
イ
ン
ト

を
奪
う
﹂﹁
自
分
の
ポ
イ
ン
ト
の
防
衛
﹂
の
三
反
応
の
う
ち
い
ず
れ

か
一
つ
を
選
択
す
る
︒
こ
の
う
ち
﹁
他
者
の
ポ
イ
ン
ト
を
奪
う
﹂

の
選
択
率
が
攻
撃
性
の
指
標
と
な
る
︒
な
お
︑
こ
こ
で
の
対
戦
相

手
の
選
択
は
P
C
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
自
動
的
に
制
御
さ
れ
て
お
り
︑

六
～
一
二
〇
秒
に
つ
き
一
回
︑
ラ
ン
ダ
ム
な
間
隔
で
︑
参
加
者
の

図2　暴力が死因となった割合（r（29）=. 70, p <.001）（María Gómez 
et al.（2016）より改編）

図1　霊長類各種の集団サイズと脳における新皮質の割合（Dunbar
（2008）より改編）
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ポ
イ
ン
ト
を
奪
っ
て
い
た
︒
こ
れ
に
対
す
る
︑
参
加
者
の
選
択
結

果
を
︑
攻
撃
性
の
観
点
か
ら
数
量
化
す
る
︒

こ
こ
で
も
う
一
つ
の
仕
掛
け
が
あ
る
︒
畏
敬
の
映
像
視
聴
中
に
︑

見
知
ら
ぬ
人
物
の
﹁
怒
り
顔
﹂
を
ラ
ン
ダ
ム
に
提
示
す
る
と
い
う

も
の
だ
︒
そ
の
狙
い
は
︑﹁
帰
属
︵attribution

︶﹂
理
論
に
基
づ
い

て
︑
こ
の
﹁
怒
り
顔
﹂
を
P
S
A
P
課
題
に
先
立
っ
て
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
︑︵
本
来
な
ら
ば
︶
対
戦
相
手
に
対
し
て
生
じ
る
怒
り

の
感
情
や
不
快
感
に
つ
い
て
︑
こ
れ
を
先
行
す
る
顔
か
ら
生
じ
た

も
の
だ
と
勘
違
い
︵
誤
帰
属
︶
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
仮

に
そ
う
で
あ
れ
ば
︑
対
戦
相
手
に
対
す
る
怒
り
は
緩
和
さ
れ
︑
攻

撃
行
動
も
減
少
し
う
る
︑
と
い
う
仮
説
を
検
証
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
︒実

験
の
結
果
︑
ま
ず
自
己
の
縮
小
の
程
度
と
︑
攻
撃
性
と
の
正

の
相
関
関
係
を
見
出
し
た
︒
こ
れ
は
畏
敬
の
影
響
が
大
き
い
ほ
ど
︑

特
定
の
条
件
下
で
︑
攻
撃
性
が
高
ま
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
結
果

で
あ
る
︵
図
3
︶︒
こ
れ
に
加
え
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
︑
か
り
に

畏
敬
の
念
が
喚
起
さ
れ
た
と
し
て
も
︑
先
行
し
て
怒
り
の
刺
激
が

提
示
さ
れ
る
と
︑
攻
撃
行
動
と
の
相
関
性
が
非
有
意
に
な
る
こ
と

も
わ
か
っ
た
︒
怒
り
の
矛
先
が
当
事
者
で
は
な
く
︑
こ
れ
と
は
関

連
の
な
い
先
行
事
象
に
向
く
︵
帰
属
さ
れ
る
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

あ
る
種
の
〝
ワ
ク
チ
ン
〟
と
し
て
︑
先
だ
っ
て
怒
り
の
帰
属
対
象

を
も
う
け
る
こ
と
に
よ
り
︑
来
た
る
攻
撃
行
動
︑
な
い
し
そ
の
ト

リ
ガ
ー
と
な
る
怒
り
感
情
を
緩
和
で
き
る
︒
こ
の
こ
と
は
同
時
に
︑

怒
り
の
帰
属
対
象
が
︑
本
来
自
身
の
怒
り
の
源
泉
と
な
ん
ら
関
連

の
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
︑
そ
ち
ら
に
転
化
さ
れ
る
可
能
性
を
示

す
も
の
で
あ
る
︒

東
日
本
大
震
災
を
経
て
︑
う
つ
ろ
う
自
然
界
や
死
︑
自
己
の
有

限
性
を
自
覚
す
る
機
会
が
増
え
た
︒
内
閣
府
の
調
査
に
よ
る
と
︑

﹁
大
震
災
以
降
︑
家
族
や
地
域
︑
社
会
と
の
繫
が
り
を
よ
り
大
切
に

思
う
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
の
回
答
が
八
割
近
く
に
の
ぼ
る
︵
無
作

為
抽
出
に
よ
る
六
一
八
六
名
の
回
答
に
基
づ
く
：
内
閣
府
広
報
室
︑
二

〇
一
二
︶︒
互
い
が
互
い
を
心
に
と
め
︑
そ
の
心
理
的
紐
帯
が
︑
行

動
と
し
て
も
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
そ
れ
は
九
・
一
一
の

テ
ロ
に
よ
り
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
起
こ
っ
た
変
化
と
も
符
合
す

る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
一
方
で
︵
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
期
す
る
よ
う

に
︶︑
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
み
ら
れ
る
排
他
的
な
言
動
も
増
加
し

︵
米
国
に
お
い
て
は
反
イ
ス
ラ
ム
︑
ヘ
イ
ト
ク
ラ
イ
ム
の
増
加
等
︶︑
そ

れ
は
存
在
論
的
恐
怖
︑
誤
っ
た
帰
属
な
ど
の
要
素
が
複
雑
に
絡
み

合
う
な
か
で
︑
噴
出
し
て
い
る
問
題
か
の
よ
う
に
み
え
る
︒

以
上
︑
少
な
く
と
も
畏
敬
は
︑
寛
容
性
を
も
た
ら
す
一
方
で
︑
外

集
団
へ
の
懲
罰
動
機
を
強
め
︑
対
決
姿
勢
を
促
進
し
︑
紛
争
の
発

生
・
激
化
の
一
因
と
な
り
う
る
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
︒
ま
た
そ

う
し
た
過
程
に
か
か
わ
る
個
人
特
性
︵
気
質
︑
認
知
︑
態
度
・
信
念

︿
政
治
的
態
度
︑
信
仰
心
﹀
等
︶
の
影
響
に
つ
い
て
も
現
在
検
討
中
で

あ
り
︑
こ
ち
ら
の
結
果
に
つ
い
て
ま
た
別
の
機
会
に
報
告
す
る
︒

お
わ
り
に

遺
伝
と
環
境
の
か
か
わ
り
に
注
目
し
︑
そ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ

と
の
で
き
る
人
間
本
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
本
稿
で
扱
っ

た
視
座
は
︑
個
性
を
尊
重
す
る
の
み
な
ら
ず
︑
個
人
の
相
違
を
ふ

ま
え
た
︑
共
生
の
知
恵
を
得
る
手
が
か
り
と
な
る
と
確
信
し
て
い

る
︒正

戦
論
の
発
想
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
︑
紛
争
は
〝
黒
〟
一

色
の
も
の
で
は
な
い
︒
紛
争
を
憂
い
︑
こ
れ
に
備
え
る
個
人
も
ま

た
し
か
り
︒
そ
の
現
わ
れ
は
異
な
る
も
の
の
︑
そ
こ
に
は
紛
争
そ

の
も
の
を
忌
諱
す
る
個
人
と
同
様
︑
共
通
す
る
不
安
と
〝
愛
〟
が

横
た
わ
る
︒
こ
の
一
見
す
る
と
大
胆
な
仮
説
を
述
べ
る
の
は
︑
少

な
く
と
も
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
対
立
す
る
思
想
・

信
仰
・
信
条
に
融
和
を
も
た
ら
す
︑
新
た
な
シ
ン
ギ
ュ
ラ
ー
ポ
イ

ン
ト
を
見
出
す
き
っ
か
け
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
だ
︵
特
定

の
イ
ズ
ム
は
あ
っ
て
も
︑
筆
者
が
政
治
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
た
な

い
こ
と
と
も
関
わ
る
︶︒

最
後
に
︑
以
上
の
可
能
性
を
模
索
す
る
た
め
に
︑
異
分
野
間
で

連
携
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
研
究
者
に
求
め
ら
れ
て
い

る
期
待
や
役
割
を
拡
大
す
る
た
め
の
新
た
な
ス
キ
ー
ム
の
構
築
を

︵
研
究
組
織
︑
成
果
の
新
た
な
評
価
方
法
等
︶︑
今
後
の
重
要
課
題
の

一
つ
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
︒
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は
じ
め
に

私
た
ち
の
身
体
の
個
々
の
細
胞
は
複
製
と
分
裂
を
繰
り
返
す
こ

と
で
増
殖
す
る
︒
こ
の
複
製
と
分
裂
の
繰
り
返
し
の
一
サ
イ
ク
ル

を
細
胞
周
期
と
呼
ぶ
が
︑
細
胞
周
期
は
遺
伝
情
報
が
コ
ー
ド
さ
れ

て
い
る
染
色
体
D
N
A
︵
ゲ
ノ
ム
D
N
A
︶
の
複
製
と
分
配
の
周

期
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︵
図
1
︶︒
細
胞
周
期
の
進
行
の
制

御
に
は
︑
染
色
体
D
N
A
は
複
製
さ
れ
て
初
め
て
姉
妹
染
色
体
の

分
離
と
娘
細
胞
へ
の
分
配
が
行
わ
れ
る
︑
と
い
う
先
の
イ
ベ
ン
ト

が
完
了
し
な
け
れ
ば
次
の
作
業
に
進
め
な
い
仕
組
み
も
備
わ
っ
て

お
り
︑
こ
の
概
念
は
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か

け
て
構
築
さ
れ
た
︒
こ
れ
ら
細
胞
の
中
の
各
イ
ベ
ン
ト
は
フ
ィ
ー

ド
バ
ッ
ク
制
御
を
介
し
て
互
い
に
制
御
を
う
け
る
こ
と
で
順
番
に

引
き
起
こ
さ
れ
︑
A
T
P
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
を
使
い
な
が
ら

恒
久
的
に
続
い
て
い
く
︒

細
胞
周
期
の
進
行
は
常
に
一
定
の
速
度
で
進
む
わ
け
で
は
な
い
︒

様
々
な
環
境
変
化
や
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
細
胞
周
期
の
進
行
に
乱
れ

が
生
じ
る
︒
放
射
線
が
顕
著
な
例
で
あ
る
︒
放
射
線
に
曝
さ
れ
た

細
胞
は
ゲ
ノ
ム
D
N
A
に
損
傷
を
受
け
る
が
︑
一
定
量
の
D
N
A

損
傷
を
う
け
た
細
胞
は
い
っ
た
ん
そ
の
細
胞
周
期
進
行
を
停
止
さ

せ
︑
損
傷
の
修
復
を
待
つ
︒
修
復
を
終
え
た
細
胞
は
細
胞
周
期
の

進
行
を
再
開
さ
せ
る
が
︑
こ
の
再
開
の
プ
ロ
セ
ス
に
も
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
制
御
が
は
た
ら
い
て
お
り
︑
速
や
か
な
再
開
が
保
障
さ
れ

て
い
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
我
々
の
身
体
の
細
胞
が
受
け
る
D
N
A
損
傷

は
放
射
線
に
よ
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
︒
D
N
A
自
身
は
化
学
物

質
で
あ
り
︑
一
定
の
速
度
で
自
然
分
解
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
呼
吸

に
伴
い
生
じ
る
酸
化
ス
ト
レ
ス
や
︑
種
々
の
代
謝
産
物
の
生
産
過

程
で
生
じ
る
反
応
性
の
高
い
中
間
産
物
は
D
N
A
と
本
来
あ
っ
て

は
な
ら
な
い
反
応
を
起
こ
す
こ
と
も
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
通
常
の
ゲ

ノ
ム
D
N
A
に
お
け
る
活
動
―
ゲ
ノ
ム
D
N
A
は
常
に
転
写
等

の
活
動
を
通
じ
て
細
胞
内
へ
と
遺
伝
情
報
か
ら
R
N
A
︑
そ
し
て

た
ん
ぱ
く
質
を
生
み
出
し
生
命
活
動
の
維
持
の
源
と
な
っ
て
い
る

―
は
そ
れ
自
身
が
染
色
体
D
N
A
の
複
製
作
業
を
乱
す
原
因
と

も
な
り
う
る
︒
こ
れ
ら
の
D
N
A
損
傷
に
細
胞
は
常
に
曝
さ
れ
て

お
り
︑
一
つ
一
つ
の
D
N
A
損
傷
に
反
応
し
て
細
胞
周
期
進
行
を

停
止
し
て
し
ま
う
と
細
胞
増
殖
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︒
無

視
し
て
増
殖
を
進
め
る
こ
と
も
時
に
は
重
要
で
あ
り
︑
そ
の
仕
組

み
に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
は
は
た
ら
い
て
い
る
︒

細
胞
周
期
は
四
季
の
営
み
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
本
研

究
グ
ル
ー
プ
と
関
わ
る
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
鎌
田
東

二
先
生
か
ら
︑
あ
る
日
︑
古
今
和
歌
集
の
選
者
で
あ
る
紀
貫
之
の

仮
名
序
の
く
だ
り
を
聞
く
機
会
が
あ
っ
た
︒
初
め
て
仮
名
序
の
内

容
を
聞
い
た
︑
と
い
う
の
は
恥
ず
か
し
い
限
り
で
は
あ
る
が
︑﹁
生

き
と
し
生
き
る
も
の
﹂
す
べ
て
が
詠
む
歌
が
﹁
力
を
も
入
れ
ず
し

て
天
地
を
動
か
﹂
す
︑
と
い
う
そ
の
フ
レ
ー
ズ
は
細
胞
内
の
営
み

に
も
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
感
じ
た
︒
逆
に
言
え
ば
︑
人
を

含
め
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
歳
時
記
が
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
に
よ

っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒
そ
う
い
う
意
味
で
︑
本
稿
に

お
い
て
は
︑
ま
ず
は
細
胞
分
裂
制
御
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

制
御
を
中
心
に
論
じ
た
い
︒
一
般
的
な
祭
事
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も

交
え
な
が
ら
論
じ
る
こ
と
で
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
形
式
が
我
々
の

生
活
と
ど
の
よ
う
な
類
似
性
を
持
つ
の
か
を
書
き
記
す
︒
ま
た
︑
細

図１　細胞周期：細胞増殖の1サイクル
細胞周期は大きく4つの時期に分けられる。遺伝情報をコー
ドする染色体DNAの複製をおこなうS期と染色体DNAを
娘細胞に均等に分配するM期、そしてその間（GAP）のG1
期、G2期である。
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第三部　身心変容を科学する

分
子
生
物
学
的
視
点
か
ら
み
た
外
的
ス
ト
レス
と

恒
常
性
維
持　
　

古
谷
寛
治

京
都
大
学
放
射
線
生
物
研
究
セ
ン
タ
ー
講
師
／
生
物
分
子
科
学

第
三
部
❖
身
心
変
容
を
科
学
す
る



胞
の
営
み
は
恒
常
性
を
保
つ
と
同
時
に
︑
個
体
発
生
に
お
け
る
分

化
に
お
い
て
は
形
態
変
化
に
付
随
し
た
細
胞
分
裂
様
式
の
営
み
を

変
化
さ
せ
て
い
く
必
要
も
で
て
く
る
︒
ま
た
︑
長
期
的
な
視
点
に

お
い
て
は
我
々
が
進
化
と
呼
ぶ
変
化
に
お
い
て
も
ま
た
細
胞
は
変

化
し
て
種
の
生
存
戦
略
の
一
つ
と
し
て
い
る
︒
さ
ら
に
言
え
ば
︑
本

共
同
研
究
に
お
い
て
は
霊
的
暴
力
︑
身
心
変
容
と
い
う
テ
ー
マ
を

論
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
︑
細
胞
に
お
け
る
暴
力
性
で
あ
る

﹁
が
ん
化
﹂
と
い
う
点
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
変
化
が
が
ん
化
を
誘

導
し
う
る
か
︑
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
破
綻
と
背
中
合
わ
せ

な
の
か
︑
正
常
な
細
胞
の
営
み
と
の
違
い
を
も
と
に
フ
ィ
ー
ド
バ

ッ
ク
制
御
を
視
点
に
置
き
な
が
ら
論
じ
た
い
︒
本
年
度
の
我
々
の

最
新
の
結
果
を
踏
ま
え
た
議
論
も
交
え
な
が
ら
︑
皆
さ
ん
に
考
え

て
い
た
だ
く
機
会
に
し
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
︒

1
細
胞
周
期
進
行
モ
デ
ル
の
構
築

細
胞
が
分
裂
す
る
た
め
の
サ
イ
ク
ル
は
大
き
く
は
染
色
体

D
N
A
を
複
製
す
る
時
期
︵
複
製
期
︶
と
そ
れ
を
分
離
分
配
す
る

時
期
︵
分
裂
期
︶
に
分
け
ら
れ
る
︒
酵
母
の
よ
う
な
単
細
胞
で
あ

れ
ば
一
サ
イ
ク
ル
は
二
時
間
強
︑
ヒ
ト
の
細
胞
で
あ
れ
ば
二
四
時

間
程
度
で
一
サ
イ
ク
ル
を
完
了
す
る
︒
こ
の
一
サ
イ
ク
ル
の
間
に

染
色
体
D
N
A
の
複
製
と
分
配
を
順
に
一
度
ず
つ
行
う
わ
け
で
あ

る
︒細

胞
内
で
の
あ
ら
ゆ
る
作
業
を
行
う
の
は
タ
ン
パ
ク
質
と
い
う

機
能
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
︒
タ
ン
パ
ク
質
は
細
胞
の
中
に
ぎ
っ
し
り

と
詰
ま
っ
て
お
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
指
定
さ
れ
た
作
業
を
行
う
こ
と

で
一
連
の
目
的
を
達
成
す
る
︒
タ
ン
パ
ク
質
は
細
胞
の
中
に
居
住

す
る
市
民
に
も
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
︑
個
々
の
タ
ン
パ
ク
質
は

そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
を
担
う
労
働
者
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒

染
色
体
の
複
製
と
分
配
の
作
業
を
行
う
の
も
タ
ン
パ
ク
質
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
染
色
体
D
N
A
は
複
製
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
分
配
し
よ

う
が
な
い
わ
け
で
あ
る
が
︑
細
胞
の
中
に
居
住
す
る
タ
ン
パ
ク
質

に
は
染
色
体
が
複
製
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
知
る
由
も
な
い
︒
実
は

細
胞
に
は
染
色
体
は
〝
複
製
さ
れ
な
け
れ
ば
分
配
作
業
に
進
ま
な

い
〟
と
い
う
ル
ー
ル
が
備
わ
っ
て
い
る
が
︑
こ
の
ル
ー
ル
に
則
る

べ
く
タ
ン
パ
ク
質
が
お
互
い
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
に
よ
り
影

響
を
与
え
合
い
︑
ま
と
ま
っ
た
目
的
を
遂
行
す
る
︒
こ
の
ル
ー
ル

の
存
在
がL. H

artwell

ら
︵
二
〇
〇
一
年
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
賞
受
賞
︶

に
よ
り
発
見
さ
れ
た
の
は
︑
一
九
八
〇
年
代
の
後
半
で
あ
っ
た
︒

H
artwell

ら
は
︑
酵
母
細
胞
は
染
色
体
複
製
や
細
胞
分
裂
を
行

え
な
く
な
る
と
細
胞
周
期
の
サ
イ
ク
ル
が
回
ら
な
く
な
る
こ
と
を

見
出
し
た
︒
ま
た
︑
酵
母
細
胞
を
放
射
線
に
曝
す
と
そ
の
細
胞
周

期
の
進
行
が
い
っ
た
ん
停
止
す
る
こ
と
も
見
出
し
た
︒
こ
れ
だ
け

で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
る
が
︑H

artwell

ら
は
変
異
体
を

ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
細
胞
周
期
が
停
止
で
き
な

い
変
異
株
を
発
見
し
た2︑

1

︒
酵
母
遺
伝
学
の
パ
ワ
フ
ル
な
と
こ
ろ
は

簡
便
に
遺
伝
学
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
が
可
能
な
点
で
あ
り
︑
い
く
つ

か
の
作
業
を
順
に
行
う
こ
と
で
一
つ
の
遺
伝
子
機
能
の
み
が
破
綻

し
た
細
胞
株
を
何
千
と
い
う
数
ほ
ど
用
意
す
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
る
︒
こ
れ
を
変
異
株
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
と
呼
び
︑
か
つ
て
遺
伝

学
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
と
い
え
ば
こ
の
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
か
ら
興
味
あ

る
挙
動
を
示
す
変
異
体
を
単
離
︑
そ
し
て
︑
欠
損
し
た
遺
伝
子
機

能
を
同
定
す
る
こ
と
で
細
胞
機
能
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
︒

H
artwell

ら
の
細
胞
周
期
が
停
止
で
き
な
い
変
異
体
の
発
見
は
す

な
わ
ち
︑
酵
母
細
胞
に
は
放
射
線
に
よ
り
D
N
A
に
傷
を
受
け
た

細
胞
や
染
色
体
D
N
A
が
複
製
で
き
な
く
な
っ
た
細
胞
の
細
胞
周

期
進
行
を
停
止
さ
せ
る
た
め
遺
伝
子
機
能
が
存
在
す
る
こ
と
︑
ま

た
︑
そ
の
遺
伝
子
機
能
が
は
た
ら
か
な
く
な
る
と
細
胞
周
期
進
行

を
停
止
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
︒
ま
た
︑
細
胞
周
期

の
停
止
は
決
ま
っ
た
時
点
し
か
起
こ
ら
な
い
︵
G
1
期
と
S
期
の
間
︑

S
期
の
最
中
︑
G
2
期
と
M
期
の
間
︶
こ
と
も
見
出
し
︑
そ
の
特
定

の
停
止
時
点
を
﹁
細
胞
周
期
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
﹂
と
呼
ん
だ
︒

細
胞
周
期
停
止
︑
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
停
止
を
誘
導
す
る
遺
伝

子
群
は
い
く
つ
か
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
酵
母
︑
ヒ
ト
細
胞
︑
そ
し

て
カ
エ
ル
の
卵
を
用
い
た
実
験
系
か
ら
次
々
と
同
定
さ
れ
︑
こ
れ

ら
一
連
の
機
構
は
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
と
呼
ば

6︑
5︑
4︑
3

れ
た
︒
こ
の

H
artwell

ら
を
含
め
た
複
数
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
発
見
は
︑
細
胞

周
期
の
各
イ
ベ
ン
ト
は
順
に
起
こ
る
こ
と
を
示
し
て
い
た
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
ど
う
い
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
各
イ
ベ
ン
ト
が
起
こ
る

の
か
に
つ
い
て
は
説
明
で
き
な
か
っ
た
︒
こ
の
順
番
を
決
め
る
遺

伝
子
産
物
︑
す
な
わ
ち
タ
ン
パ
ク
質
の
同
定
に
様
々
な
段
階
で
貢

献
し
た
の
はN

urse

︑H
unt

そ
し
て
増
井
禎
夫
ら
で
あ
り
︑
酵
母

や
カ
エ
ル
の
卵
の
解
析
か
らC

dk

と
よ
ば
れ
る
酵
素
複
合
体
を
発

見
す
る
こ
と
に
つ
な
が

9︑
8︑
7っ

た 

︒

2C
dk

量
的
モ
デ
ル
に
よ
る
細
胞
周
期

進
行
制
御

現
在
で
は
細
胞
周
期
に
お
け
る
染
色
体
複
製
︑
染
色
体
分
配
の

各
イ
ベ
ン
ト
の
開
始
はC

dk

の
量
的
モ
デ
ル
で
説
明
さ
れ

11︑
10る

︵
図

2
︶︒C

dk

は
活
性
化
し
た
状
態
と
不
活
性
化
し
た
状
態
で
細
胞
内

に
存
在
す
る
酵
素
で
あ
る12
︒
活
性
化
し
たC

dk

の
数
が
細
胞
内
で

多
く
な
れ
ば
次
の
細
胞
周
期
の
イ
ベ
ン
ト
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
︒

興
味
深
い
の
は
染
色
体
D
N
A
の
複
製
の
開
始
は
比
較
的
少
数
の

C
dk

が
活
性
化
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
が
︑
染
色
体
D
N
A
の
複
製

を
完
了
す
る
た
め
に
は
よ
り
多
く
の
活
性
化
し
たC

dk

が
必
要
と

い
う
点
で
あ
る
︒
染
色
体
分
配
を
始
め
る
に
は
さ
ら
に
多
く
の
活

性
化
し
たC

dk

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
︒
最
終

的
に
染
色
体
分
配
を
終
了
す
る
と
︑
す
べ
て
のC

dk

が
不
活
性
化

し
た
状
態
に
戻
る
︒
す
な
わ
ち
細
胞
周
期
の
開
始
時
点
で
は
細
胞

内
のC

dk

の
活
性
は
非
常
に
低
い
︵
活
性
化
し
たC

dk

の
数
が
少
な

い
︶
状
態
で
あ
り
︑C

dk

の
活
性
が
時
間
と
と
も
に
高
く
な
る
に

つ
れ
て
染
色
体
D
N
A
の
複
製
︑
複
製
の
終
了
︑
分
配
と
順
番
に

行
わ
れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
る
︒
細
胞
活
動
を
市
民
活
動
に
た

と
え
て
き
た
が
︑
細
胞
周
期
の
各
イ
ベ
ン
ト
は
祭
り
に
も
言
い
換

え
る
こ
と
が
で
き
る
︒C

dk

は
祭
事
の
中
心
と
な
る
人
々
の
集
団

で
あ
り
︑
そ
の
や
る
気
が
徐
々
に
上
が
っ
て
い
く
こ
と
で
染
色
体

D
N
A
の
複
製
と
い
う
祭
り
の
準
備
が
完
了
し
︑
さ
ら
に
上
が
る

こ
と
で
祭
り
が
執
り
行
わ
れ
る
︒
終
了
と
と
も
に
や
る
気
が
沈
静

化
し
︑
次
の
年
に
向
か
う
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒

興
味
深
い
の
はC

dk

の
活
性
化
は
一
定
の
速
度
で
上
昇
す
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
後
戻
り
を
し
な
い
点
で
あ
る11 

︒C
dk

の
活
性
化
に
は
い
く
つ
か
の
手
続
き
が
必
要
で
あ
る
︒
一
つ
は
サ

イ
ク
リ
ン
と
よ
ば
れ
る
パ
ー
ト
ナ
ー
・
タ
ン
パ
ク
質
の
存
在
で
あ

る
︒C

dk

自
体
は
そ
れ
自
身
で
は
活
性
化
さ
れ
な
い
︒
活
性
化
さ

れ
る
た
め
に
は
サ
イ
ク
リ
ン
・
タ
ン
パ
ク
質
と
ペ
ア
を
組
む
必
要

が
あ
る
︒
こ
の
サ
イ
ク
リ
ン
は
非
常
に
不
安
定
な
タ
ン
パ
ク
質
で
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あ
り
︑
細
胞
周
期
が
進
行
す
る
と
と
も
に
合
成
さ
れ
︑
合
成
と
と

も
に
活
性
化
し
う
るC

dk

の
数
を
増
や
す
︒
細
胞
の
染
色
体

D
N
A
の
分
配
が
完
了
す
る
と
完
全
に
分
解
さ
れ
︑
細
胞
は
ゼ
ロ

か
ら
再
合
成
を
す
る
こ
と
に
な
る
︒

サ
イ
ク
リ
ン
・
タ
ン
パ
ク
質
の
合
成
さ
れ
た
量
が
や
る
気
を
持

つC
dk

の
数
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑C

dk

の
活
性
化

に
重
要
な
の
は
サ
イ
ク
リ
ン
・
タ
ン
パ
ク
質
と
ペ
ア
を
作
る
こ
と

だ
け
で
は
な
い
︒C

dk

自
身
が
い
く
つ
か
の
化
学
修
飾
を
受
け
る

こ
と
で
活
性
化
︑
不
活
性
化
の
切
り
替
え
調
節
を
う
け
る
︒
こ
れ

ら
の
化
学
修
飾
は
複
数
の
酵
素
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
お
り
︑
こ
の

化
学
修
飾
を
担
う
酵
素
群
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
に
よ
り
制
御

を
受
け
る
こ
と
でC

dk

の
活
性
化
調
節
を
正
に
も
負
に
も
は
た
ら

き
か
け
る
︒
こ
れ
ら
一
連
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
機
構
の
研
究

は
遺
伝
学
︑
生
化
学
︑
そ
し
て
シ
ス
テ
ム
生
物
学
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
て
き
た
︒
本
論
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
の
︑
分

裂
期
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
活

性
化
さ
れ
たC

dk

の
数
が
急

激
に
増
加
す
る
超
感
受
性 

︵ultrasensitivity

︶
は
正
の
フ

ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
促
進
と
負
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
抑
制
を
両
方

活
用
す
る
多
重
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
の
賜
物
で
あ
り
︑
そ
の

頑
強
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
が
細
胞
分
裂
を
ど
の
細
胞
で

も
︵
同
じ
種
な
ら
ば
︶
同
じ
タ
イ
ミ
ン
グ
で
行
わ
れ
る
仕
組
み
を
作

り
出
し
て
い
る12 

︒
す
な
わ
ち
同
じ
環
境
に
い
れ
ば
一
気
に
同
じ
季

節
に
祭
り
の
モ
ー
ド
に
突
入
す
る
こ
と
が
可
能
な
わ
け
で
あ
る
︒

3
Ｄ
Ｎ
Ａ
損
傷
に
よ
り
発
動
す
る
チ
ェ
ッ

ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
は
細
胞
周
期
進
行

を
負
に
制
御
す
る

た
だ
︑
細
胞
周
期
は
い
つ
も
滞
り
な
く
進
行
す
る
わ
け
で
は
な

い
︒
複
雑
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
に
よ
り
だ
い
た
い
の
細
胞
周

期
の
一
サ
イ
ク
ル
あ
た
り
の
時
間
は
保
障
さ
れ
て
い
る
も
の
の
︑

様
々
な
要
因
で
時
間
的
な
ず
れ
も
起
こ
り
う
る
︒
例
え
ば
放
射
線

に
曝
さ
れ
た
細
胞
で
は
染
色
体
D
N
A
が
傷
つ
け
ら
れ
る
︒
細
胞

内
で
傷
つ
い
た
D
N
A
が
検
出
さ
れ
る
と
細
胞
周
期
の
進
行
を
い

っ
た
ん
停
止
さ
せ
る
機
能
は
前
述
し
た
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構

で
あ
る
︒
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
は
細
胞
周
期
進
行
を
担
う

C
dk

に
対
し
負
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
で
も
っ
て
は
た
ら
き
か

け
る
︵
図
3
︶︒

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
に
関
わ
る
因
子
群
は
大
き
く
二
つ
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る13
︒
一
つ
は
D
N
A
損
傷
セ
ン
サ
ー
・
タ
ン

パ
ク
質
と
よ
ば
れ
る
一
群
で
あ
り
︑
染
色
体
D
N
A
が
傷
つ
き
︑

修
復
の
過
程
を
検
出
︑
直
接
結
合
し
︑
傷
つ
い
た
D
N
A
の
数
に

応
じ
た
信
号
を
出
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
そ
の
セ
ン
サ

ー
・
タ
ン
パ
ク
質
か
ら
受
け
取
っ
た
信
号
を
増
幅
し
︑C

dk

を
抑

制
す
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
を
発
動
す
る
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
︵
仲

介
役
︶
と
よ
ば
れ
る
因
子
群
も
あ
り
︑
こ
れ
ら
二
つ
の
因
子
群
が

相
互
に
作
用
し
あ
う
こ
と
で
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
の
発
動
が

な
さ
れ
る
︒
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
の
発
動
︑
す
な
わ
ち
細
胞

周
期
の
進
行
停
止
は
常
に
起
こ
る
わ
け
で
は
な
い
︒
一
定
量
を
超

え
た
染
色
体
D
N
A
の
傷
を
受
け
た
と
き
に
の
みC

dk

へ
の
抑
制

が
は
た
ら
く
仕
組
み
を
構
築
し
て
い
る
︒
細
胞
増
殖
の
推
進
力
が

図３　チェックポイント機構は細胞周期を止めることで細胞増殖を停
止させる
放射線等によりゲノムDNAに傷を受けた細胞へは『チェックポイント
機構』と呼ばれる一群のタンパク質が作動し、CDKの活性化を妨げ
ることで細胞増殖を停止させる。その一方で、CDKはそれに抗う負
のフィードバックを介してチェックポイント機構を抑え込もうとする。細
胞増殖の進行と停止はそのバランスにより制御を受ける。

図２　細胞周期を進ませるエンジンであるCdkの超感受性はフィードバック制御の賜
物である
Cdkはリン酸化酵素であり、活性化した分子数が細胞内で多くなることで細胞周期を進
ませる（上図）。細胞内の活性化したCdk分子数を急激に上昇させる超感受性はフィー
ドバック制御を介して構築される（Albertsら『細胞の分子生物学』28より改変。下図）。
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強
い
細
胞
に
お
い
て
は
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
の
発
動
が
さ
れ

に
く
く
︑
実
際
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
の
発
動
はC

dk

を
含
む

酵
素
群
か
ら
抑
制
的
な
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
を
受
け
る
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
お
り
︑
放
射
線
等
の
D
N
A
損
傷
を
受
け
た
細
胞
が

細
胞
周
期
を
停
止
さ
せ
る
か
ど
う
か
は
︑
細
胞
の
持
つ
増
殖
促
進

能
と
抑
制
機
構
と
の
バ
ラ
ン
ス
の
結
果
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る14
︒

す
な
わ
ちC

dk
の
活
性
化
が
起
こ
り
や
す
い
細
胞
内
状
態
で
あ
れ

ば
︑
細
胞
周
期
進
行
停
止
の
た
め
に
は
︑
そ
れ
に
打
ち
勝
つ
だ
け

の
D
N
A
損
傷
か
ら
の
進
行
抑
止
力
が
必
要
と
な
る
︒
我
々
の
生

活
に
た
と
え
る
な
ら
︑
周
り
の
雰
囲
気
に
呑
ま
れ
て
暴
走
を
静
止

で
き
な
く
な
る
の
と
よ
く
似
て
い
る
︒

4
Ｄ
Ｎ
Ａ
損
傷
ス
ト
レ
ス
と
細
胞
周
期

進
行

ほ
と
ん
ど
の
細
胞
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
増
殖
す
る
こ
と

で
あ
る
︒
と
り
わ
け
個
体
の
初
期
発
生
時
に
は
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン

ト
機
構
は
は
た
ら
か
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
細
胞
の
数
を

増
や
す
と
い
う
の
が
初
期
発
生
に
お
け
る
目
的
だ
か
ら
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
の
一
方
で
染
色
体
D
N
A
に
コ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
遺
伝

情
報
を
正
確
に
娘
細
胞
へ
と
伝
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ
り
︑
チ
ェ

ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
に
よ
り
細
胞
周
期
を
停
止
さ
せ
る
こ
と
で
染

色
体
D
N
A
が
受
け
た
D
N
A
の
損
傷
を
じ
っ
く
り
と
直
す
こ
と

も
重
要
で
あ
る
︒
こ
れ
も
ゲ
ノ
ム
情
報
の
安
定
維
持
︵genom

e 

stability

︶
と
呼
び
︑
い
ず
れ
の
選
択
肢
を
取
る
か
は
組
織
や
分
化

度
な
ど
細
胞
を
取
り
巻
く
環
境
に
よ
り
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る16︑

15

︒

前
述
の
よ
う
に
︑
一
般
的
に
細
胞
は
様
々
な
要
因
で
染
色
体

D
N
A
に
傷
を
受
け
る
︒
D
N
A
分
子
の
自
然
分
解
は
細
胞
あ
た

り
一
日
に
一
万
四
千
カ
所
で
起
こ
る
︒
ま
た
︑
染
色
体
D
N
A
の

複
製
に
伴
う
ミ
ス
に
関
し
て
も
一
〇
の
七
乗
カ
所
に
一
回
の
割
合

で
起
こ
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
︑
染
色
体
D
N
A
の
複
製
の

ス
テ
ッ
プ
に
限
っ
て
も
一
日
あ
た
り
一
〇
〇
〇
カ
所
近
く
が
変
異

を
受
け
て
い
る
計
算
と
な

19︑
18︑
17

る
︒
さ
ら
に
呼
吸
に
伴
う
酸
化
ス
ト
レ

ス
な
ど
も
合
計
す
れ
ば
一
日
に
一
〇
〇
〇
〇
〇
以
上
の
場
所
で
染

色
体
D
N
A
が
傷
を
受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る20
︒
細
胞
に

は
こ
れ
く
ら
い
の
D
N
A
の
傷
で
あ
れ
ば
元
ど
お
り
に
直
す
修
復

能
が
備
わ
っ
て
い
る
︒
た
だ
︑
そ
の
他
の
外
的
要
因
︑
例
え
ば
紫

外
線
を
過
剰
に
浴
び
た
場
合
や
︑
放
射
線
に
曝
さ
れ
た
際
な
ど
直

し
き
れ
な
い
数
の
損
傷
を
受
け
た
場
合
は
︑
増
殖
中
の
細
胞
で
あ

れ
ば
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
を
発
動
し
︑
染
色
体
分
配
の
開
始

前
で
細
胞
周
期
を
停
止
さ
せ
る
︒

一
連
の
研
究
か
ら
染
色
体
分
配
の
前
で
細
胞
増
殖
が
停
止
す
る

た
め
に
は
︑
あ
る
種
の
ヒ
ト
培
養
細
胞
で
あ
れ
ば
︑
染
色
体
上
に

二
〇
カ
所
程
度
の
傷
が
残
っ
て
い
た
と
し
て
も
無
視
し
て
染
色
体

分
配
を
開
始
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る21
︒
す
な
わ
ち
︑
二
〇
カ

所
の
D
N
A
損
傷
か
ら
発
信
さ
れ
る
程
度
の
信
号
で
あ
れ
ば
チ
ェ

ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
は
細
胞
増
殖

促
進
の
推
進
力
を
抑
え
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
︒
逆
に

言
え
ば
︑
細
胞
周
期
進
行
の
推
進
力
が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構

を
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
制
御
に
よ
り
抑
え
込
ん
で
し
ま
う
︒
こ
の
チ

ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
が
細
胞
周
期
の
推
進
力
に
打
ち
勝
つ
た
め

に
必
要
な
D
N
A
損
傷
の
数
を
D
N
A
損
傷
の
閾
値
と
こ
こ
で
は

呼
ぶ
︒

D
N
A
損
傷
の
閾
値
を
取
り
巻
く
研
究
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

あ
る
︒
現
在
の
と
こ
ろ
︑Plk1

と
呼
ば
れ
る
酵
素
が
D
N
A
損
傷

の
閾
値
の
決
定
に
深
く
関
与
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
︒Plk1

の
酵
素
の
活
性
が
強
く
な
る
こ
と
で
D
N
A
損
傷
の
閾
値
が
上
が

り
︑
残
存
す
る
D
N
A
の
損
傷
が
多
く
て
も
染
色
体
分
配
を
開
始

す
る
こ
と
が
で
き
る22
︒
私
の
研
究
室
で
も
︑
別
の
切
り
口
か
らPlk1

が
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
を
抑
え
込
む
こ
と
︑
ま
た
︑Plk1

が

作
用
す
る
相
手
は
い
わ
ゆ
る
D
N
A
損
傷
セ
ン
サ
ー
・
タ
ン
パ
ク

質
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
同
定
し
た
︒
す
な
わ
ち
D
N
A
損
傷
を

検
出
す
る
機
能
を
弱
く
す
る
こ
と
で
細
胞
増
殖
を
助
け
て
い
る
の

で
あ
る
︒
細
胞
増
殖
能
が
D
N
A
損
傷
検
出
機
構
レ
ベ
ル
に
お
い

て
細
胞
周
期
進
行
の
抑
制
能
力
の
低
下
と
カ
ッ
プ
ル
し
て
い
る
と

い
う
我
々
の
結
果
は
こ
の
分
野
に
と
っ
て
は
非
常
に
興
味
深
い
︒

5
発
が
ん
抑
制
機
構
と
し
て
の
チ
ェ
ッ
ク

ポ
イ
ン
ト
機
構

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
の
研
究
が
注
目
を
浴
び
た
理
由
は
︑
が

ん
の
抑
制
機
構
と
し
て
の
は
た
ら
き
を
持
つ
こ
と
が
示
さ
れ
た
か

ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
染
色
体
D
N
A
が
過
剰
な
損
傷
を
受
け
た

細
胞
で
は
︑
老
化
︵Senescence

︶
あ
る
い
は
細
胞
死
と
い
っ
た
現

象
が
誘
起
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る15
︵
図
4
︶︒
い
く
つ
か
の

経
路
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
︑
一
つ
に
は
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機

構
が
過
剰
に
は
た
ら
き
︑
細
胞
周
期
の
進
行
を
恒
久
的
に
停
止
さ

せ
る
結
果
と
し
て
起
こ
る
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
︒

チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
が
過
剰
に
は
た
ら
く
の
は
許
容
量
以

上
の
染
色
体
損
傷
を
受
け
た
と
き
だ
け
で
は
な
い
︒
本
来
増
え
て

は
い
け
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
細
胞
増
殖
の
信
号
を
細
胞
が
受
け
た

際
に
も
︑
老
化
や
細
胞
死
を
引
き
起
こ
す
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
︒

こ
の
異
常
増
殖
の
信
号
は
一
種
の
細
胞
へ
の
ス
ト
レ
ス
と
し
て
は

た
ら
く
と
理
解
さ
れ
て
お
り
︑﹁
が
ん
ス
ト
レ
ス
﹂
と
よ
ば
れ
る23
︒

興
味
深
い
こ
と
に
﹁
が
ん
ス
ト
レ
ス
﹂
は
一
部
︑
D
N
A
損
傷
と

同
様
の
応
答
を
細
胞
に
課
す
︒
議
論
の
余
地
は
残
っ
て
い
る
も
の

の
︑
そ
の
仕
組
み
に
は
い
く
つ
か
の
説
明
が
で
き
る
︒
一
つ
に
は
︑

本
来
あ
る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
で
な
い
と
き
に
始
ま
る
染
色
体

D
N
A
の
複
製
自
身
が
異
常
な
D
N
A
複
製
様
式
を
行
っ
て
お
り
︑

そ
れ
が
過
剰
な
D
N
A
損
傷
応
答
を
誘
起
す
る
︑
と
い
う
も
の
で

あ
る
︒
実
際
︑
染
色
体
D
N
A
が
複
製
す
る
た
め
に
は
材
料
と
な

る
﹁
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
﹂
が
必
要
で
あ
り
︑
そ
れ
が

不
十
分
で
あ
る
と
正
確
に
複
製
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
︒
祭
事

に
た
と
え
る
な
ら
︑
物
資
が
足
り
な
い
と
正
確
な
も
て
な
し
が
で

き
な
い
の
と
同
じ
と
考
え
て
よ
い
︒
ま
た
︑
本
来
増
殖
し
て
は
な

図４　異常増殖を開始した細胞は排除される仕組
みがある
過剰なDNA損傷を受けた細胞や、異常増殖を開
始した細胞はDNAチェックポイント機構などを介し
て細胞死や老化といった運命をたどる。
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ら
な
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
の
細
胞
増
殖
の
誘
導
に
は
か
な
り
強
い
入

力
信
号
が
必
要
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
先
述
し
た
﹁
サ
イ
ク
リ
ン
E
﹂

の
高
発
現
はC

dk

を
強
く
活
性
化
状
態
に
持
っ
て
い
く
︒
こ
の
よ

う
な
強
い
D
N
A
複
製
開
始
シ
グ
ナ
ル
は
染
色
体
D
N
A
の
場
所

に
よ
っ
て
は
二
重
の
D
N
A
複
製
が
起
こ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お

り
︑
そ
れ
に
伴
う
異
常
な
D
N
A
構
造
が
D
N
A
損
傷
と
し
て
認

識
さ
れ
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
て
い
る24
︒
さ
ら
に
細
胞
の
も
つ
細
胞

増
殖
の
シ
グ
ナ
ル
経
路
は
同
時
に
細
胞
死
を
誘
導
す
る
シ
グ
ナ
ル

も
弱
く
発
動
す
る
こ
と
が
分
子
生
物
学
的
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
強

い
入
力
信
号
が
細
胞
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
付
随
し
て

出
力
さ
れ
る
細
胞
死
の
シ
グ
ナ
ル
も
強
く
な
る
と
い
う
こ
と
に
他

な
ら
な
い
︒
細
胞
の
も
つ
シ
グ
ナ
ル
伝
達
経
路
は
常
に
下
流
に
自

身
を
抑
制
す
る
経
路
を
発
動
す
る
仕
組
み
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と

が
多
く
︑
こ
れ
が
恒
常
性
を
保
つ
原
理
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒
説
明
が
長
く
な
っ
た
が
︑
細
胞
が
増
殖
の
信
号
を

受
け
入
れ
る
に
は
︑
栄
養
源
が
十
分
か
︑
あ
る
い
は
細
胞
が
き
ち

ん
と
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
に
結
合
し
て
い
る
か
な
ど
細
胞
増
殖
に
耐
え

う
る
条
件
を
満
た
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
条
件
が
不

十
分
な
場
合
に
は
増
殖
シ
グ
ナ
ル
は
﹁
が
ん
ス
ト
レ
ス
﹂
と
し
て

認
識
さ
れ
︑
不
可
逆
的
な
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
の
過
剰
発
動

を
引
き
起
こ
す
元
と
な
る
︒

こ
の
よ
う
に
我
々
の
身
体
に
は
こ
れ
ら
の
異
常
増
殖
を
行
お
う

と
す
る
細
胞
を
自
然
排
除
す
る
仕
組
み
が
備
わ
っ
て
お
り
︑
そ
の

仕
組
み
は
い
わ
ゆ
る
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
機
構
が
担
っ
て
い
る
の

で
あ
る24
︒
そ
の
排
除
機
構
を
か
い
く
ぐ
っ
た
細
胞
増
殖
が
﹁
が
ん
﹂

と
し
て
露
見
す
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
が
ん
細
胞
で
は
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
機
構
が
破
綻
し
て
い
る
こ
と
が
頻
繁
に
み
ら
れ
る
︒

6
が
ん
と
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性

が
ん
の
も
う
一
つ
顕
著
な
性
質
と
し
て
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
が
挙

げ
ら
れ
る
︒
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
と
は
染
色
体
に
コ
ー
ド
さ
れ
て
い

る
遺
伝
情
報
が
安
定
に
娘
細
胞
に
伝
わ
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
︑
染

色
体
D
N
A
上
の
点
変
異
︵
遺
伝
子
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
が
一
つ

だ
け
異
な
る
文
字
に
変
わ
る
こ
と
︶
に
よ
る
変
異
タ
ン
パ
ク
質
の
発

現
や
︑
染
色
体
転
座
の
よ
う
に
染
色
体
D
N
A
上
の
シ
ス
テ
ム
が

変
質
す
る
も
の
と
多
岐
に
わ
た
る
︒
こ
の
異
常
が
様
々
な
細
胞
機

能
を
乱
し
︑
が
ん
の
進
展
︵
浸
潤
等
の
促
進
︶
や
抗
が
ん
剤
耐
性
の

チ
ャ
ン
ス
を
増
や
す
要
因
と
も
な
る
︒
こ
れ
ら
は
D
N
A
損
傷
の

修
復
機
構
の
破
綻
と
深
い
関
係
が
あ
る
︒
細
胞
内
に
は
D
N
A
損

傷
を
修
復
す
る
様
々
な
経
路
が
存
在
し
て
お
り
︑
あ
る
種
の

D
N
A
損
傷
修
復
機
構
が
は
た
ら
か
な
く
な
る
と
が
ん
な
ど
の
疾

患
を
誘
起
す
る
︒

ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
と
が
ん
と
の
つ
な
が
り
で
は
ミ
ス
マ
ッ
チ
修

復
の
破
綻
に
よ
る
大
腸
が
ん
の
高
発
症
が
知
ら
れ
て
い
る25
︒
ミ
ス

マ
ッ
チ
修
復
は
先
述
し
た
よ
う
に
︑
染
色
体
D
N
A
の
複
製
に
お

い
て
誤
っ
た
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
ヌ
ク
レ
オ
チ
ド
の
塩
基
挿
入
が
行
わ

れ
た
際
に
速
や
か
に
元
の
正
し
い
塩
基
に
戻
す
機
構
で
あ
り
︑
一

〇
〇
〇
倍
程
度
の
正
確
性
を
D
N
A
複
製
過
程
に
お
い
て
付
与
す

る
重
要
な
修
復
機
構
と
言
え
る
︒
ま
た
︑
乳
が
ん
の
高
発
現
を
伴

うBRC
A

1/2

遺
伝
子
の
変
異
も
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
を
引
き
起
こ
す26
︒

と
も
に
︑
こ
れ
ら
の
遺
伝
子
に
コ
ー
ド
さ
れ
て
い
る
タ
ン
パ
ク
質

は
分
子
レ
ベ
ル
で
の
作
用
機
作
は
異
な
る
も
の
の
︑
相
同
組
み
換

え
修
復
と
呼
ば
れ
る
様
式
の
D
N
A
修
復
機
構
を
推
進
す
る
機
能

を
担
う
︒
相
同
組
み
換
え
機
構
は
染
色
体
D
N
A
複
製
の
際
に
遭

遇
し
た
損
傷
D
N
A
に
対
処
す
る
た
め
の
修
復
機
構
で
あ
り
︑
正

確
か
つ
︑
円
滑
な
染
色
体
D
N
A
の
複
製
を
行
う
た
め
に
は
欠
か

せ
な
い
機
構
で
あ
る
︒BRC

A
1

やBRC
A

2

と
い
っ
た
タ
ン
パ
ク

質
が
う
ま
く
は
た
ら
か
な
い
細
胞
で
は
こ
の
相
同
組
み
換
え
を
推

進
す
る
能
力
に
欠
け
て
い
る
た
め
染
色
体
D
N
A
の
複
製
が
滞
り

が
ち
で
あ
り
︑
変
異
や
転
座
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
︒
が
ん
の
原

因
と
な
る
変
異
を
誘
発
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒

こ
の
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
の
原
因
と
も
な
る
染
色
体
上
の
D
N
A

損
傷
の
修
復
機
構
の
欠
損
は
転
じ
て
が
ん
治
療
の
戦
略
に
適
用
さ

れ
て
い
る
︒
も
と
も
と
D
N
A
損
傷
の
修
復
機
構
の
一
つ
が
破
綻

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
︑
別
の
D
N
A
損
傷
修
復
の
経
路
を
は
た

ら
か
な
く
す
る
こ
と
で
細
胞
を
よ
り
脆
弱
に
す
る
こ
と
も
可
能
で

あ
り
︑
放
射
線
療
法
と
あ
わ
せ
れ
ば
︑
時
に
が
ん
細
胞
を
細
胞
死

に
い
た
ら
し
め
る
こ
と
も
可
能
と
な
る
︒
こ
の
手
法
を
合
成
致
死

と
呼
び
︑
実
際
に
抗
が
ん
剤
の
治
療
は
こ
の
考
え
に
則
っ
て
行
わ

れ
る
こ
と
が
あ
り
︑
乳
が
ん
等
の
治
療
に
お
い
て
は
非
常
に
効
果

的
で
あ
る27
︒
が
ん
細
胞
と
い
う
の
は
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
を
示
し
な

が
ら
も
増
殖
を
行
う
シ
ス
テ
ム
を
細
胞
内
に
構
築
し
て
お
り
︑
非

常
に
脆
弱
の
よ
う
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
い
て
細
胞
増
殖
が
盛
ん
で

あ
る
︒
ゲ
ノ
ム
不
安
定
性
を
担
保
し
な
が
ら
︑
す
な
わ
ち
ゲ
ノ
ム

D
N
A
へ
の
損
傷
を
た
く
さ
ん
受
け
な
が
ら
細
胞
増
殖
を
行
う
と

い
う
の
は
︑
一
見
矛
盾
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
︒
我
々

の
研
究
の
結
果
で
は
︑
細
胞
増
殖
と
ゲ
ノ
ム
D
N
A
損
傷
の
閾
値

設
定
は
密
接
な
連
携
を
も
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
こ

れ
は
個
々
の
細
胞
の
持
つ
ゲ
ノ
ム
D
N
A
損
傷
を
修
復
す
る
能
力
︑

許
容
能
力
と
も
関
連
し
て
進
化
し
て
き
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
の
が

本
来
の
姿
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
細
胞
周
期
の
短
い
︑
す
な
わ
ち
増

殖
の
早
い
種
や
組
織
で
あ
れ
ば
︑
D
N
A
修
復
能
も
高
い
の
で
は

な
い
か
︒
そ
の
よ
う
に
細
胞
全
体
が
協
調
し
て
進
化
し
て
い
る
は

ず
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
が
ん
細
胞
に
於
い
て
は
こ
の
関
連

性
を
無
視
し
た
増
殖
能
力
の
獲
得
が
行
わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
︒

7
身
心
変
容
と
暴
走

文
化
の
継
承
も
同
じ
で
は
な
い
か
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
時
代

の
な
が
れ
︑
取
り
巻
く
環
境
変
化
に
応
じ
て
文
化
の
営
み
自
身
が

緩
や
か
に
変
化
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
︒
こ
れ
を
進
化
と
呼
ぶ
べ

き
か
適
応
と
呼
ぶ
べ
き
か
は
別
と
し
て
︑
外
界
と
の
す
り
合
わ
せ

は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
と
同
時
に
毎
年
あ
る
い

は
一
定
間
隔
で
執
り
行
わ
れ
る
祭
事
は
頑
強
に
そ
の
サ
イ
ク
ル
を

守
る
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
初
め
て
世
代
を
超
え
た
継
承
が
可

能
と
な
る
︒
人
材
の
不
足
や
資
材
の
不
足
な
ど
負
に
制
御
す
る
要

因
が
考
え
ら
れ
る
︒
何
か
し
ら
作
法
の
変
更
︑
修
正
︑
修
復
な
ど

議
論
の
余
地
が
出
て
く
れ
ば
時
間
を
か
け
て
解
決
す
る
必
要
も
出

て
く
る
︒
一
定
期
間
内
に
開
催
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
れ
ば
︑
あ

る
程
度
そ
れ
ら
の
欠
点
を
無
視
し
な
が
ら
進
む
必
要
も
出
て
く
る
︒

無
理
が
た
た
れ
ば
次
第
に
欠
点
が
露
出
し
︑
さ
ら
に
不
安
定
性
を

増
す
だ
ろ
う
︒
そ
れ
ら
を
許
容
し
な
が
ら
物
事
を
進
め
る
う
ち
に

破
綻
が
い
き
な
り
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
︑
地
域
と
い
っ
た
巨
視
的
観
点
か
ら
眺
め
れ
ば
︑
一
つ
一
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つ
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
る
住
民
は
毎
年
行
わ
れ
る
祭
事
が
あ
る
か
ら

こ
そ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
︑
影
響
し
あ
う
こ
と
で
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
制
御
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
︒
も

し
︑
不
安
定
性
を
担
保
し
な
が
ら
物
事
を
進
め
よ
う
と
思
え
ば
︑
あ

る
程
度
︑
個
々
人
に
影
響
し
あ
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
弱
く
す
る
こ

と
で
お
互
い
の
不
利
益
を
影
響
し
あ
わ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
も

出
て
く
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
希
薄
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
本
来

社
会
的
に
生
き
る
べ
き
人
間
の
活
動
の
方
向
性
を
失
わ
せ
︑
時
と

し
て
暴
力
性
を
許
容
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

本
稿
で
私
は
生
物
の
細
胞
周
期
進
行
を
歳
時
記
に
た
と
え
な
が

ら
レ
ビ
ュ
ー
し
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
︒
分
子
間
の
相
互
作
用
の

仕
組
み
を
巨
視
的
観
点
か
ら
眺
め
る
こ
と
で
本
領
域
を
別
の
視
点

か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
︑
報
告
と
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
︒
今
一
度
︑
仮
名
序
の
下
り
を
書
か
せ
て
い
た

だ
く
︒
力
を
入
れ
ず
し
て
こ
と
を
進
め
う
る
シ
ス
テ
ム
は
自
然
界

に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
古
く
か
ら
気
づ
か
れ
て
い
る
も

の
な
の
だ
と
感
じ
る
︒

や
ま
と
う
た
は
︑
人
の
心
を
種
と
し
て
︑
万
の
言
の
葉
と
ぞ
な

れ
り
け
る　

世
の
中
に
あ
る
人
︑
こ
と
わ
ざ
繁
き
も
の
な
れ
ば
︑

心
に
思
ふ
事
を
︑
見
る
も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
︑
言
ひ
出
せ

る
な
り　

花
に
鳴
く
鶯
︑
水
に
住
む
蛙
の
声
を
聞
け
ば
︑

生
き
と
し
生
き
る
も
の
︑
い
づ
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る　

力
を
も
入
れ
ず
し
て
天
地
を
動
か
し
︑

目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
︑

男
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
︑

猛
き
武
士
の
心
を
も
慰
む
る
は
︑

歌
な
り
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は
じ
め
に

ヒ
ト
ラ
ー
政
権
は
︑
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
下
で
ド
イ
ツ
国
民
の
圧

倒
的
支
持
に
よ
っ
て
一
九
三
三
年
に
誕
生
し
た
︒
ナ
チ
ス
党
は
第

一
次
世
界
大
戦
の
賠
償
金
と
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
に
苦
し
む
ド
イ

ツ
に
奇
跡
の
復
興
を
も
た
ら
し
た
後
︑
一
九
三
九
年
九
月
に
ポ
ー

ラ
ン
ド
に
侵
攻
し
第
二
次
世
界
大
戦
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
︶
が
勃
発

し
た
︒
同
じ
年
の
一
〇
月
︑
T
4
作
戦
と
い
わ
れ
た
ナ
チ
ス
優
生

学
思
想
に
基
づ
く
安
楽
死
政
策
が
開
始
さ
れ
た
︒
犠
牲
者
に
は
遺

伝
病
や
統
合
失
調
症
な
ど
の
精
神
病
︑
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
︑
パ

ー
キ
ン
ソ
ン
病
と
い
っ
た
神
経
難
病
の
患
者
群
が
含
ま
れ
て
い
た
︒

皮
肉
な
こ
と
に
︑
一
九
四
一
年
頃
ヒ
ト
ラ
ー
自
身
が
パ
ー
キ
ン
ソ

ン
病
を
発
症
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る1
︒
一
九
四
二
年
に
は
絶
滅

収
容
所
が
稼
働
を
開
始
し
た
︒
そ
れ
か
ら
一
九
四
五
年
の
ヒ
ト
ラ

ー
自
殺
に
よ
る
ド
イ
ツ
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
四
年
間
が
ヒ
ト
ラ
ー

の
罹
病
期
間
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

ヒ
ト
ラ
ー
の
左
上
肢
に
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
症
状
の
一
つ
で

あ
る
振
戦
︵
手
の
震
え
︶
が
出
現
し
て
い
た
が
︑
こ
の
事
実
を
秘
匿

す
る
た
め
左
前
方
向
か
ら
の
写
真
や
映
画
撮
影
は
禁
止
さ
れ
︑
右

手
で
ハ
イ
ル
ヒ
ト
ラ
ー
の
挙
手
を
す
る
と
同
時
に
左
手
は
制
帽
を

か
か
え
る
か
体
の
後
ろ
に
ま
わ
す
な
ど
の
演
出
的
工
夫
が
な
さ
れ

た
︒
現
在
で
は
ヒ
ト
ラ
ー
の
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
症
状
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
投
稿
動
画
で
見
る
こ
と
が
で
き
る2
︒

後
に
詳
述
す
る
が
︑
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
病
態
は
中
脳
の
黒
質

と
い
う
部
位
に
存
在
す
る
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
が
変
性
脱
落
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
︑
こ
の
細
胞
の
投
射
先
で
あ
る
線
条
体
で
放
出
さ
れ

る
神
経
伝
達
物
質
︵
ド
ー
パ
ミ
ン
︶
が
不
足
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
パ

ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
症
状
を
和
ら
げ
る
に
は
ド
ー
パ
ミ
ン
の
前
駆
体

で
あ
る
L
︲
ド
ー
パ
と
い
う
治
療
薬
が
用
い
ら
れ
る
︒
病
初
期
に

は
こ
の
治
療
薬
は
劇
的
に
効
果
を
発
揮
す
る
︒
し
か
し
︑
L
︲
ド

ー
パ
は
一
九
四
〇
年
代
の
こ
の
時
期
︑
単
離
さ
れ
て
い
た
が
臨
床

応
用
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︵
実
際
に
治
療
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
︶︒
よ
っ
て
ヒ
ト
ラ
ー
の
治
療
に
は
メ
タ

ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
が
用
い
ら
れ
て
い
た
︒

メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
は
い
わ
ゆ
る
覚
醒
剤
︵
ヒ
ロ
ポ
ン
︶
で
あ
る
︒

ド
ー
パ
ミ
ン
と
化
学
構
造
が
似
て
お
り
︑
脳
内
の
ド
ー
パ
ミ
ン
濃

度
を
上
昇
さ
せ
る
作
用
が
あ
る
の
で
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
症
状
は

あ
る
程
度
緩
和
す
る
は
ず
で
あ
り
︑
経
験
的
に
用
い
ら
れ
た
の
だ

ろ
う
︒
日
本
で
も
︑
第
二
次
世
界
大
戦
中
ヒ
ロ
ポ
ン
は
﹁
突
撃
薬
﹂

と
呼
ば
れ
︑
爆
撃
機
が
不
眠
不
休
で
敵
地
へ
飛
行
し
躊
躇
な
く
爆

撃
す
る
た
め
に
搭
乗
員
に
支
給
さ
れ
て
い
た
︒
戦
後
は
一
九
五
一

年
の
覚
せ
い
剤
取
締
法
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
ま
で
一
種
の
強
壮

剤
と
し
て
薬
局
な
ど
で
販
売
さ
れ
て
い
た
︒

大
戦
末
期
に
メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
を
投
与
さ
れ
て
い
た
ヒ
ト
ラ

ー
は
︑
薬
効
が
発
揮
し
て
い
る
と
き
は
ア
ジ
テ
ー
ト
さ
れ
て
作
戦

司
令
室
で
拳
を
ふ
る
っ
て
檄
を
飛
ば
し
て
い
た
反
面
︑
薬
理
作
用

が
切
れ
て
い
る
と
き
は
執
務
室
で
ヨ
ダ
レ
を
垂
ら
し
て
動
け
な
く

な
っ
て
い
た
と
い
う
︒
ヒ
ト
ラ
ー
の
﹁
身
心
変
容
﹂
を
神
経
科
学

の
立
場
か
ら
説
明
し
て
み
よ
う
︒

1
身
心
変
容
と
唯
脳
論

﹁
身
心
変
容
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
﹁
身
﹂
と
﹁
心
﹂
と
い
う
二
元

論
的
な
概
念
が
包
含
さ
れ
て
い
る
︒﹁
身
﹂
を
心
の
座
で
あ
る
︵
あ

ろ
う
︶
と
こ
ろ
の
﹁
脳
﹂︑﹁
心
﹂
を
﹁
精
神
現
象
﹂
と
言
い
換
え

る
と
︑
脳
と
精
神
現
象
の
変
容
で
あ
る
︒﹁
心
﹂
は
肉
体
と
は
別
次

元
に
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
肉
体
が
滅
び
た
後
も

﹁
心
﹂
は
生
き
残
る
︑
し
た
が
っ
て
︑
死
後
の
世
界
や
輪
廻
転
生
も

起
こ
り
得
る
︑
と
信
じ
る
立
場
が
あ
る
︒
私
見
で
は
こ
の
考
え
を

否
定
す
る
つ
も
り
は
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
臨
床
医
学
あ
る
い

は
神
経
科
学
の
立
場
で
精
神
現
象
を
観
察
し
た
場
合
︑
脳
の
一
部

分
が
外
傷
や
脳
血
管
障
害
な
ど
で
障
害
を
受
け
る
と
︑
病
変
の
場

所
と
大
き
さ
に
応
じ
て
言
語
︑
計
算
︑
見
当
識
︑
記
憶
︑
視
覚
︑
運

動
や
感
覚
と
い
っ
た
精
神
現
象
の
一
部
が
欠
損
す
る
︒
そ
の
究
極

の
脳
病
変
は
脳
死
状
態
で
あ
る
︒
脳
死
状
態
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の

精
神
現
象
が
外
か
ら
は
観
測
で
き
な
く
な
る
︒
そ
う
い
っ
た
病
変

と
現
象
︵
の
欠
損
︶
の
逐
次
対
応
に
日
常
的
に
さ
ら
さ
れ
続
け
る
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経
科
学
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―
分
子
・
神
経
回
路
か
ら
世
界
史
ま
で

松
田
和
郎

京
都
大
学
学
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融
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教
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研
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推
進
セ
ン
タ
ー
健
康
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寿
社
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総
合
医
療
開
発
ユ
ニ
ッ
ト
特
定
講
師
／
神
経
解
剖
学

第
三
部
❖
身
心
変
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を
科
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す
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臨
床
医
の
多
く
に
は
︑
ど
う
し
て
も
唯
物
論
的
に
物
事
を
把
握
す

る
傾
向
が
生
ま
れ
て
く
る
︒
す
な
わ
ち
︑
臓
器
と
し
て
の
脳
︵
中

枢
神
経
系
︶
は
精
神
現
象
の
基
盤
で
あ
り
︑
こ
の
基
盤
が
失
わ
れ

た
と
き
に
は
精
神
現
象
も
消
滅
す
る
と
外
挿
し
て
し
ま
う
︒
こ
れ

に
対
す
る
反
論
や
反
証
も
多
数
存
在
す
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る

が
︑
と
り
あ
え
ず
本
稿
で
は
唯
物
論
と
い
う
か
唯
脳
論
的
立
場
か

ら
精
神
現
象
を
論
考
し
た
い
︒

冒
頭
で
述
べ
た
ヒ
ト
ラ
ー
の
逸
話
を
物
語
の
﹁
脚
本
﹂
と
み
な

す
︒
そ
の
﹁
舞
台
﹂
で
あ
る
脳
と
い
う
空
間
は
と
て
つ
も
な
く
広

い
の
で
︑
特
に
﹁
大
脳
基
底
核
回
路
﹂
と
い
う
神
経
回
路
に
ス
ポ

ッ
ト
を
当
て
る
︒﹁
役
者
﹂
は
追
っ
て
紹
介
す
る
が
︑
脚
本
が
縦
糸

と
す
る
な
ら
横
糸
は
基
底
核
疾
患
の
一
つ
で
あ
る
パ
ー
キ
ン
ソ
ン

病
で
あ
る
︒
こ
の
回
路
が
個
人
と
し
て
の
人
間
に
︑
さ
ら
に
は
集

団
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
か
を

考
察
す
る
︒

2
大
脳
基
底
核
と
神
経
核
群

脳
は
神
経
細
胞
︵
ニ
ュ
ー
ロ
ン
︶
と
い
う
素
子
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
複
雑
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
た
と
え
ら
れ
る
︒
神
経
細
胞
は
樹

状
突
起
か
ら
情
報
を
受
け
取
り
︑
軸
索
と
い
う
細
長
い
電
線
の
よ

う
な
も
の
が
他
の
神
経
細
胞
に
投
射
し
て
情
報
を
出
力
す
る
︒
軸

索
終
末
︵
軸
索
の
末
端
︶
は
他
の
神
経
細
胞
に
接
触
し
て
い
る
︵
接

触
部
分
を
シ
ナ
プ
ス
と
い
う
︶︒
軸
索
終
末
と
次
の
神
経
細
胞
の
間
に

は
ご
く
わ
ず
か
な
隙
間
が
あ
る
︒
こ
こ
に
軸
索
終
末
か
ら
神
経
伝

達
物
質
が
放
出
さ
れ
︑
受
け
取
る
側
の
神
経
細
胞
に
は
受
容
体
と

い
う
受
け
皿
が
あ
る
︒
神
経
伝
達
物
質
に
は
多
く
の
種
類
が
あ
る

が
︑
こ
こ
で
は
︑
興
奮
性
伝
達
物
質
の
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
︑
抑
制
性

伝
達
物
質
の
ガ
ン
マ
・
ア
ミ
ノ
酪
酸
︵G

A
BA

：
ギ
ャ
バ
︶︑
受
容

体
に
よ
っ
て
興
奮
性
に
も
抑
制
性
に
も
働
く
ド
ー
パ
ミ
ン
の
三
つ

を
挙
げ
る
︒

神
経
細
胞
の
軸
索
投
射
︑
神
経
伝
達
物
質
︑
受
容
体
に
よ
っ
て

神
経
細
胞
同
士
は
複
雑
な
回
路
網
を
作
り
︑
巨
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
形
作
っ
て
情
報
を
入
出
力
し
統
合
し
て
い
る
︒

手
足
や
顔
を
動
か
し
て
歩
い
た
り
話
し
た
り
す
る
行
動
は
大
脳

の
運
動
野
と
い
う
場
所
に
あ
る
神
経
細
胞
か
ら
出
力
さ

れ
る
︒
こ
の
運
動
野
か
ら
の
出
力
の
前
に
︑
大
脳
基
底

核
と
い
う
場
所
で
運
動
の
内
容
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
る
︒

ま
た
︑
小
脳
と
い
う
場
所
で
正
し
い
動
き
か
ど
う
か
を

照
合
し
て
調
節
す
る
︵
図
1
︶︒

冒
頭
の
逸
話
の
脳
内
舞
台
は
こ
の
大
脳
と
基
底
核
と

の
間
で
形
作
る
大
脳
基
底
核
回
路
と
い
う
神
経
回
路
で

あ
る
︵
図
2
︶︒
神
経
細
胞
が
回
路
を
作
る
と
き
に
シ
ナ

プ
ス
を
介
し
て
次
の
神
経
細
胞
に
乗
り
換
え
る
際
︑
乗

り
換
え
る
駅
に
あ
た
る
の
が
神
経
核
と
い
う
神
経
細
胞

の
集
合
体
で
あ
る
︒
大
脳
基
底
核
の
回
路
に
は
被
殻
︑

尾
状
核
︵
二
つ
合
わ
せ
て
線
条
体
と
い
う
︶︑
淡
蒼
球
内

節
・
外
節
︑
視
床
下
核
︑
視
床
︑
黒
質
網
様
部
・
緻
密

部
と
い
っ
た
神
経
核
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
神
経
核
が
舞

台
の
上
の
役
者
で
あ
る
︒

図1　基底核と小脳系による運動の二重制御
運動企図は連合皮質を経て、基底核と新小脳の二重制御を受けて運動計画
をプログラミングされる。運動皮質に出力される運動命令は脊髄・末梢神経
を経て筋肉から運動として出力される。運動の結果と外界の情報は体性感覚
入力として大脳各部にフィードバックされる。

図2　正常状態（左）およびパーキンソン病（右）における大脳基底核の基本回路
図中の枠線は神経細胞の集まり（神経核）を示し、神経核同士をつなぐ実線は神経細胞の投射経路を示す。投射先では神経伝達物質が放出され、投射を受
ける神経核の受容体に受け取られる。神経伝達物質はグルタミン酸に代表される興奮性神経伝達物質（矢印）とガンマ・アミノ酪酸（GABA）に代表される抑
制性神経伝達物質（丸印）に分けられる。黒質緻密部から線条体に投射するドーパミンは受容体によって作用が異なり、D1受容体をもつ線条体細胞に対して
は興奮性（矢印）に、D2受容体をもつ細胞に対しては抑制性（丸印）に働く。パーキンソン病（右）における神経核の枠線の太さは、正常状態（左）と比較して活
動性が異常に亢進しているものを太く、低下しているものを細く（神経核の名称は淡く）表現してある。
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3
大
脳
基
底
核
の
基
本
回
路
と

ド
ー
パ
ミ
ン

中
脳
ド
ー
パ
ミ
ン
系
は
︑
広
域
投
射
型
モ
ノ
ア
ミ
ン
神
経
系
と

い
わ
れ
る
調
節
系
の
一
つ
で
あ
り
︑
後
述
す
る
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

︵
症
候
群
︶
の
ほ
か
︑
統
合
失
調
症
あ
る
い
は
報
酬
行
動
・
強
化
学

習
な
ど
に
関
与
す
る
と
さ
れ
る
︒
な
ぜ
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
が
変
性
・

脱
落
す
る
と
運
動
機
能
が
低
下
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
︑
大
脳
基

底
核
の
基
本
回
路
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
︵
図
2
︶3

︒

基
底
核
と
小
脳
の
二
重
制
御
に
よ
る
運
動
モ
デ
ル
に
よ
れ
ば︵
図

1
︶4

︑
わ
れ
わ
れ
人
間
は
ま
ず
何
か
を
や
ろ
う
と
思
い
つ
く
︵
運
動

企
図
︶︒
実
は
こ
の
企
図
が
脳
内
の
ど
こ
で
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
肝
心
な
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
の
で
︑
図
1
の
運
動

企
図
か
ら
連
合
皮
質
に
至
る
経
路
に
は
二
重
線
が
横
切
っ
て
い
る
︒

連
合
皮
質
で
計
画
さ
れ
た
運
動
命
令
は
︑
先
述
の
基
底
核
と
小
脳

に
よ
る
二
重
制
御
の
も
と
で
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
運
動
皮
質
に
出
力

さ
れ
る
︵
図
1
︶︒
こ
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
の
上
で
連
合
皮
質
︑

基
底
核
︑
お
よ
び
運
動
皮
質
の
関
係
を
説
明
す
る
の
が
大
脳
基
底

核
の
基
本
回
路
で
あ
る
︵
図
2
︶︒

正
常
状
態
で
は
︑
線
条
体
の
D
1
受
容
体
を
も
つ
神
経
細
胞︵
直

接
路
︶
は
︑
視
床
を
抑
制
す
る
淡
蒼
球
内
節
と
黒
質
網
様
部
を
抑

制
︵
抑
制
の
抑
制
︑
す
な
わ
ち
脱
抑
制
＝
興
奮
︶
す
る
た
め
︑
結
果
と

し
て
運
動
を
促
進
す
る
作
用
を
も
つ
︵
図
2
左
︶︒
一
方
︑
D
2
受

容
体
を
も
つ
神
経
細
胞
︵
間
接
路
︶
は
︑
視
床
下
核
を
脱
抑
制
す

る
︵
＝
興
奮
さ
せ
る
︶
た
め
︑
結
果
的
に
運
動
を
抑
制
す
る
作
用
を

も
つ
︒

黒
質
緻
密
部
か
ら
投
射
し
た
ド
ー
パ
ミ
ン
は
︵
運
動
促
進
作
用
の

あ
る
︶
直
接
路
に
対
し
て
興
奮
性
に
︵
矢
印
︶︑︵
運
動
抑
制
作
用
の

あ
る
︶
間
接
路
に
対
し
て
は
抑
制
性
に
働
く
た
め
︑
結
果
的
に
回

路
全
体
と
し
て
は
運
動
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒

4
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病

パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
は
︑
大
脳
基
底
核
の
ド
ー
パ
ミ
ン
神
経
細
胞

が
変
性
あ
る
い
は
薬
物
や
外
傷
に
よ
り
損
傷
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

そ
の
機
能
を
失
い
正
常
運
動
の
実
施
が
障
害
さ
れ
る
神
経
疾
患
で

あ
る5
︒
こ
の
疾
患
は
︑
歴
史
的
に
は
一
八
一
七
年
にJam

es 
Parkinson

に
よ
っ
て
︑
緩
徐
に
進
行
す
る
運
動
障
害
を
特
徴
と
す

る
疾
患
と
し
て
﹁
振
戦
麻
痺
︵shaking palsy

︶﹂
と
し
て
報
告
さ
れ

た6
︒
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
古
典
的
な
概
念
で
は
︑
患
者
は
安
静
時

振
戦
︵
手
足
の
震
え
︶︑
筋
固
縮
︵
筋
肉
が
特
有
の
固
さ
を
示
す
︶︑
無

動
・
動
作
緩
慢
︵
手
足
が
動
か
な
い
︑
ま
た
は
非
常
に
動
き
が
少
な
く

な
る
︶
等
を
含
む
運
動
失
調
を
示
し
︑
こ
れ
ら
の
運
動
障
害
が
慢

性
に
進
行
す
る
︒
神
経
伝
達
物
質
の
一
つ
で
あ
る
L
︲
ド
ー
パ

︵
ド
ー
パ
ミ
ン
生
合
成
過
程
に
お
け
る
前
駆
体
︶
が
奏
効
し
︑
剖
検
脳

で
は
中
脳
黒
質
ド
ー
パ
ミ
ン
神
経
細
胞
の
変
性
・
脱
落
が
認
め
ら

れ
る
︒

特
発
性
︑
す
な
わ
ち
原
因
不
明
の
﹁
パ
ー
キ
ン
ソ
ン〝
病
〟﹂
に

対
し
て
︑
脳
血
管
障
害
性
︑
薬
剤
誘
発
性
︑
中
毒
性
︑
外
傷
性
な

ど
何
ら
か
の
原
因
に
続
発
す
る
パ
ー
キ
ン
ソ
ニ
ズ
ム
を
﹁
パ
ー
キ

ン
ソ
ン〝
症
候
群
〟﹂
と
呼
ぶ
︒
外
傷
性
パ
ー
キ
ン
ソ
ニ
ズ
ム
症
候

群
と
し
て
は
い
わ
ゆ
る
﹁
ボ
ク
サ
ー
痴
呆
﹂
が
知
ら
れ
て
い
る
が
︑

外
傷
と
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
症
候
群
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
不
明
な

点
も
多
い8︑

7

︒

な
ぜ
︑
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
の
変
性
・
脱
落
に
よ
っ
て
運
動
が
低

下
︵
寡
動
／
無
動
︶
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
大
脳
基
底
核
の
基
本
回

路
を
改
め
て
参
照
す
る
と
︵
図
2
右
︶︑
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
で
は
︑
黒

質
の
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
変
性
・
脱
落
す
る
た
め
に
︑
上
記
の
逆
の

作
用
︑
す
な
わ
ち
︵
運
動
促
進
作
用
の
あ
る
︶
直
接
路
は
抑
制
さ
れ
︑

︵
運
動
抑
制
作
用
の
あ
る
︶
間
接
路
が
興
奮
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
回
路
全
体
と
し
て
は
運
動
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
に
な

る
︒
こ
れ
が
寡
動
／
無
動
が
起
こ
る
病
態
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
︒

こ
の
基
本
回
路
に
よ
る
症
状
の
説
明
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
三

徴
候
の
う
ち
寡
動
︵
動
き
が
少
な
く
な
る
こ
と
︶
を
説
明
し
て
い
る

が
︑
振
戦
や
固
縮
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
︒
現
代
の
大
脳

基
底
核
研
究
は
こ
の
モ
デ
ル
で
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
出
発
点

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
臨
床
医
学
の
領
域
で
は
こ
の
基
本
回

路
を
理
解
の
基
盤
と
し
て
治
療
を
行
っ
て
い
る
︒

さ
て
︑
先
述
し
た
と
お
り
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
治
療
に
お
い
て

は
ド
ー
パ
ミ
ン
の
前
駆
体
で
あ
る
L
︲
ド
ー
パ
と
い
う
治
療
薬
が

使
わ
れ
る
︒
ド
ー
パ
ミ
ン
そ
の
も
の
を
投
与
し
な
い
理
由
は
︑
ド

ー
パ
ミ
ン
が
血
液
脳
関
門
︵BBB: Blood Brain Barrier

︶
と
い
う
ゲ

ー
ト
を
通
過
で
き
な
い
一
方
︑
L
︲
ド
ー
パ
は
通
過
で
き
る
た
め

で
あ
る
︒

し
か
し
︑
実
は
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
で
は
︑
発
症
し
た
初
期
に
お

い
て
す
で
に
七
～
八
割
の
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
が
死
滅
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
る9
︒
病
状
の
進
行
に
伴
っ
て
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
は
さ

ら
に
死
滅
し
て
数
を
減
ら
し
て
ゆ
く
の
で
︑
前
駆
体
で
あ
る
L
︲

ド
ー
パ
に
薬
理
作
用
が
あ
る
こ
と
に
は
説
明
の
つ
か
な
い
矛
盾
が

あ
っ
た
︒
筆
者
の
行
っ
た
実
験
形
態
学
的
研
究
に
よ
れ
ば
︑
中
脳

黒
質
緻
密
部
の
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
は
投
射
先
の
線
条
体
に
お
い
て

極
め
て
広
範
囲
か
つ
高
密
度
な
軸
索
投
射
を
有
す
る
こ
と
が
見
出

さ
れ
た
︒
計
算
に
よ
れ
ば
︑
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
は
従
来
想
定
さ
れ

て
い
た
量10

の
13
倍
以
上
の
軸
索
投
射
を
も
っ
て
お
り
︑ 

一
個
の
ド

ー
パ
ミ
ン
細
胞
は
平
均
七
五
〇
〇
〇
個
の
線
条
体
細
胞
に
ド
ー
パ

ミ
ン
を
放
出
す
る11︑

10

︒
こ
れ
に
よ
り
︑
多
数
の
ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
の

軸
索
が
互
い
に
重
な
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
強
いredundancy

︵
予

備
力
︶
を
実
現
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た12
︒

5
分
子・神
経
回
路
か
ら
世
界
史
ま
で

歴
史
の
話
か
ら
始
ま
っ
て
︑
ヒ
ト
ラ
ー
の
脳
内
に
舞
台
を
移
し
︑

神
経
回
路
︑
一
個
の
神
経
細
胞
︑
神
経
伝
達
物
質
の
分
子
レ
ベ
ル

ま
で
視
点
が
降
り
て
き
た
︒
こ
こ
で
︑
も
う
一
度
分
子
か
ら
歴
史

の
舞
台
に
視
点
を
戻
す
こ
と
を
試
み
る
︒

ド
ー
パ
ミ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
情
報
伝
達
に
不
可
欠
な
分
子
群

︵
神
経
伝
達
物
質
︶
が
神
経
細
胞
の
中
で
生
合
成
さ
れ
る
︒
神
経
細

胞
の
投
射
が
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
回
路
を
形
成
す
る
︒
神
経

回
路
の
上
に
は
精
神
現
象
が
走
っ
て
い
る
︒
回
路
の
異
常
︵
黒
質

ド
ー
パ
ミ
ン
細
胞
の
変
性
︶
が
︑
疾
患
の
症
候
︵
寡
動
︑
振
戦
︑
固

縮
︶
を
作
り
出
す
︒
症
状
を
改
善
し
よ
う
と
す
る
治
療
的
介
入
︵
L

︲
ド
ー
パ
の
代
替
薬
と
し
て
の
メ
タ
ン
フ
ェ
タ
ミ
ン
︶
が
ヒ
ト
ラ
ー
の

言
動
や
作
戦
の
立
案
に
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒

冒
頭
で
述
べ
た
と
お
り
︑
こ
の
時
期
L
︲
ド
ー
パ
は
す
で
に
単
離

さ
れ
て
い
た
が
治
療
に
応
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
そ
の
後
L
︲

ド
ー
パ
製
剤
は
改
良
が
加
え
ら
れ
︑
脱
炭
酸
酵
素
阻
害
剤
と
の
配
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合
に
よ
っ
て
︑
よ
り
少
な
い
用
量
で
薬
理
効
果
を
発
現
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
︒
歴
史
にif

は
な
い
と
言
う
が
あ
え
て
問
う
て
み
た

い
︒
も
し
︑
ヒ
ト
ラ
ー
の
パ
ー
キ
ン
ソ
ン
病
の
発
生
が
あ
と
数
年

前
後
し
て
い
た
ら
︑
あ
る
い
は
︑
も
し
治
療
に
L
︲
ド
ー
パ
が
応

用
さ
れ
て
い
た
ら
︑
ヒ
ト
ラ
ー
の
脳
内
舞
台
も
歴
史
舞
台
も
︑
ま

っ
た
く
異
な
っ
た
展
開
に
な
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
︒
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は
じ
め
に

い
う
ま
で
も
な
く
現
代
は
高
度
情
報
化
社
会
で
あ
り
ス
ト
レ
ス

社
会
で
あ
る
︒
ま
た
わ
が
国
は
か
つ
て
な
い
高
齢
社
会
と
な
っ
て

お
り
︑
地
震
や
台
風
を
は
じ
め
と
す
る
自
然
の
脅
威
に
晒
さ
れ
る

災
害
列
島
で
も
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
り
子
ど
も
か
ら
高
齢
者
ま
で
身

心
の
障
害
を
抱
え
る
人
々
も
数
知
れ
ず
︑
音
楽
療
法
を
含
む
オ
ル

タ
ナ
テ
ィ
ブ
な
治
療
法
へ
の
期
待
も
高
ま
っ
て
い
る
︒

本
論
で
は
昨
年
三
月
の
第
四
六
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会
に
お

け
る
発
表
内
容
を
簡
潔
に
報
告
す
る
︒
発
表
の
意
図
は
大
き
く
二

つ
あ
っ
た
︒
一
つ
は
音
楽
療
法
の
概
要
と
多
様
性
を
お
伝
え
す
る

こ
と
︑
も
う
一
つ
は
音
楽
療
法
の
実
践
例
を
三
つ
挙
げ
な
が
ら
︑
そ

れ
ぞ
れ
に
異
な
る
身
心
変
容
の
位
相
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
︒
発

表
当
日
は
1
．
音
楽
療
法
の
あ
ら
ま
し
︑
2
．
音
楽
療
法
の
例

―
3
つ
の
異
な
る
病
態
に
即
し
て
―
︑
3
．
音
楽
療
法
に
お

け
る
身
心
変
容
︑
と
三
部
に
分
け
て
話
を
構
成
し
た
が
︑
本
論
で

は
2
と
3
を
ま
と
め
て
2
と
し
︑
二
部
構
成
で
論
述
す
る
こ
と
と

す
る
︒

多
様
な
音
楽
療
法
の
な
か
か
ら
取
り
上
げ
る
の
は
︑﹁
医
学
モ
デ

ル
﹂︑﹁
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
﹂︑﹁
強
度
モ
デ
ル
﹂
の
三
つ
で
あ
る
︒
そ

れ
ぞ
れ
対
象
者
の
病
態
に
即
し
た
特
徴
的
な
身
心
変
容
モ
デ
ル
で

あ
る
が
︑
と
く
に
後
二
者
の
違
い
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら

れ
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
︒
論
述
に
あ
た
っ
て
は
な
る
べ
く

具
体
的
な
臨
床
事
実
を
示
し
な
が
ら
各
位
相
の
特
徴
を
抽
出
し
︑

本
研
究
会
に
お
け
る
今
後
の
議
論
の
糸
口
と
し
た
い
︒

1
音
楽
療
法
の
あ
ら
ま
し

こ
こ
で
は
音
楽
療
法
の
歴
史
︑
定
義
︑
対
象
︑
分
類
︑
音
楽
の

働
き
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
る
︒
音
楽
療
法
の
概
要
と
多
様
性
を
お

伝
え
す
る
の
が
目
的
だ
が
︑
紙
数
の
都
合
上
︑
論
述
は
簡
潔
に
留

め
ざ
る
を
得
な
い
︒
詳
し
く
は
拙
論
︵
二
〇
一
三
︶
お
よ
び
拙
著

︵
二
〇
一
五
︶
の
第
一
章
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

音
楽
は
有
史
以
来
︑
治
療
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
い
わ
ゆ
る

﹁
現
代
音
楽
療
法
﹂︵
そ
の
標
識
は
関
係
団
体
の
設
立
や
専
門
職
と
し
て

の
音
楽
療
法
士
の
出
現
︑
施
設
に
お
け
る
専
門
部
門
の
出
現
︑
学
術
的

な
発
展
な
ど
で
あ
る
︶
の
歴
史
は
一
九
四
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
︒
一

九
五
〇
年
に
全
米
音
楽
療
法
協
会
︵
N
A
M
T
︶
が
設
立
さ
れ
︑
そ

の
後
︑
イ
ギ
リ
ス
や
オ
ー
ス
ト
リ
ア
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
︑
続

い
て
南
米
︑
オ
セ
ア
ニ
ア
︑
ア
ジ
ア
に
同
じ
動
き
が
広
ま
っ
た
︒
療

法
士
は
対
人
援
助
の
専
門
職
と
し
て
︑
欧
米
で
は
す
で
に
医
療
・

福
祉
・
教
育
・
司
法
／
矯
正
領
域
に
お
け
る
治
療
チ
ー
ム
の
一
員

と
な
っ
て
い
る
︒
わ
が
国
で
は
一
九
九
五
年
に
全
日
本
音
楽
療
法

連
盟
︵
現
：
日
本
音
楽
療
法
学
会
︶
が
設
立
さ
れ
︑
翌
年
に
は
認
定

音
楽
療
法
士
が
誕
生
し
た
︒
現
在
の
会
員
数
は
六
千
名
に
近
い
︒

日
本
音
楽
療
法
学
会
に
よ
れ
ば
︑
音
楽
療
法
と
は
﹁
音
楽
の
も

つ
生
理
的
︑
心
理
的
︑
社
会
的
働
き
を
用
い
て
︑
心
身
の
障
害
の

回
復
︑
機
能
の
維
持
改
善
︑
生
活
の
質
の
向
上
︑
行
動
の
変
容
な

ど
に
向
け
て
︑
音
楽
を
意
図
的
︑
計
画
的
に
使
用
す
る
こ
と
﹂
と

定
義
さ
れ
る
が
︑
北
欧
の
音
楽
療
法
士
B
・
ス
テ
ィ
ー
ゲ
︵
二
〇

〇
八
︶
は
︑﹁
学
問
と
し
て
の
音
楽
療
法
は
︑
音
楽
と
健
康
と
の
関

連
性
を
学
び
研
究
す
る
も
の
で
あ
る
﹂
と
︑
治
療
実
践
以
外
の
学

問
と
し
て
の
定
義
づ
け
も
行
っ
て
い
る
︒
実
は
音
楽
療
法
の
定
義

は
数
十
も
あ
り
︑
そ
れ
に
関
す
る
書
籍
︵
ブ
ル
ー
シ
ア
︑
二
〇
〇
一
︶

も
書
か
れ
て
い
る
ほ
ど
多
様
で
あ
る
︒

﹁
揺
り
か
ご
か
ら
墓
場
ま
で
﹂
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
︑
音
楽
療
法

の
対
象
者
は
非
常
に
幅
広
い
︒
未
熟
児
︑
発
達
障
害
児
・
者
︑
不

登
校
・
引
き
こ
も
り
の
児
童
・
成
人
︑
精
神
障
害
者
︵
統
合
失
調

症
︑
神
経
症
︑
心
身
症
︑
摂
食
障
害
︑
薬
物
依
存
な
ど
︶︑
災
害
や
被

虐
待
後
な
ど
の
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
る
人
々
︵
P
T
S
D
含
む
︶︑
認

知
症
高
齢
者
︑
健
康
高
齢
者︵
介
護
予
防
︶︑
神
経
難
病
の
患
者
︑
脳

卒
中
後
遺
症
患
者
な
ど
一
般
病
院
・
リ
ハ
ビ
リ
病
院
通
院
・
入
院

者
︑
癌
や
エ
イ
ズ
な
ど
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
の
患
者
︑
健
常
者

︵
自
己
探
究
︑
学
生
︑
患
者
家
族
・
介
護
者
ほ
か
︶
等
々
で
あ
る
︒

対
象
者
が
広
い
と
い
う
こ
と
は
臨
床
実
践
も
非
常
に
多
様
で
あ

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
多
様
な
実
践
を
分
類
す
る
視
点
も

数
多
く
存
在
す
る
が
︑
発
表
で
は
活
動
の
形
式
に
よ
る
分
類
︑
実
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第三部　身心変容を科学する

音
楽
療
法
に
お
け
る
身
心
変
容
の
諸
相

―
医
学
・ト
ラ
ン
ス・
強
度

阪
上
正
巳

国
立
音
楽
大
学
教
授
・
精
神
科
医
／
音
楽
療
法
研
究

第
三
部
❖
身
心
変
容
を
科
学
す
る



践
の
性
質
に
よ
る
分
類
︑
背
景
理
論
に
よ
る
分
類
に
つ
い
て
触
れ

た
︒
活
動
の
形
式
に
よ
る
分
類
と
し
て
は
︑
大
き
く
能
動
的
音
楽

療
法
︵
音
楽
を
実
際
に
行
う
方
法
︶
と
受
動
的
音
楽
療
法
︵
音
楽
聴

取
を
用
い
る
方
法
︶
に
分
け
ら
れ
る
︒
前
者
に
は
歌
唱
や
声
を
用
い

た
方
法
︑
器
楽
を
用
い
た
方
法
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
既
成
曲
や
即

興
音
楽
が
活
用
さ
れ
る
︒
ま
た
患
者
と
と
も
に
音
楽
を
作
曲
す
る

活
動
も
最
近
は
盛
ん
で
あ
る
︒
一
方
︑
現
代
の
受
動
的
音
楽
療
法

は
︑
た
だ
単
に
音
楽
を
聴
か
せ
る
だ
け
で
な
く
︑
音
楽
療
法
聴
取

の
前
後
や
そ
の
最
中
に
セ
ラ
ピ
ス
ト
が
さ
ま
ざ
ま
に
介
入
す
る
専

門
技
法
︵
た
と
え
ば
﹁
音
楽
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
誘
導
法
＝
G
I

M
﹂
や

﹁
調
整
的
音
楽
療
法
＝
R
M
T
﹂
な
ど
︶
が
開
発
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち

ろ
ん
︑
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
行
う
場
合
も

あ
る
︒

実
践
の
性
質
か
ら
の
分
類
と
し
て
は
︑
K
・
E
・
ブ
ル
ー
シ
ア

︵
二
〇
〇
一
︶
に
よ
る
も
の
が
有
名
で
あ
る
が
︑
私
が
少
し
改
変
し
︑

医
学
的
治
療
と
し
て
の
音
楽
療
法
︑
発
達
促
進
の
た
め
の
音
楽
療

法
︑
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
音
楽
療
法
︑
心
理
療
法
と
し

て
の
音
楽
療
法
︑
全
人
的
癒
し
と
し
て
の
音
楽
療
法
︑
社
会
運
動

と
し
て
の
音
楽
療
法
を
挙
げ
た
︒
こ
こ
に
身
心
変
容
技
法
と
し
て

の
音
楽
療
法
と
い
う
視
点
を
加
え
る
の
は
興
味
の
あ
る
こ
と
で
あ

る
︵
一
部
を
除
い
て
ほ
と
ん
ど
の
音
楽
療
法
が
身
心
変
容
技
法
と
捉
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
︶︒
と
こ
ろ
で
︑
音
楽
療
法
は
こ
れ
ま
で
に

近
接
諸
領
域
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
︒
そ
れ
に
よ
る
分
類
も
あ

る
︒
背
景
理
論
と
し
て
目
に
つ
く
の
は
︑
医
学
モ
デ
ル
理
論
︑
発

達
心
理
学
理
論
︑
行
動
主
義
理
論
︑
精
神
分
析
理
論
︑
人
間
性
心

理
学
理
論
︑
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
理
論
︑
文
化
中
心
主

義
理
論
︑
音
楽
中
心
主
義
理
論
な
ど
で
あ
る
︒

発
表
で
は
ま
た
︑
音
楽
療
法
実
践
に
お
け
る
音
楽
の
働
き
に
も

触
れ
た
︒
音
楽
は
実
に
多
面
的
な
治
療
作
用
を
示
す
︒
た
と
え
ば
︑

高
齢
者
の
音
楽
療
法
な
ど
に
お
い
て
は
︑
脳
神
経
系
・
自
律
神
経

系
な
ど
へ
の
刺
激
に
な
る
︑
過
去
の
記
憶
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
︑
記

憶
と
と
も
に
感
情
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
︑
な
ど
の
音
楽
の
力
が
利

用
さ
れ
る
︒
ま
た
音
楽
は
発
語
や
身
体
運
動
を
誘
発
し
︑
最
近
は

脳
の
可
塑
性
に
期
待
す
る
脳
梗
塞
後
遺
症
︵
失
語
症
︶
の
治
療
な

ど
に
応
用
さ
れ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
音
楽
は
ま
ず
︑
言
葉
な
し
で

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
媒
体
と
し
て
有
益
で
あ
り
︑
発

達
障
害
児
・
者
に
対
す
る
音
楽
療
法
で
は
こ
の
特
質
が
最
大
限
に

利
用
さ
れ
る
︒
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
音
楽
を
通
し
て
自
己
表
現
し
自

己
実
現
す
る
喜
び
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
を
発
達
さ
せ
て
い

く
︒ほ

か
に
精
神
科
領
域
で
は
無
意
識
や
イ
メ
ー
ジ
を
賦
活
す
る
音

楽
の
力
が
活
用
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
自
由
な
即
興
演
奏
に
よ
る
無

意
識
の
意
識
化
︑
そ
れ
に
よ
る
葛
藤
の
解
決
が
神
経
症
患
者
に
対

す
る
治
療
の
要
諦
で
あ
る
︒
も
う
少
し
病
態
の
深
い
摂
食
障
害
や

人
格
障
害
の
患
者
に
は
︑
音
楽
の
変
性
意
識
状
態
︵
A
S
C
︶
に

導
く
力
が
治
療
応
用
さ
れ
る
︒
音
楽
の
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る

力
︑
認
知
機
能
や
集
中
力
を
高
め
る
働
き
は
︑
さ
ら
に
重
症
の
た

と
え
ば
統
合
失
調
症
患
者
の
音
楽
療
法
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
︒

そ
の
さ
い
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
︑
音
楽
に
よ
る
特
別
な
美
的
体

験
が
必
須
と
な
る
︒
ホ
ス
ピ
ス
・
緩
和
ケ
ア
の
音
楽
療
法
は
非
常

に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
が
︑
音
楽
は
患
者
が
人
生
を
振
り
返
る
の

を
助
け
︵
ラ
イ
フ
・
レ
ビ
ュ
ー
︶︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
慰
め
を
も

た
ら
す
こ
と
が
あ
る
︒

音
楽
の
働
き
は
こ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
︒
時
に
音
楽
は
社
会
的

な
働
き
を
な
す
こ
と
が
あ
り
︑
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
を
取
り
巻
く
人
間

関
係
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
︒
対
象
者
の
周
り
の
社
会
や

環
境
︑
す
な
わ
ち
人
間
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
変
え
る
の
で
あ
る
︒
北
欧
の
音
楽
療
法
士
・
ブ
リ
ュ
ン
ユ
ル
フ
・

ス
テ
ィ
ー
ゲ
︵B. Stige

︶
に
よ
る
ダ
ウ
ン
症
グ
ル
ー
プ
に
対
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
音
楽
療
法
が
そ
の
事
実
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
が
︑
詳

し
く
は
﹃
文
化
中
心
音
楽
療
法
﹄︵
ス
テ
ィ
ー
ゲ
︑
二
〇
〇
八
︶
お
よ

び
拙
著
︵
二
〇
一
五
︶
第
二
章
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

以
上
︑
音
楽
の
多
面
的
な
治
療
作
用
の
一
部
を
簡
単
に
紹
介
し

た
が
︑
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
音
楽
に
よ
る
﹁
感
動
﹂
が
大

き
く
人
を
動
か
し
︑
治
療
の
帰
趨
を
担
う
こ
と
が
多
い
︒

2
音
楽
療
法
に
お
け
る
身
心
変
容

1
で
述
べ
た
よ
う
に
︑
一
口
に
音
楽
療
法
と
言
っ
て
も
︑
そ
の

臨
床
実
践
の
方
法
や
考
え
方
︑
ま
た
音
楽
の
作
用
な
ど
︑
実
に
多

様
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
で
は
音
楽
療
法
に
お
け
る
身
心

変
容
の
三
つ
の
位
相
を
考
え
て
い
く
︒
治
療
プ
ロ
セ
ス
と
は
す
な

わ
ち
身
心
の
変
容
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
︑
ほ
と
ん
ど
の
音
楽
療
法
も

身
心
変
容
技
法
と
捉
え
て
差
し
支
え
は
な
い
︒
取
り
上
げ
る
三
つ

の
位
相
を
私
は
︑
1
．
医
学
モ
デ
ル
︑
2
．
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
︑
3
．

強
度
モ
デ
ル
と
名
付
け
る
︒
医
学
モ
デ
ル
の
例
は
脳
梗
塞
後
遺
症

患
者
へ
の
実
践
︑
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
の
例
は
摂
食
障
害
患
者
へ
の

実
践
︑
強
度
モ
デ
ル
の
例
は
統
合
失
調
症
患
者
へ
の
実
践
で
あ
る
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
例
を
示
し
つ
つ
︑
そ
れ
ら
が
音
楽
療
法
の
議
論
の
文

脈
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
紹
介
し
て
み
た
い
︒
な

お
︑
発
表
で
は
実
際
の
映
像
や
音
源
を
用
い
た
こ
と
を
付
言
し
て

お
く
︒

2-

1
　
医
学
モ
デ
ル

脳
梗
塞
後
遺
症
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
外
因
性
の
︵
＝
器
質
的
・
生
物

学
的
な
︶
病
態
に
対
す
る
治
療
実
践
が
こ
の
﹁
医
学
モ
デ
ル
﹂
に

当
た
る
︒

音
楽
療
法
の
例
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
大
学
の
音
楽
療
法
士
ア
ラ

ン
・
タ
リ
ー
︵A

. Turry

︶
に
よ
る
実
践
︵
ノ
ー
ド
フ
・
ロ
ビ
ン
ズ
音

楽
療
法
の
応
用
︶
で
あ
る
︒
方
法
は
ピ
ア
ノ
の
即
興
演
奏
を
用
い
た

個
人
音
楽
療
法
で
︑
音
楽
の
基
本
的
要
素
︵
メ
ロ
デ
ィ
・
リ
ズ
ム
・

和
声
︶
の
影
響
力
を
使
っ
た
﹁
表
現
的
・
音
楽
的
言
語
訓
練
﹂
と

い
え
る
︒
患
者
は
五
〇
歳
で
脳
梗
塞
を
発
症
し
︑
右
半
身
麻
痺
︑

運
動
性
失
語
を
来
し
て
お
り
︑
言
語
療
法
で
の
回
復
を
絶
望
視
さ

れ
音
楽
療
法
に
導
入
さ
れ
た
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒

映
像
︵
C
・
ロ
ビ
ン
ズ
︑
二
〇
〇
七
に
付
属
の
D
V
D
︶
を
見
て
み

よ
う
︒
脳
梗
塞
に
よ
り
表
出
言
語
が
侵
さ
れ
た
患
者
が
セ
ラ
ピ
ス

ト
に
対
し
﹁
ウ
ー
︑
ウ
ー
！
﹂
と
も
ど
か
し
そ
う
に
意
思
表
示
を

す
る
場
面
か
ら
︑
セ
ラ
ピ
ス
ト
の
即
興
的
な
ピ
ア
ノ
に
合
わ
せ 

“  H
ello”  “  G

ood m
orning”   “  H

ow are you? ”

な
ど
の
簡
単
な
言
葉

を
発
し
て
い
く
場
面
に
続
い
て
い
く
︒
和
音
の
使
用
や
リ
ズ
ム︵
間

の
取
り
方
︶
が
絶
妙
で
患
者
は
歌
う
よ
う
に
そ
れ
ら
を
思
わ
ず
口

ず
さ
む
︒
と
く
に“ feeling fine”

と
歌
う
場
面
で
は
︑
音
楽
が
三
拍

子
に
転
じ
る
と
と
も
に
転
調
し
て
シ
リ
ア
ス
な
調
子
を
帯
び
る
︒
解

決
さ
れ
な
い
和
音
が
反
復
し
な
が
ら
上
昇
し
︑
患
者
は
身
を
乗
り

出
し
て
こ
の
言
葉
を
繰
り
返
し
て
い
く
が
︑
テ
ン
ポ
を
上
げ
て
そ

の
苦
し
い
ま
で
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
音
楽
は
一
挙
に
解
決
し
︑
患
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者
は“ feeling fine! ”

と
長
く
叫
ぶ
に
至
る
︒
感
情
が
高
ま
っ
た
患

者
の
顔
は
紅
潮
し
て
い
る
︒
叫
ん
だ
後
に
患
者
と
セ
ラ
ピ
ス
ト
の

笑
い
が
起
こ
る
︒
あ
と
は“  I’ m

 feeling fine today.”

と
静
か
に
嚙
み

し
め
る
よ
う
な
コ
ー
ダ
が
続
き
︑
患
者
の
温
厚
な
人
柄
が
に
じ
む

満
足
そ
う
な
表
情
で
こ
の
映
像
は
閉
じ
ら
れ
る
︒

音
楽
の
構
造
を
活
か
し
た
即
興
演
奏
が
感
情
と
身
体
を
巻
き
込

ん
で
患
者
の
発
語
を
引
き
出
し
た
見
事
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
︒
さ
て
︑

こ
の
治
療
的
変
容
が
音
楽
療
法
の
文
脈
で
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
︵
も
ち
ろ
ん
︑
音
楽
分
析
も
行
わ
れ
る
が
︑
い
ま
そ

れ
は
省
略
す
る
︶︒

こ
の
場
合
︑
生
じ
て
い
る
障
害
が
外
因
レ
ベ
ル
︑
つ
ま
り
梗
塞

に
よ
る
脳
細
胞
の
死
滅
と
神
経
回
路
の
遮
断
︑
そ
れ
に
よ
る
運
動

性
失
語
で
あ
る
か
ら
︑
治
療
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
生
物
学
的
な
言
葉

で
語
ら
れ
る
︒﹁
音
楽
す
る
脳
は
タ
フ
﹂
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
︑

音
楽
体
験
に
は
言
語
活
動
に
比
べ
て
非
常
に
広
範
な
脳
部
位
が
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
音
楽
行
為
に
よ
っ
て
︑
梗

塞
で
侵
さ
れ
た
部
位
を
含
ん
だ
広
範
な
神
経
回
路
の
機
能
賦
活
が

行
わ
れ
る
︒
す
る
と
い
っ
た
ん
遮
断
さ
れ
た
神
経
回
路
は
こ
の
刺

激
に
よ
り
神
経
細
胞
の
発
芽
等
を
引
き
起
こ
し
︑
新
た
な
つ
な
が

り
を
つ
く
り
出
す
︒﹁
シ
ナ
プ
ス
の
可
塑
性
﹂
に
よ
る
新
た
な
回
路

の
形
成
で
あ
る
が
︑
こ
れ
に
よ
り
機
能
の
改
善
が
遂
げ
ら
れ
る
と

説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
近
年
は
進
歩
し
た
脳
画
像
診
断
の
技
術

︵
た
と
え
ば
S
P
E
C
T
︑
P
E
T
︑
M
R
I
︑

f
M
R
I
︶
や
脳
波

検
査
︵
N
A
T
な
ど
︶
に
よ
り
︑
脳
の
活
動
部
位
の
測
定
が
可
能
と

な
り
︑
音
楽
療
法
の
効
果
判
定
に
も
こ
れ
ら
が
活
用
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
き
て
い
る
︒
ま
た
脳
機
能
に
つ
い
て
も
︑
上
記
失
語
の

場
合
の
よ
う
な
局
在
論
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
デ
フ
ォ
ル
ト
・
モ
ー
ド
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
脳
内
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
か
ら
の
研
究
も
進

ん
で
き
て
お
り
︑
こ
れ
ら
が
音
楽
療
法
実
践
と
連
結
す
る
日
も
遠

く
は
な
い
︒

医
学
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
︑
こ
の
よ
う
に
音
楽
療
法
に
お
け
る

身
心
変
容
が
生
物
学
的
・
医
学
的
に
説
明
さ
れ
る
︒
科
学
的
な
エ

ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
理
解
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
外
因
﹂
と
い
う
言

葉
が
示
す
よ
う
に
︑
す
べ
て
は
﹁
精
神
の
外
﹂
か
ら
の
説
明
で
あ

る
︒

2-

2
　
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル

神
経
症
や
摂
食
障
害
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
心
因
性
の
︵
＝
心
理
的

な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
る
︶
病
態
に
対
す
る
治
療
実
践
が
こ
の
﹁
ト
ラ

ン
ス
モ
デ
ル
﹂
に
当
た
る
︒

音
楽
療
法
の
例
は
︑
ド
イ
ツ
の
音
楽
療
法
士
ゲ
ル
ト
ル
ー
ト
・

ロ
ー
ス
︵G

. Loos

︶
に
よ
る
実
践
で
あ
る
︒
方
法
は
主
に
楽
器
を

用
い
た
即
興
演
奏
で
あ
る
が
︑
の
み
な
ら
ず
声
や
身
体
的
な
接
触
︑

振
動
の
感
受
︑
音
響
︵
倍
音
を
多
く
含
む
単
一
音
︶
の
聴
取
な
ど
も

重
要
な
要
素
と
さ
れ
る
︒
ロ
ー
ス
に
よ
る
﹁
治
療
空
間
﹂︵Spiel-

R
aum

︶
は
い
わ
ば
早
期
の
母
子
関
係
を
再
体
験
す
る
場
で
あ
る
が
︑

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
深
い
退
行
状
態
と
変
性
意
識
状
態
の
さ
な
か
︑
無

邪
気
な
創
造
性
を
開
花
さ
せ
︑
新
た
な
身
体
像
を
獲
得
し
て
い
く
︒

対
象
は
摂
食
障
害
︑
つ
ま
り
神
経
性
無
食
欲
症
と
神
経
性
大
食
症

の
患
者
た
ち
で
あ
る
︒
詳
細
に
つ
い
て
はLoos

の
著
書
︵1986

︶

を
参
照
︒
ま
た
﹃
音
楽
療
法
事
典
﹄︵
H
︲ 

H
・
デ
ッ
カ
ー=

フ
ォ
イ

ク
ト
他
︑
二
〇
〇
四
︶
に
も
記
述
が
あ
る
︒

映
像
︵Loos, G

., 1996

︶
を
見
て
み
よ
う
︒
眼
を
閉
じ
て
横
た
わ

る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
横
でLoos

が
あ
た
か
も
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う

に
ト
ロ
ン
メ
ル
︵
円
盤
状
の
膜
鳴
楽
器
︶
を
タ
ン
︙
︙
タ
ン
︙
︙
タ

ン
︙
︙
と
ゆ
っ
く
り
鳴
ら
し
続
け
る
場
面
が
あ
る
︒
ク
ラ
イ
エ
ン

ト
の
腹
の
上
に
ロ
ー
ス
が
掌
を
乗
せ
︑
呼
吸
に
合
わ
せ
て
そ
の
ま

ま
掌
を
上
下
さ
せ
る
場
面
も
あ
る
︒
だ
が
︑
よ
り
特
徴
的
な
の
は
︑

仰
向
け
に
横
た
わ
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
足
を
ゆ
っ
く
り
揉
み
な
が

ら
彼
女
が
静
か
に
ハ
ミ
ン
グ
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
︒
患
者
は
ロ

ー
ス
の
手
に
包
ま
れ
る
足
の
温
か
み
と
︑
ま
る
で
子
守
歌
の
よ
う

な
歌
声
に
安
心
し
な
が
ら
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
落
ち
て
い
く
︙
︙
︒

ま
た
あ
る
場
面
で
は
︑
同
様
に
仰
臥
し
た
患
者
の
腹
の
上
に
大
き

な
リ
ン
︵
ガ
ラ
ス
製
の
鐘
︶
を
置
き
︑
ロ
ー
ス
は
リ
ン
の
縁
を
マ
レ

ッ
ト
で
擦
る
︒
グ
ラ
ス
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
よ
う
に
豊
か
な
倍
音
を
含

ん
だ
太
い
音
響
が
立
ち
の
ぼ
り
空
間
を
満
た
し
て
い
る
︒
ク
ラ
イ

エ
ン
ト
は
腹
に
リ
ン
の
振
動
を
感
じ
︑
部
屋
を
満
た
す
豊
か
な
音

響
に
体
ご
と
包
ま
れ
て
い
く
︒

別
の
場
面
で
は
グ
ル
ー
プ
体
験
が
見
て
取
れ
る
︒
数
名
の
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
と
ロ
ー
ス
が
輪
に
な
っ
て
床
に
座
り
︑
何
名
か
が
ト
ー

ン
タ
ン
グ
︵
木
製
打
楽
器
︶
に
木
製
の
玉
を
入
れ
て
コ
ロ
コ
ロ
と
乾

い
た
音
を
立
て
る
︒
そ
の
単
調
な
よ
う
で
無
限
に
変
化
す
る
音
の

転
が
り
を
聴
き
な
が
ら
︑
す
で
に
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
っ
た
二
名

の
女
性
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
お
も
む
ろ
に
体
を
動
か
し
始
め
︑
互
い

に
触
れ
合
い
︑
奇
妙
な
踊
り
を
踊
り
続
け
る
︒
さ
ら
に
別
の
場
面

で
は
︑
ロ
ー
ス
が
モ
ノ
コ
ー
ド
︵M

onochord

︶
と
呼
ば
れ
る
︑
十

数
本
の
弦
が
同
じ
ピ
ッ
チ
に
調
弦
さ
れ
た
大
型
の
琴
を
鳴
ら
し
続

け
る
︒
ザ
ラ
ザ
ラ
ザ
ラ
と
低
い
音
響
が
持
続
し
︑
や
が
て
そ
れ
が

倍
音
を
生
み
な
が
ら
綾
と
な
っ
て
部
屋
を
満
た
し
て
い
く
︒
立
位

の
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
た
ち
は
眼
を
つ
ぶ
っ
て
そ
の
音
の
綾
に
身
を
任

せ
︑
倍
音
唱
し
て
い
る
︒
徐
々
に
彼
ら
の
体
が
動
き
出
し
︑
思
い

思
い
に
手
や
背
中
を
合
わ
せ
た
り
体
を
回
転
さ
せ
た
り
す
る
者
が

出
て
く
る
︒
声
も
自
由
に
な
り
︑
大
声
で
唸
っ
た
り
長
く
声
を
伸

ば
し
た
り
す
る
者
が
い
る
︒

い
ず
れ
も
強
い
印
象
を
残
す
映
像
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
の
体
験

は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
精
神
分
析

の
言
語
が
用
い
ら
れ
る
︒
バ
リ
ン
ト
︵M

. Balint

︶
に
よ
れ
ば
︑
摂

食
障
害
の
患
者
は
﹁
基
底
欠
損
﹂
の
水
準
に
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
早

期
母
子
関
係
の
歪
み
か
ら
︿
世
界
に
対
す
る
基
本
的
な
信
頼
感
・

安
心
感
﹀
を
欠
き
︑
不
確
実
感
の
た
だ
中
に
い
る
状
態
で
あ
る
︒

﹁
早
期
﹂
と
は
言
語
が
成
立
す
る
以
前
で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
欠
損
は

言
葉
で
表
現
し
得
な
い
身
体
的
な
も
の
と
さ
れ
る
︒
ま
た
父
が
出

現
す
る
三
者
関
係
︵
エ
デ
ィ
プ
ス
期
︶
以
前
で
あ
り
︑
障
害
は
﹁
葛

藤
﹂
で
は
な
く
端
的
に
﹁
欠
損
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
欠
け
た
も
の
を

ロ
ー
ス
は
音
・
音
楽
の
あ
る
﹁
治
療
空
間
﹂
で
取
り
戻
そ
う
と
す

る
︒
こ
の
空
間
は
単
な
る
﹁
楽
器
の
あ
る
部
屋
﹂
で
は
な
く
︑
早

期
幼
児
期
の
雰
囲
気
が
保
証
さ
れ
た
受
容
的
空
間
で
あ
り
︑
映
像

が
示
す
よ
う
に
︑
音
響
や
ロ
ー
ス
の
声
︑
ま
た
掌
で
触
れ
ら
れ
︑
包

ま
れ
な
が
ら
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
退
行
し
︑
深
い
変
性
意
識
状
態
に

陥
る
︒
そ
し
て
そ
の
な
か
で
あ
た
か
も
生
ま
れ
た
て
の
乳
児
の
よ

う
に
遊
び
︑
創
造
的
に
生
き
な
お
し
︑
本
来
獲
得
す
べ
き
だ
っ
た

︿
何
か
﹀
を
身
体
あ
る
い
は
無
意
識
の
深
い
層
で
摑
む
と
い
う
の
で

あ
る
︒

ロ
ー
ス
は
ド
イ
ツ
語
圏
で
非
常
に
尊
敬
さ
れ
て
い
る
セ
ラ
ピ
ス

ト
で
あ
り
︑
音
楽
療
法
の
世
界
に
初
め
て
﹁
母
性
﹂
を
持
ち
込
ん

だ
研
究
者
で
あ
る
︒
彼
女
が
﹁
原
―
母
﹂︵U

r-M
utter

︶
と
呼
ば
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
︒
と
は
い
え
彼
女
の
実
践
に
は
︑
比
較
的
意
識

変
性
の
弱
い
ワ
ー
ク
︑
つ
ま
り
楽
器
を
使
っ
て
即
興
的
に
音
に
よ
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る
対
話
を
行
う
場
面
も
あ
り
︑
ま
た
音
楽
体
験
の
後
︑
ク
ラ
イ
エ

ン
ト
と
﹁
い
ま
何
を
感
じ
て
い
た
か
︑
ど
の
よ
う
な
体
験
だ
っ
た

か
﹂
を
じ
っ
く
り
話
し
合
う
時
間
も
あ
る
︒
ロ
ー
ス
の
臨
床
が
二

者
の
融
合
的
体
験
か
ら
三
者
の
社
会
的
関
係
へ
と
い
う
︑
段
階
的

な
発
達
的
視
点
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︒

音
楽
療
法
に
は
︑
こ
の
ロ
ー
ス
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
︑
い
わ

ば
心
因
レ
ベ
ル
の
病
態
︵
こ
こ
で
は
基
底
欠
損
水
準
に
あ
る
摂
食
障

害
︶
に
対
す
る
実
践
が
存
在
す
る
︒
こ
う
し
た
実
践
を
私
は
ト
ラ

ン
ス
モ
デ
ル
と
呼
ん
で
お
き
た
い
︒
身
心
変
容
に
際
し
︑
音
楽
に

よ
る
あ
る
種
の
退
行
と
︑
そ
の
さ
な
か
で
無
意
識
が
賦
活
さ
れ
る

ト
ラ
ン
ス
な
ど
の
変
性
意
識
状
態
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
か
ら

で
あ
る
︒
心
因
レ
ベ
ル
の
病
態
と
し
て
は
︑
ほ
か
に
も
う
少
し
病

態
の
浅
い
神
経
症
・
心
身
症
が
あ
り
︑
そ
れ
ら
の
場
合
に
は
基
底

欠
損
で
は
な
く
︑
抑
圧
な
ど
の
防
衛
機
制
と
音
楽
︵
多
く
は
自
由
な

即
興
音
楽
︶
に
よ
る
抑
圧
の
解
除
︑
無
意
識
内
容
の
呼
び
起
こ
し
︑

そ
の
言
語
化
・
意
識
化
︑
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
新
た
な
自
己
像
の

獲
得
が
目
指
さ
れ
る
︒
た
だ
︑
こ
れ
と
て
も
無
意
識
が
関
わ
る
以

上
︑
程
度
の
差
は
あ
れ
意
識
の
変
容
が
枢
要
で
あ
る
こ
と
は
同
様

で
︑
や
は
り
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
と
し
て
間
違
い
は
な
い
と
思
う
︒

だ
が
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
こ
れ
ら
の
身
心
変
容
に
お
い
て

は
﹁
精
神
﹂
や
﹁
身
体
﹂
の
底
が
破
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
︑﹁
世

界
﹂
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
で
あ

る
︒

2-

3
　
強
度
モ
デ
ル

統
合
失
調
症
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
内
因
性
の
︵
＝
生
物
学
的
原
因
が

推
定
さ
れ
て
い
る
が
な
お
原
因
不
明
で
あ
る
︶
病
態
に
対
す
る
治
療
実

践
が
こ
の
﹁
強
度
モ
デ
ル
﹂
に
当
た
る
︒

音
楽
療
法
の
例
は
︑
精
神
科
病
院
に
お
け
る
私
と
作
曲
家
・
即

興
演
奏
家
︑
伊
東
光
介
に
よ
る
実
践
で
あ
る
︒
慢
性
の
重
症
統
合

失
調
症
の
入
院
患
者
に
対
す
る
集
団
お
よ
び
個
人
音
楽
療
法
で
︑

主
た
る
活
動
は
伊
東
と
患
者
と
の
ピ
ア
ノ
連
弾
︑
音
積
木
な
ど
に

よ
る
即
興
演
奏
︑
伊
東
の
ピ
ア
ノ
演
奏
聴
取
で
あ
る
︒
患
者
は
間

主
観
性
の
障
害
や
特
有
の
認
知
障
害
を
有
す
る
た
め
︑
私
た
ち
と

の
時
空
間
︵
＝
世
界
︶
の
共
有
に
困
難
を
抱
え
て
い
る
︒
後
に
詳

述
す
る
よ
う
に
︑
治
療
に
お
い
て
は
ま
ず
治
療
者
の
側
か
ら
の
患

者
の
世
界
へ
の
歩
み
寄
り
︵
同
一
化
︶
が
必
要
に
な
る
が
︑
音
楽

療
法
に
お
い
て
も
こ
れ
と
同
様
︑
音
楽
空
間
を
成
立
さ
せ
る
た
め

の
﹁
技
術
的
歩
み
寄
り
﹂
と
︑
体
験
を
共
有
す
る
た
め
の
﹁
感
性

的
歩
み
寄
り
﹂
が
必
須
と
な
る
︒
伊
東
の
優
れ
た
音
楽
技
能
と
音

楽
性
が
こ
れ
を
成
し
遂
げ
︑
音
楽
に
よ
る
審
美
的
体
験
の
共
有
が

可
能
に
な
っ
た
実
践
例
で
あ
る
︒
自
ら
体
験
し
た
事
柄
で
あ
る
の

で
以
下
に
少
し
詳
し
く
紹
介
し
た
い
︵
よ
り
詳
細
に
は
拙
著
二
〇
一

五
第
十
三
章
お
よ
び
阪
上
・
岡
崎
編
二
〇
一
七
を
参
照
︶︒

症
例
は
六
〇
代
の
解
体
型
統
合
失
調
症
の
男
性
で
︑
一
七
歳
時

に
幻
覚
妄
想
状
態
で
発
症
し
︑
何
回
か
の
入
退
院
の
の
ち
現
在
ま

で
長
期
入
院
中
の
患
者
で
あ
る
︵
担
当
医
は
私
︶︒
会
話
に
ま
と
ま

り
が
な
く
思
考
障
害
が
目
立
ち
︑
時
に
病
棟
ス
タ
ッ
フ
に
対
し
て

﹁
殺
さ
れ
る
﹂
な
ど
と
被
害
的
と
な
っ
た
り
︑
身
体
の
状
態
に
過
敏

に
な
る
な
ど
し
て
精
神
運
動
興
奮
状
態
と
な
る
︒
ま
た
自
閉
的
で

あ
り
︑
大
き
な
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク
を
﹁
自
己
カ
ル
テ
﹂
と
称
し
︑
意

味
不
明
な
文
章
を
書
き
散
ら
し
た
り
︑
円
盤
︑
自
動
車
︑
食
べ
物

な
ど
の
写
真
の
切
り
抜
き
を
コ
ラ
ー
ジ
ュ
風
に
貼
っ
て
い
る
︒
音

楽
は
自
己
流
だ
が
入
院
前
は
即
興
で
よ
く
ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
い
た

と
言
い
︑﹁
弾
き
す
ぎ
て
ピ
ア
ノ
の
弦
を
切
っ
た
こ
と
も
あ
る
﹂
と
︑

ま
る
で
フ
ロ
イ
ト
の
有
名
な
症
例
シ
ュ
レ
ー
バ
ー
の
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
た
り
す
る
︒
こ
の
た
め
小
集
団
の
音
楽
療
法
に
導
入
し
た
︒

患
者
は
は
じ
め
︑
セ
ッ
シ
ョ
ン
に
よ
る
興
奮
か
ら
か
医
局
に
私
を

探
し
に
来
た
り
︑
一
時
的
に
調
子
を
崩
す
な
ど
し
た
が
︵
こ
う
い

う
こ
と
は
統
合
失
調
症
の
患
者
に
少
な
か
ら
ず
起
こ
る
︶︑
そ
の
後
は

五
年
間
一
度
も
休
ま
ず
活
動
へ
の
参
加
を
続
け
︑
そ
の
間
手
書
き

の
メ
モ
を
大
量
に
私
に
手
渡
し
続
け
た
︒

研
究
会
で
は
患
者
と
伊
東
の
ピ
ア
ノ
即
興
連
弾
の
実
際
を
聴
い

て
い
た
だ
き
︑
患
者
が
セ
ッ
シ
ョ
ン
中
に
思
い
つ
い
た
よ
う
に
鉛

筆
で
書
い
た
メ
モ
を
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
供
覧
し
た
︒

演
奏
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒︿
患
者
は
ゆ
っ
た

り
と
し
た
中
音
部
の
メ
ロ
デ
ィ
を
奏
で
始
め
る
︒
伊
東
が
高
音
で

そ
れ
に
オ
ブ
リ
ガ
ー
ト
を
つ
け
る
と
彼
は
ハ
長
調
の
分
散
和
音
に

移
り
︑
付
点
の
リ
ズ
ム
で
自
由
に
鍵
盤
を
上
下
行
す
る
︒
そ
の
ま

ま
分
散
和
音
と
和
音
演
奏
を
繰
り
返
す
が
︑
伊
東
の
低
い
ハ
音
と

高
い
ハ
音
の
三
連
符
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
が
そ
れ
を
支
え
る
と
音
楽

は
次
第
に
輝
き
を
増
し
て
高
揚
し
︑
あ
る
種
の
プ
ラ
ト
ー
状
態
に

達
す
る
︒
ハ
長
調
の
和
音
に
満
た
さ
れ
た
輝
か
し
く
も
豊
か
な
音

響
が
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
持
続
す
る
﹀︒
こ
の
演
奏
は
う
ま
く
い
っ

た
と
き
の
例
で
あ
る
︒
多
く
の
場
合
︑
患
者
の
演
奏
は
既
成
曲
︵
ク

ラ
シ
ッ
ク
︶
の
メ
ロ
デ
ィ
の
重
音
演
奏
と
分
散
和
音
が
中
心
で
︑
伊

東
が
彼
に
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
も
そ
こ
か
ら
微
妙
に
ズ
レ
て
い
っ

て
し
ま
う
︒
こ
れ
を
私
た
ち
は
彼
の
﹁
音
楽
的
自
閉
﹂
と
呼
ん
で

い
た
︒

と
は
い
え
︑
毎
日
が
戦
争
の
よ
う
に
過
酷
な
状
況
の
さ
な
か
︑
音

楽
は
患
者
に
と
っ
て
喜
び
を
伴
う
特
別
な
体
験
だ
っ
た
よ
う
で
︑
メ

モ
に
は
独
特
な
字
体
で
次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
︒﹁
此

の
世
は
不
解
で　

バ
ク
ハ
ツ
﹂︑﹁
ダ
イ
ア
ル
戦　

大
変
大
変
大
変

　

ヤ
ッ
ト
安
息
睡
眠
﹂︵
図
1
︶︑﹁
悪
霊
が
入
ろ
う
と
必
死
﹂︑﹁
芸

術
は
聞
く
人
弾　

く
人
を
凶
霊
か
ら　

追
放
出
来
る
﹂︑﹁
自
分
の

心　

全
て
自
ら
分
る
﹂︑﹁
音
楽
の
幻
想
即
き
ょ
う
曲
が
上
昇
し

て

僕
は
其
れ
だ
け
﹂︵
図
2
︶︑﹁
注
射
卒
業　

病
気
卒
業　

卒
業

其
の
卒
業
の　

混
沌
卒
業
し
つ
つ
有
る　

第
Ⅲ　

悟
り
入
門
﹂︵
図

3
︶︑﹁
身
に
付
け
れ
ば　

自
分
創
造　

僕
は
ア
ク
マ
デ
モ　

ピ
ア

ノ
が
一
台
有
れ
ば
ア
ト
ワ
ケ
ン
コ
ー　

臨
終
八
正
曲
﹂︵
図
4
︶︑﹁
善

強　

ピ
ア
ノ
永
遠
﹂︑﹁
天
国
か
地
獄
か
で
聞
き
分
け
る
﹂︑﹁
音
楽

は
1
％
の
実
99
％　

の
殻
﹂︑﹁
力
と
云
う
コ
モ
ン
セ
ン
ス
を
納
得

し
た
﹂︑﹁
芸
術
は
生
や
さ
し
く
無
い　

神
様
に
何
か
考
え
が
有
る
﹂︑

﹁
美
か
ら
離
れ
な
い
限
り
大
丈
夫
﹂︑﹁
タ
ワ
ケ
ナ
シ
﹂︵
僕
に
は
音

楽
が
命
で
す
︑
タ
ワ
ケ
と
は
そ
の
反
対
︑
と
後
に
説
明
︶︑﹁
今
後
は
何

事
も
幸
福
度
を
見
る　

何
で
も
幸
福
な
ら
ば
合
格
﹂︑﹁G

ayLord
♪

﹂︵
車
の
名
前
︑
ゲ
イ
ロ
ー
ド
︒﹁
喜
び
﹂
を
表
す
︑
と
後
に
説
明
︶︒

表
現
は
独
特
だ
が
︑
い
ず
れ
も
患
者
の
生
の
声
を
リ
ア
ル
に
伝

え
て
い
る
︒
い
ち
い
ち
の
コ
メ
ン
ト
は
差
し
控
え
る
が
︑
次
の
こ

と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
は
有
益
だ
ろ
う
︒﹁
此
の
世
は
不
解
で　

バ
ク
ハ
ツ
﹂
と
記
す
よ
う
に
患
者
が
自
ら
拠
っ
て
立
つ
基
盤
は
す

で
に
根
底
か
ら
覆
さ
れ
て
お
り
︑
毎
日
が
ま
さ
に
命
が
け
の
﹁
戦

︵
争
︶﹂
で
あ
る
こ
と
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
音
楽
に
よ
っ
て
そ
の

﹁
混
沌
﹂
か
ら
卒
業
で
き
そ
う
で
あ
る
こ
と
︒
そ
れ
は
患
者
に
と
っ

て
最
高
の
︵
＝
第
Ⅲ
︶﹁
悟
り
﹂
へ
の
入
口
で
あ
る
こ
と
︒
音
楽
に

つ
い
て
も
﹁
天
国
か
地
獄
﹂︑﹁
永
遠
﹂︑﹁
神
様
﹂︑﹁
力
﹂
な
ど
と

い
う
︑
現
象
と
し
て
の
世
界
の
枠
組
み
を
超
え
た
言
葉
で
語
ら
れ
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て
い
る
こ
と
︒
し
か
も
音
楽
は
﹁
幸
福
﹂
や
﹁
喜
び
﹂
そ
の
も
の

で
あ
り
︑﹁
美
か
ら
離
れ
な
い
限
り
大
丈
夫
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
そ

れ
が
﹁
凶
霊
﹂
か
ら
身
を
守
り
﹁
戦
争
﹂
を
生
き
抜
く
た
め
の
彼

の
指
針
に
な
っ
て
い
る
こ
と
︑
な
ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
患
者
の

言
葉
ど
お
り
︑
患
者
は
こ
の
活
動
に
参
加
す
る
う
ち
に
思
考
障
害

が
軽
減
し
︑
ス
タ
ッ
フ
に
対
す
る
被
害
的
言
動
も
減
少
し
た

︵
S
A
P
S
や
S
A
N
S
な
ど
の
症
状
評
価
尺
度
に
お
い
て
も
改
善
が

認
め
ら
れ
た
︶︒
の
み
な
ら
ず
︑
彼
本
来
の
朗
ら
か
で
飄
々
と
し
た

人
格
が
輪
郭
を
あ
ら
わ
し
︑
主
治
医
で
あ
る
私
と
の
治
療
関
係
が

非
常
に
良
好
に
な
る
な
ど
の
変
化
が
認
め
ら
れ
た
︒

患
者
に
と
っ
て
な
ぜ
音
楽
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
意
味
を
も
つ
こ

と
に
な
っ
た
の
か
︒
統
合
失
調
症
の
病
態
と
そ
れ
に
対
す
る
心
理

的
治
療
に
関
す
る
言
説
が
参
考
に
な
る
︒
統
合
失
調
症
者
が
幻
覚

や
妄
想
︑
あ
る
い
は
思
考
障
害
を
呈
す
る
場
合
︑
患
者
は
︑
こ
れ

ま
で
の
体
験
や
尺
度
で
は
測
れ
な
い
震
撼
的
で
了
解
不
能
な
﹁
他

な
る
も
の
﹂︑﹁
何
も
の
か
﹂
に
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て

い
る
︒
精
神
科
医
・
加
藤
敏
︵
二
〇
〇
五
︶
は
こ
う
し
た
意
味
や
言

語
を
超
え
た
﹁
他
な
る
も
の
﹂﹁
何
も
の
か
﹂
を
﹁
未
知
の
存
在

X
﹂
と
呼
び
︑
病
者
を
﹁
未
知
の
存
在
X
﹂
の
臣
下
に
な
っ
て
い

る
︑
あ
る
い
は
そ
れ
に
所
有
・
享
楽
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
た
︒
加

藤
が
重
視
す
る
の
は
︑
精
神
療
法
的
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
︑
こ
の

よ
う
な
患
者
と
﹁
未
知
の
存
在
X
﹂
と
の
﹁
一
項
的
関
係
﹂
を
︑

治
療
者
を
含
め
た
﹁
三
項
的
関
係
﹂
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
︒

治
療
者
は
患
者
へ
の
︵
陽
性
︶
転
移
的
関
係
を
皮
切
り
に
患
者
と

の
治
療
的
絆
を
形
成
す
る
︒
そ
う
し
な
が
ら
治
療
者
は
患
者
の
病

的
世
界
へ
と
関
与
し
て
い
く
が
︑
患
者
は
そ
の
よ
う
な
治
療
者
と

横
の
連
携
を
強
め
︑
治
療
者
の
位
置
へ
と
近
づ
き
︑
治
療
者
と
と

も
に
了
解
不
能
な
﹁
他
な
る
も
の
﹂
を
そ
れ
と
し
て
分
有
す
る
よ

う
に
な
る
︒
つ
ま
り
﹁
未
知
の
X
﹂
を
頂
点
と
し
た
治
療
者
と
の

﹁
三
項
的
関
係
﹂
の
な
か
で
患
者
は
共
同
世
界
へ
と
開
か
れ
る
よ
う

に
な
る
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︵
図
5
︶︒

こ
う
い
う
言
説
は
加
藤
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
︒
た
と
え
ば

ス
イ
ス
の
精
神
科
医
・
ベ
ネ
デ
ッ
テ
ィ
︵G

. Benedetti

︶
の
﹁
逆
同

一
化
﹂︵
治
療
者
の
ほ
う
が
ま
ず
患
者
に
﹁
同
一
化
﹂
し
︑
そ
の
治
療
者

に
今
度
は
患
者
の
ほ
う
が
逆
に
﹁
同
一
化
﹂
し
て
い
く
︶
や
︑
ド
イ
ツ

の
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
︵W

. Blankenburg

︶
の
﹁
パ
ラ
レ
ル
化
﹂

︵
患
者
に
い
き
な
り
わ
れ
わ
れ
の
目
で
世
界
を
見
る
こ
と
を
期
待
せ
ず
︑

治
療
者
の
側
か
ら
彼
ら
の
目
で
世
界
を
み
て
い
く
こ
と
︶
に
も
共
通
す

る
治
療
機
制
が
見
出
さ
れ
る
︒
治
療
者
の
ほ
う
か
ら
病
者
の
世
界

へ
と
歩
み
寄
り
︑
そ
う
し
な
が
ら
患
者
の
了
解
不
能
な
﹁
他
な
る

も
の
﹂
に
コ
ミ
ッ
ト
し
︑
そ
こ
か
ら
病
者
の
新
し
い
自
己
の
創
生

を
引
き
出
そ
う
と
す
る
点
で
あ
る
︒
付
け
加
え
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ

の
精
神
科
医
・
サ
ー
ル
ズ
︵H

. F. Searles

︶
に
よ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的

な
治
療
体
験
︵
患
者
と
た
だ
黙
っ
て
過
ご
す
長
い
期
間
を
経
た
後
︑
患

者
と
並
ん
で
窓
外
の
樹
木
を
見
て
い
る
と
き
︑
い
つ
に
な
い
生
々
し
さ

で
そ
の
樹
木
の
美
し
さ
を
感
じ
た
出
来
事
︶
も
こ
の
系
列
に
あ
る
精

神
療
法
体
験
で
あ
る
︒
サ
ー
ル
ズ
の
場
合
︑
審
美
的
経
験
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
音
楽
療
法
の
議
論
に
よ
り
接
続
し
や
す
い

︵
以
上
三
者
の
議
論
に
つ
い
て
は
拙
著
二
〇
〇
三
を
参
照
︶︒

で
は
︑
治
療
者
に
よ
る
歩
み
寄
り
が
成
功
し
た
場
合
︑
そ
こ
に

何
が
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
上
記
サ
ー
ル
ズ
の
場
合
は
︑
窓
外
の

樹
木
が
治
療
者
個
人
の
性
向
を
超
え
た
生
々
し
さ
で
迫
る
審
美
的

体
験
で
あ
っ
た
︒
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
︵1986

︶
は
病
者
へ
の
﹁
パ

ラ
レ
ル
化
﹂
を
論
じ
る
な
か
で
︑﹁
相
互
主
観
性
へ
の
関
連
の
欠
如

は
出
会
い
を
困
難
に
す
る
が
︑
出
会
い
が
成
功
す
る
場
合
に
は
︑
他

の
ど
こ
に
も
見
い
出
せ
な
い
よ
う
な
あ
る
種
の
﹃
出
来
事
性
﹄
が

そ
こ
に
付
与
さ
れ
︑
出
会
い
は
そ
れ
自
体
︑
沈
殿
し
て
い
る
相
互

主
観
性
を
ひ
き
出
す
能
力
を
も
つ
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
﹁
パ

ラ
レ
ル
化
﹂
が
成
功
し
た
場
合
に
は
︑
た
ん
に
体
験
の
共
有
が
可

能
と
な
る
ば
か
り
で
は
な
く
︑
体
験
に
は
あ
る
種
の
﹁
出
来
事
性
﹂︑

す
な
わ
ち
そ
れ
ま
で
従
っ
て
い
た
日
常
の
公
理
や
自
明
の
尺
度
で

は
測
り
え
な
い
特
別
な
性
質
が
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
こ
で

体
験
は
独
特
な
強
度
を
帯
び
る
︒

私
た
ち
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
に

違
い
な
い
︒
伊
東
は
技
術
的
︑
感
覚
的
に
患
者
に
歩
み
寄
り
︑
同

様
に
き
わ
め
て
審
美
的
な
音
楽
空
間
を
創
造
し
た
︒﹁
自
分
に
と
っ

て
も
そ
れ
は
他
に
な
い
特
別
な
体
験
だ
っ
た
﹂
と
伊
東
が
話
す
の

を
私
は
何
度
も
聞
い
た
も
の
で
あ
る
︒
過
酷
な
現
実
に
生
き
る
患

者
に
と
っ
て
時
に
音
楽
は
さ
ら
に
強
度
の
つ
よ
い
体
験
で
あ
っ
た

図1

図３

図２

図４
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の
だ
ろ
う
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
音
楽
に
つ
い
て
︑﹁
永
遠
﹂︑﹁
神
﹂︑

﹁
力
﹂
な
ど
と
い
う
言
葉
を
メ
モ
に
記
す
こ
と
は
想
像
で
き
な
い
︒

﹁
強
度
に
賭
け
な
い
か
ぎ
り
︑
分
裂
病
者
と
の
あ
い
だ
の
共
約
不
可

能
を
共
約
可
能
化
す
る
道
は
な
い
﹂ と
花
村
︵
一
九
九
七
︶
は
記
し

て
い
る
が
︑
こ
の
レ
ベ
ル
の
病
態
に
対
す
る
身
心
変
容
技
法
に
お

い
て
は
︑
音
楽
に
よ
る
以
上
の
よ
う
な
出
来
事
的
―
強
度
的
体
験

が
治
療
の
核
心
に
あ
る
︒
こ
の
体
験
が
破
壊
的
で
な
く
治
療
的
に

働
く
さ
い
に
特
有
の
審
美
性
を
帯
び
︑
痛
ま
し
い
ま
で
の
﹁
喜
び
﹂

や
﹁
幸
福
﹂
と
い
っ
た
肯
定
的
な
感
情
を
伴
う
こ
と
は
特
筆
さ
れ

て
よ
い
事
柄
で
あ
ろ
う
︒

2-

4
　
ト
ラ
ン
ス
か
強
度
か

す
で
に
自
明
で
は
あ
る
が
︑
最
後
に
こ
れ
ら
身
心
変
容
の
三
つ

の
位
相
の
相
違
を
ま
と
め
︑
と
く
に
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
と
強
度
モ

デ
ル
の
違
い
に
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
︒

ま
ず
医
学
モ
デ
ル
に
お
け
る
変
容
は
何
よ
り
も
シ
ナ
プ
ス
の
変

化
に
帰
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
変
容
は
﹁
シ
ナ
プ
ス
の
可
塑

性
に
よ
る
新
た
な
回
路
の
形
成
﹂
と
そ
れ
に
よ
る
﹁
機
能
の
改
善
﹂

と
説
明
さ
れ
る
︒
科
学
的
・
客
観
的
に
説
明
可
能
で
は
あ
る
が
︑
し

か
し
す
べ
て
は
﹁
精
神
の
外
﹂
か
ら
の
説
明
で
あ
っ
た
︒
こ
の
点

が
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
や
強
度
モ
デ
ル
と
異
な
る
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
︒

一
方
︑
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
に
お
け
る
変
容
は
︑
主
と
し
て
精
神

分
析
の
言
葉
で
語
ら
れ
た
︒
摂
食
障
害
の
よ
う
な
基
底
欠
損
水
準

に
あ
る
病
者
に
お
い
て
は
︑
音
楽
や
身
体
接
触
に
よ
る
包
容
が
引

き
起
こ
す
意
識
変
容
の
さ
な
か
︑
新
た
な
身
体
像
が
育
ま
れ
る
と

さ
れ
た
︒
そ
れ
よ
り
少
し
浅
い
神
経
症
や
心
身
症
の
よ
う
な
病
態

に
お
い
て
は
︑
音
楽
に
よ
る
無
意
識
の
呼
び
起
こ
し
と
そ
の
言
語

化
・
意
識
化
が
新
た
な
自
己
認
識
を
生
ん
で
い
た
︒
い
ず
れ
も
音

楽
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
が
新
た
な
自
己
像
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い

た
が
︑
し
か
し
こ
れ
ら
の
病
態
に
お
い
て
は
﹁
身
体
﹂︑﹁
精
神
﹂︑

﹁
世
界
﹂
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が
壊
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
︵
臨

床
的
に
は
良
好
な
言
語
使
用
能
力
や
現
実
適
応
能
力
に
そ
れ
が
現
れ
る
︶︑

身
心
の
変
容
は
あ
く
ま
で
﹁
世
界
﹂
の
枠
組
み
の
な
か
で
の
変
化

と
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
と
好
対
照
を
な
す
の
が
強
度
モ
デ
ル
で

あ
る
︒
幻
覚
︑
妄
想
︑
思
考
障
害
な
ど
を
呈
す
る
統
合
失
調
症
に

お
い
て
は
︑
そ
の
﹁
精
神
﹂
や
﹁
世
界
﹂
の
枠
組
み
そ
の
も
の
が

変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
︵
上
記
症
状
や
人
格
変
化
に
そ
れ
が
現
れ

る
︒
言
語
使
用
能
力
や
現
実
適
応
能
力
も
低
い
︶︒
自
己
の
拠
っ
て
立

つ
基
盤
が
根
底
か
ら
覆
さ
れ
︑
い
わ
ば
﹁
世
界
の
外
﹂
か
ら
の
震

撼
的
で
了
解
不
能
な
何
か
に
晒
さ
れ
て
し
ま
う
︒
こ
う
し
た
病
者

に
お
け
る
変
容
は
︑
主
と
し
て
精
神
病
理
学
の
言
葉
で
語
ら
れ
た
︒

治
療
者
の
病
者
へ
の
歩
み
寄
り
︵
同
一
化
︶
を
介
し
︑
音
楽
に
よ

る
出
来
事
的
・
強
度
的
な
体
験
が
病
者
を
触
発
的
に
変
容
さ
せ
︑

新
た
な
﹁
身
体
﹂︑﹁
精
神
﹂︑﹁
世
界
﹂
の
枠
組
み
そ
の
も
の
を
創

出
す
る
の
で
あ
る
︒
困
難
で
は
あ
る
が
そ
れ
が
成
功
し
た
場
合
に

は
︑
特
別
な
﹁
喜
び
﹂
の
な
か
で
臨
床
症
状
の
好
転
と
い
う
身
心

変
容
が
も
た
ら
さ
れ
る
︒

さ
て
︑
身
心
変
容
技
法
に
関
す
る
多
く
の
語
り
の
な
か
で
︑
い

ま
述
べ
た
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
と
強
度
モ
デ
ル
が
区
別
さ
れ
て
い
る

例
を
私
は
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
が
な
い
︒
た
だ
ひ
と
つ
目
に
つ
く

の
は
︑
統
合
失
調
症
に
関
す
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
精
神
病
理
学
的
思

考
を
展
開
さ
せ
て
き
た
花
村
誠
一
の
指
摘
で
あ
る
︒
花
村
︵
二
〇

〇
三
︶
は
こ
う
述
べ
る
︒﹁
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ
れ
ら
二
人
の
哲
学
者

︵
引
用
者
注
：
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
フ
ー
コ
ー
︶
か
ら
︑
催
眠

に
か
か
ら
ず
︑
強
度
に
し
た
が
う
思
考
を
抽
出
で
き
る
か
も
し
れ

な
い
﹂︒
そ
し
て
︑﹁
重
要
な
の
は
︑
催
眠
と
強
度
と
い
う
二
様
の

エ
レ
メ
ン
ト
が
あ
ら
ゆ
る
治
療
技
法
の
中
で
混
じ
り
合
う
こ
と
で

あ
る
︒
新
た
な
技
法
論
は
︑
こ
の
混
じ
り
合
い
を
正
確
に
見
定
め

る
作
業
を
介
し
て
の
み
︑
創
出
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
﹂
と
言

う
の
で
あ
る
︒

言
う
ま
で
も
な
く
催
眠
は
ト
ラ
ン
ス
と
不
可
分
で
あ
る
︒
た
し

か
に
︑
フ
ロ
イ
ト
や
ユ
ン
グ
︑
ラ
カ
ン
︑
エ
リ
ク
ソ
ン
と
い
っ
た

い
わ
ば
精
神
分
析
系
臨
床
家
の
治
療
技
法
の
な
か
で
催
眠
は
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
︒
ま
た
彼
ら
の
理
論
形
成
も
こ
の
エ
レ

メ
ン
ト
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
い
え
る
︒
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル

の
ロ
ー
ス
も
︑
そ
う
い
え
ば
ま
る
で
シ
ャ
ー
マ
ン
の
よ
う
な
人
物

で
あ
っ
た
︵
こ
の
よ
う
な
音
楽
療
法
士
は
意
外
に
多
い
︶︒
一
方
︑
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
や
フ
ー
コ
ー
の
思
考
は
催
眠
や
ト
ラ
ン
ス

と
い
っ
た
エ
レ
メ
ン
ト
を
少
し
も
感
じ
さ
せ
な
い
強
度
を
も
つ
︵
私

は
花
村
自
身
の
治
療
や
研
究
に
も
同
様
の
印
象
を
抱
く
︶︒
こ
う
い
う

相
違
は
︑
そ
の
場
限
り
の
個
人
的
な
治
療
技
法
に
も
︑
す
で
に
確

立
さ
れ
広
く
普
及
し
た
技
法
に
も
︑
ま
た
今
後
確
立
さ
れ
う
る
新

た
な
技
法
に
も
︑
さ
ま
ざ
ま
な
配
合
で
見
て
取
れ
る
に
違
い
な
い

︵
図
6
︶︒

重
要
な
の
は
︑
こ
う
し
た
花
村
の
議
論
が
著
名
な
心
理
学
者
や

哲
学
者
に
関
す
る
病
跡
学
的
検
討
か
ら
の
み
生
み
出
さ
れ
た
も
の

で
は
な
く
︑
統
合
失
調
症
患
者
と
の
長
年
に
わ
た
る
苛
烈
な
臨
床

経
験
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
各
モ
デ
ル

の
箇
所
で
説
明
し
た
よ
う
に
︑
対
象
と
な
る
疾
病
は
病
態
が
ま
っ

た
く
異
な
り
︑
治
療
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
変
容
の
様
態
も
お
の
ず

か
ら
別
様
に
説
明
さ
れ
る
︒
私
の
臨
床
経
験
に
お
い
て
も
︑
こ
れ

ら
三
つ
の
モ
デ
ル
︑
そ
し
て
と
く
に
後
二
者
の
相
違
は
無
視
で
き

な
い
ほ
ど
大
き
い
と
い
う
実
感
が
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
身

心
変
容
の
議
論
に
お
い
て
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
と
強
度
モ
デ
ル
が
区

別
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
︒
も
ち
ろ
ん
︑﹁
強
度
モ
デ

未知の存在Ｘ未知の存在Ｘ

患者 治療者患者

図５　一項的関係から三項的関係への移行（加藤敏2005より）
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ル
﹂
と
い
う
考
え
方
が
そ
れ
と
し
て
明
確
に
論
じ
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
こ
と
が
最
大
の
理
由
で
は
あ
ろ
う
︒
ま
た
花
村
も
述
べ
る
よ

う
に
︑﹁
催
眠
と
強
度
と
い
う
二
様
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
あ
ら
ゆ
る
治

療
技
法
の
中
で
混
じ
り
合
う
﹂
の
も
確
か
な
事
実
で
あ
る
︒

し
か
し
︑﹁
催
眠
に
か
か
ら
ず
︑
強
度
に
し
た
が
う
思
考
﹂
が
あ

る
と
す
る
な
ら
︑
そ
し
て
そ
れ
は
事
実
存
在
す
る
わ
け
だ
が
︑
こ

う
し
た
エ
レ
メ
ン
ト
を
他
と
截
然
と
区
別
し
な
が
ら
︑
意
識
的
に

治
療
技
法
の
な
か
で
生
か
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
︒

と
い
う
の
も
︑
私
た
ち
の
経
験
が
教
え
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
︑
こ

の
強
度
的
エ
レ
メ
ン
ト
は
私
た
ち
が
自
ら
の
根
拠
と
す
る
﹁
身
体
﹂︑

﹁
精
神
﹂︑﹁
世
界
﹂
の
枠
組
み
に
深
く
関
わ
り
︑
そ
れ
ら
に
も
っ
と

も
根
底
的
な
変
容
を
も
た
ら
す
エ
レ
メ
ン
ト
だ
か
ら
で
あ
り
︑
同

時
に
︑
首
尾
よ
く
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
破
壊
的
で
な
く
創
造
的
に

働
く
場
合
︑
そ
の
変
容
は
私
た
ち
に
無
上
の
﹁
喜
び
﹂
や
﹁
幸
福
﹂

を
も
た
ら
す
も
の
の
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
︒

ま
と
め

以
上
︑
本
論
で
私
は
昨
年
の
第
四
六
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会

で
の
発
表
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
︒
は
じ
め
に
音
楽
療
法
の
あ
ら
ま

し
を
述
べ
た
が
︑
音
楽
療
法
の
対
象
︑
方
法
︑
形
態
︑
理
論
︑
ま

た
音
楽
の
働
き
方
が
実
に
多
様
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ

け
た
と
思
う
︒
次
い
で
︑
こ
の
な
か
か
ら
脳
梗
塞
後
遺
症
︑
摂
食

障
害
︑
統
合
失
調
症
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
病
態
に
対
す
る
実
践

例
を
紹
介
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
を
身
心
変
容
技
法
に
お
け
る
﹁
医
学
モ

デ
ル
﹂︑﹁
ト
ラ
ン
ス
モ
デ
ル
﹂︑﹁
強
度
モ
デ
ル
﹂
と
位
置
づ
け
解

説
し
た
︒
そ
の
上
で
︑
三
者
の
違
い
に
触
れ
な
が
ら
︑
と
く
に
ト

ラ
ン
ス
モ
デ
ル
と
強
度
モ
デ
ル
の
相
違
に
注
意
を
促
し
た
︒
統
合

失
調
症
の
実
践
か
ら
精
神
病
理
学
的
に
理
解
さ
れ
る
強
度
的
変
容

の
位
相
を
詳
し
く
述
べ
た
が
︑
身
心
の
変
容
を
考
え
る
さ
い
に
︑
こ

の
強
度
的
エ
レ
メ
ン
ト
は
最
重
要
の
意
味
を
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒
ま
た
強
度
を
意
識
し
た
こ
う
い
う
視
点
は
︑
身
心
変
容
の
新

た
な
技
法
の
創
出
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
︒
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は
じ
め
に

近
年
の
西
洋
医
学
治
療
の
発
達
は
︑
東
洋
医
学
に
も
大
き
く
影

響
を
与
え
て
い
る
︒
漢
方
と
い
う
言
葉
自
体
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
医
学

で
あ
る
蘭
方
に
対
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
か
ら
し
て
︑
西
洋
医
学
を
意
識
し
な
が
ら
東
洋
医
学
が
発
達
し

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
︒
事
実
︑
江
戸
時
代
に
種
痘
を

広
め
た
の
は
︑
当
時
の
漢
方
医
で
あ
り
︑
彼
ら
は
︑
西
洋
医
学
の

解
剖
学
に
基
づ
く
外
科
治
療
を
積
極
的
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
︒

時
代
が
流
れ
︑
幕
末
の
廃
仏
毀
釈
の
影
響
を
受
け
て
東
洋
医
学
が

否
定
さ
れ
た
後
︑
昭
和
の
漢
方
復
興
運
動
に
よ
っ
て
徐
々
に
東
洋

医
学
も
復
権
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
︑
時
代
は
西
洋
医
学
中
心
と

な
っ
て
お
り
︑
西
洋
医
学
を
補
完
す
る
形
で
東
洋
医
学
が
形
成
さ

れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
本
来
は
︑
推
拿
︑
鍼
灸
︑

温
泉
療
法
︑
心
理
療
法
︵
祈
禱
を
含
む
︶︑
漢
方
薬
か
ら
始
ま
り
陰

陽
道
に
含
ま
れ
る
自
然
現
象
を
利
用
し
た
治
療
ま
で
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
融
合
さ
れ
た
融
合
治
療
学
で
あ
っ
た
東
洋
医
学
が
︑
西
洋
医

学
的
思
考
と
馴
染
み
や
す
い
漢
方
薬
を
使
っ
た
薬
物
療
法
の
部
分

を
強
調
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
今
回
の
テ
ー
マ
で
あ
る
音
を
使
っ
た
東
洋
医

学
的
治
療
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
︑
西
洋
自
然
科
学
の
枠
組
み
で

は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
東
洋
医
学
の
基
本
概
念
に
基
づ
い
て
理
解

し
な
け
れ
ば
︑
治
療
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
︒
本
稿
で
は
︑
音

を
使
っ
た
治
療
を
行
う
上
で
必
要
な
東
洋
医
学
概
念
を
整
理
し
た

上
で
︑
治
療
の
実
際
に
つ
い
て
臨
床
経
験
を
基
に
解
説
す
る
︒

1
循
環
と
停
滞

﹁
循
環
﹂
と
﹁
停
滞
﹂
は
も
っ
と
も
根
本
的
な
東
洋
医
学
の
概
念

で
あ
り
︑
こ
の
原
則
に
基
づ
い
て
す
べ
て
の
治
療
が
行
わ
れ
る
︒
滞

り
な
く
す
べ
て
が
流
れ
て
い
る
状
態
を
も
っ
て
健
康
と
言
い
︑
東

洋
医
学
が
考
え
る
病
気
と
は
︑
何
ら
か
の
も
の
が
︵
こ
の
﹁
何
ら
か

の
﹂
と
い
う
の
が
︑
重
要
で
あ
る
︒
気
血
水
は
そ
も
そ
も
分
離
不
可
分

で
各
要
素
が
渾
然
一
体
と
な
っ
て
全
身
を
巡
っ
て
い
る
の
が
正
常
な
状

態
で
あ
り
︑
何
ら
か
の
異
常
が
起
き
た
と
き
は
則
ち
︑
そ
れ
ら
が
詰
ま

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
気
が
止
ま
れ
ば
︑
血
も
水
も

滞
り
︑
血
が
滞
る
と
こ
ろ
に
は
水
も
集
ま
り
︑
気
も
詰
ま
っ
て
く
る
の

で
あ
る
︶
停
滞
し
た
場
所
に
は
︑
そ
の
と
き
の
状
況
に
よ
っ
て
気

の
成
分
が
主
体
と
な
っ
て
毒
と
な
る
気
滞
︑
水
が
主
体
と
な
っ
て

毒
と
な
る
水
滞
︵
水
毒
︶︑
血
が
主
体
と
な
っ
て
毒
と
な
る
瘀
血
に

な
っ
て
健
康
を
害
す
る
と
考
え
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
治
療
と
は
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
﹁
瘀
﹂
を
適
切
な
処
方
や
手
技
を
使
っ
て
処
理
し
て
い

く
作
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
東
洋
医
学
に
よ
る
治
療
を
一
言
で
表

現
す
る
な
ら
ば
︑﹁
停
滞
し
て
い
る
場
所
を
特
定
し
て
︑
順
調
に
流

す
﹂︑
も
し
く
は
︑﹁
詰
ま
り
の
元
を
取
り
除
い
て
︑
順
調
に
流
す
﹂

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
こ
と
を
江
戸
時
代
の
漢
方
家
で
あ
る
吉よ

し

益ま
す

東と
う

洞ど
う

は
︑
す
べ

て
の
病
は
疾
病
の
元
と
な
っ
て
い
る
﹁
毒
﹂
を
除
去
す
れ
ば
治
癒

す
る
と
し
て
述
べ
た
︒﹁
不
通
則
痛
︑
通
則
不
痛
﹂︑
つ
ま
り
物
が

停
滞
す
れ
ば
︑
痛
み
を
生
じ
て
︑
痛
み
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
︑
停

滞
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
万
病
一
毒
﹂
と

は
︑
疾
病
を
俯
瞰
し
た
と
き
に
理
解
さ
れ
る
﹁
停
滞
と
循
環
﹂
理

論
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
︒

2
気
血
の
概
念

肉
体
と
精
神
を
分
け
る
こ
と
な
く
渾
然
一
体
と
な
っ
た
一
塊
と

し
て
理
解
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
気
血
水
に
よ
り
肉
体
が
成
立
し
︑
そ

の
肉
体
も
自
然
環
境
︑
大
き
く
は
宇
宙
の
一
部
と
し
て
存
在
す
る

と
い
う
感
覚
を
持
つ
こ
と
︒
そ
し
て
︑
こ
れ
ら
の
要
素
が
三
つ
巴
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に
な
っ
て
循
環
す
る
姿
を
思
い
描
く
︒
こ
の
循
環
が
滞
る
と
︑
詰

ま
り
を
生
じ
︑
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
症
状
の
元
と
な
っ
て
い
く
︒
す

べ
て
の
生
命
活
動
を
こ
の
考
え
を
基
本
と
し
て
捉
え
て
い
く
こ
と

で
東
洋
医
学
治
療
が
成
立
す
る
︵
図
1
︶︒

わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
大
き
な
風
船
だ
と
考
え
て
み
よ
う
︒
風
船

は
空
気
を
入
れ
な
け
れ
ば
︑
萎
ん
で
倒
れ
て
し
ま
う
︒
抜
け
て
い

く
空
気
も
あ
る
の
で
︑
常
に
空
気
を
送
り
込
ん
で
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
ま
た
︑
気
と
は
︑
生
命
活
動
そ
の
も
の
と
考
え
て
も
よ

い
︒
物
を
動
か
す
︑
変
化
さ
せ
る
力
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
︑
精

神
活
動
そ
の
も
の
で
も
あ
る
︒
諸
行
無
常
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
︑

あ
ら
ゆ
る
生
命
活
動
は
無
常
で
あ
り
︑
そ
の
変
化
が
止
ま
っ
た
と

き
︑
死
を
迎
え
る
︒
次
に
︑
気
の
力
を
得
て
全
身
に
栄
養
な
ど
す

べ
て
の
物
質
を
運
ぶ
も
の
︑
さ
ら
に
は
気
が
凝
縮
し
て
肉
体
そ
の

も
の
と
な
る
︑
そ
れ
が
血
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
精
神
活
動
︵
気

の
働
き
︶
に
よ
っ
て
創
り
出
さ
れ
る
記
憶
は
︑
血
の
中
に
保
存
さ

れ
て
い
く
︒
水
は
︑
生
命
活
動
を
維
持
す
る
上
で
の
冷
却
剤
で
あ

り
︑
潤
滑
剤
で
あ
り
︑
一
種
の
触
媒
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
と

よ
い
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
常
に
気
血
と
共
に
存
在
し
︑
生
命
活
動

維
持
に
必
須
の
要
素
で
あ
る
︒

臨
床
的
に
は
水
と
い
う
概
念
は
︑
体
内
環
境
と
体
外
環
境
の
液

体
成
分
の
や
り
取
り
︵
湿
気
︑
水
分
︶
を
理
解
し
︑
か
つ
︑
体
内
に

お
け
る
浮
腫
︑
小
便
不
利
︵
小
便
が
で
な
い
こ
と
︶
の
治
療
を
進
め

る
上
で
利
水
剤
と
さ
れ
る
茯ぶ

く

苓り
ょ
う︑
朮じ
ゅ
つ︑
沢た
く

瀉し
ゃ

︑
猪ち
ょ

苓れ
い

な
ど
の
生
薬

運
用
上
便
利
な
よ
う
に
設
定
さ
れ
た
概
念
と
理
解
し
て
も
差
し
支

え
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
利
水
剤︵
代
表
的
な
処
方
は
五ご

苓れ
い

散さ
ん

を
使

用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
湿
度
︑
天
候
な
ど
の
情
報
を
頭
に
入
れ

て
治
療
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
︒

一
方
︑
血
と
い
う
概
念
は
︑
第
一
義
的
に
は
読
ん
で
字
の
如
く

﹁
血
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
想
像
さ
れ
る
諸
現
象
を
説
明
す
る
た
め
に

設
定
さ
れ
て
い
る
︒
血
気
盛
ん
な
若
者
は
︑
顔
を
真
っ
赤
に
し
な

が
ら
怒
り
を
爆
発
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
と
き
の
気
は
気
血
水

の
気
で
あ
り
血
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
血
の
概
念
は
︑
人
間
の
活
動

に
必
要
な
す
べ
て
の
養
分
と
そ
の
動
き
を
意
味
し
︑
さ
ら
に
は
肉

体
そ
の
も
の
ま
で
を
含
む
︒
血
は
︑
生
命
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し

た
様
々
な
も
の

―
運
動
後
の
疲
労
︑
月
経
血
︑
強
い
感
情
の
念

︵
特
に
恨
み
︑
憎
し
み
︑
怒
り
は
︑
凝
縮
し
た
瘀
血
塊
を
作
る
︶

―

を
生
み
出
す
︒
ま
た
同
時
に
︑
こ
の
生
命
活
動
に
よ
っ
て
発
生
し

た
血
の
塊
を
処
理
す
る
生
薬
を
運
用
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
概

念
で
あ
る
︒
こ
の
肉
体
と
精
神
が
渾
然
一
体
と
な
っ
た
状
態
を
つ

な
ぐ
も
の
︑
そ
れ
が
血
で
あ
る
︒

﹁
血
湧
き
肉
躍
る
﹂
と
胸
が
熱
く
な
り
︑
精
神
が
高
揚
す
る
︒
こ

の
と
き
︑
な
ぜ
胸
が
熱
く
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
︑
誰
し

も
が
経
験
し
た
で
あ
ろ
う
胸
の
中
の
熱
い
熱
の
塊
は
︑
何
か
？　

こ
の
胸
の
中
の
塊
を
﹁
存
在
﹂
と
し
て
捉
え
な
け
れ
ば
︑
本
当
の

意
味
で
の
東
洋
医
学
的
治
療
は
成
立
し
な
い
︒

在
る
︵
＝
存
在
︒
胸
の
中
の
塊
を
﹁
在
る
﹂
と
し
て
感
覚
の
中
で
捉

え
る
︶

心
配
事
が
あ
り
︑
ず
っ
と
思
い
悩
む
と
き
︑
胸
が
痛
く
な
っ
た

り
︑
重
く
な
っ
た
り
︑
胸
に
塊
を
感
じ
て
︑
食
事
を
し
て
も
咽
に

つ
か
え
た
り
し
た
経
験
を
ほ
と
ん
ど
の
人
が
持
っ
て
い
る
で
あ
ろ

う
︒
こ
の
痞つ

か

え
は
﹁
気
滞
﹂︵
気
が
詰
ま
る
こ
と
︶
に
よ
っ
て
起
き

た
現
象
で
あ
る
と
考
え
る
︒
実
体
を
扱
う
科
学
︵
西
洋
医
学
︶
に
お

い
て
は
︑
こ
の
﹁
痞
え
感
﹂
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
り
︑
心
の
中

の
幻
想
で
あ
る
と
考
え
︑
そ
の
治
療
法
と
し
て
精
神
療
法
か
抗
不

安
薬
を
用
い
て
意
識
を
落
と
し
て
し
ま
う
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ

る
が
︑
東
洋
医
学
で
は
︑
気
の
滞
り
と
し
て
考
え
る
︒
そ
こ
で
︑
何

ら
か
の
手
段
を
用
い
て
そ
の
滞
り
を
解
除
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
︒

　

胸
が
詰
ま
る
と
き
︑
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
︒
あ
る

人
は
︑
水
を
飲
み
︑
あ
る
人
は
胸
を
拳
で
叩
き
︑
あ
る
人
は
深
呼

吸
を
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
す
べ
て
正
解
で
あ
る
︒
い
ず
れ

の
方
法
も
︑
詰
ま
り
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
行
動
の
一
つ
で
あ
る
︒

こ
れ
を
発
展
さ
せ
て
い
く
延
長
線
上
に
本
日
の
課
題
で
あ
る
音
の

治
療
法
が
あ
る
︒

3
音
お
よ
び
振
動
を
用
い
た
治
療
の
実
際

3-

1
　
心
の
音
＝
聴
覚
か
ら
入
る
音（
身
体
の
中
と
外
を
区
別
し
な

い
。す
な
わ
ち
色
即
是
空
、空
即
是
色
）

咽
の
痞
え
と
︑
那
智
黒
︵
大
き
な
飴
︶
の
問
題
︒
子
供
の
頃
に
大

図１a　気血の循環と停滞図１b　気血水概念図
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き
な
飴
を
飲
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
経
験
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
梅
核

気
と
言
っ
て
﹁
気
滞
﹂
の
症
状
の
一
つ
な
の
だ
が
︑
ス
ト
レ
ス
に

よ
り
喉
の
奥
に
梅
の
核
が
詰
ま
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
︒

こ
の
感
覚
は
︑
那
智
黒
が
詰
ま
っ
た
の
と
区
別
が
で
き
な
い
︒
つ

ま
り
実
体
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
同
じ
と
考
え
る
︒

腹
の
底
か
ら
ど
ん
と
突
き
上
げ
て
︑
心
臓
を
突
き
動
か
し
て
い

く
︒
強
い
衝
撃
と
動
悸
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
り
︑
こ
れ
を
奔ほ

ん

豚と
ん

気き

と
い
う
︒
気
の
塊
が
突
き
抜
け
て
い
く
感
覚
を
表
現
し
た
も
の
︒

強
い
不
安
を
持
っ
た
状
態
が
続
く
と
︑
時
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
き
る
︒

3-

2
　
不
安
は
実
体
化
す
る（
不
安
は
火
の
な
い
と
こ
ろ
に
火
を
付

け
る
。い
わ
ゆ
る
空
即
是
色
）

西
洋
医
学
的
に
は
︑
不
安
が
潜
在
意
識
を
動
か
し
て
︑﹁
痞
え

感
﹂
を
生
じ
さ
せ
た
の
だ
と
理
解
す
る
が
︑
東
洋
医
学
的
に
は
︑
不

安
に
よ
る
意
念
が
具
体
化
す
る
と
考
え
る
︒
意
念
そ
の
も
の
の
作

用
で
あ
る
と
考
え
る
︒
近
年
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト

が
医
療
現
場
に
広
が
っ
て
以
来
︑
可
能
性
の
低
い
こ
と
ま
で
説
明

を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
不
安
の
種
が
数
多
く
ば
ら

ま
か
れ
る
事
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
一
の
痛
み
は
︑
不
安
に
よ

り
百
倍
︑
千
倍
に
増
幅
す
る
︒
あ
た
か
も
小
さ
な
石
こ
ろ
を
種
に

し
て
雪
だ
る
ま
が
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
る
か
の
ご
と
く
︒

3-

3
　
具
体
的
に
意
念
す
る（
治
療
イ
メ
ー
ジ
が
も
っ
と
も
重
要
）

﹁
気
滞
﹂
が
あ
る
と
そ
の
部
分
の
筋
肉
が
硬
直
す
る
︒
こ
れ
は
一

種
の
防
衛
反
応
と
も
言
え
る
︒
こ
れ
が
緩
め
ば
︑
楽
に
な
る
︒
治

療
者
は
︑
望
診
に
て
﹁
気
滞
﹂
を
発
見
し
︑
そ
こ
に
対
し
て
縁
起

を
結
ぶ
︒
音
を
利
用
す
る
場
合
は
︑
気
滞
の
塊
を
明
確
に
想
起
し
︑

そ
れ
を
動
か
す
︑
も
し
く
は
︑
溶
か
し
て
流
し
て
︑
ど
こ
に
持
っ

て
い
く
か
の
意
念
を
し
っ
か
り
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
︒
気
の
通
り

道
を
意
識
し
て
音
を
奏
で
る
︒
も
し
く
は
︑
身
体
を
楽
器
に
見
立

て
て
骨
に
振
動
を
与
え
︑
体
内
に
反
響
さ
せ
る
︒
こ
の
と
き
︑
声

を
出
し
て
も
ら
う
こ
と
も
有
効
で
あ
る
︒

3-

4
　
体
内
の
三
つ
の
空
洞
を
繋
げ
る

高
音
は
頭
部

中
音
は
胸
部

低
音
は
腹
腔
～
骨
盤
腔

身
体
に
は
大
き
く
分
け
て
三
つ
の
空
間
が
あ
る
︒
頭
部
と
胸
腔

と
腹
腔
～
骨
盤
腔
で
あ
る
︒
頭
部
と
胸
腔
は
首
で
区
切
ら
れ
︑
胸

腔
と
腹
腔
は
横
隔
膜
で
区
切
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
区
切
り
が
詰
ま

り
や
す
く
︑
詰
ま
る
こ
と
で
違
和
感
を
生
じ
る
︒
と
く
に
横
隔
膜

周
辺
は
︑
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
強
く
張
る
た
め
︑
こ
れ
を
胸

き
ょ
う

脇き
ょ
う

苦く

満ま
ん

と
言
っ
て
漢
方
で
は
重
要
視
す
る
︒
こ
の
詰
ま
り
を
緩
め
る
た
め

に
は
︑
音
撃
破
︑
打
法
を
用
い
た
音
の
振
動
を
用
い
て
崩
す
か
︑
鍼

を
用
い
て
刺
激
を
し
て
緩
め
る
か
︑
麻
酔
を
す
る
か
︑
柴
胡
剤
な

ど
の
生
薬
を
用
い
る
か
︑
複
数
の
手
技
を
用
い
る
こ
と
に
な
る
︒
笑

い
を
治
療
に
使
う
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
も
目
的
は
同
じ
で
あ
る
︒

笑
う
こ
と
で
横
隔
膜
を
大
き
く
震
動
さ
せ
て
緩
め
て
い
る
︒

詰
ま
り
を
崩
し
た
後
に
︑
鐘
の
音
︑
音
叉
の
音
な
ど
を
用
い
て
︑

腹
の
底
か
ら
額
ま
で
通
し
て
い
く
と
︑
症
状
が
軽
く
な
る
︒
場
合

に
よ
っ
て
は
︑
胸
の
痞
え
が
取
れ
た
あ
と
人
格
ま
で
変
わ
っ
て
し

ま
う
こ
と
が
あ
る
︒
声
楽
を
勉
強
す
る
と
き
に
声
を
額
か
ら
出
す

と
表
現
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
音
を
腹
腔
か
ら
頭
部
ま

で
共
鳴
さ
せ
た
と
き
に
起
き
る
感
覚
で
あ
る
︒
神
社
の
お
祓
い
で
︑

最
初
に
太
鼓
を
打
ち
鳴
ら
し
︑
祝
詞
を
あ
げ
て
体
内
に
声
を
通
過

さ
せ
︑
笛
を
鳴
ら
し
て
通
す
の
も
同
じ
構
造
︒
お
寺
で
木
魚
を
な

ら
し
て
︑
お
経
を
上
げ
て
最
後
に
お
り
ん
を
鳴
ら
す
の
も
同
じ
︒
教

会
で
罪
を
告
白
し
て
︵
こ
れ
が
太
鼓
に
相
当
す
る
︶
膈
を
緩
め
て
︑
讃

美
歌
を
歌
う
︒
教
会
の
空
間
を
使
っ
て
音
を
反
響
さ
せ
て
体
内
と

一
体
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
︑
よ
り
通
過
性
を
高
め
る
技
法
と
考

え
ら
れ
る
︒

3-

5
　
治
療
行
為
と
は
縁
起
を
結
ぶ
こ
と（
音
で
主
体
に
対
し
て
縁

起
を
結
ぶ
）

治
療
行
為
と
は
︑
患
者
と
の
間
に
縁
起
を
結
ぶ
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
︒
そ
も
そ
も
縁
起
に
よ
っ
て
発
生
し
た
諸
症
状
に
対
し
て
︑
縁

起
を
結
ぶ
こ
と
で
そ
の
症
状
を
も
と
の
自
然
に
返
す
︒
そ
う
い
っ

た
行
為
と
考
え
る
こ
と
で
東
洋
医
学
の
治
療
は
応
用
範
囲
が
飛
躍

的
に
拡
大
す
る
︒
治
療
に
用
い
る
小
道
具
も
︑
音
も
あ
り
︑
光
も

あ
り
︑
声
を
出
し
て
関
わ
る
の
も
あ
り
︑
触
る
の
も
あ
り
︑
そ
し

て
生
薬
治
療
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る
︒

以
上
︑
音
を
使
っ
た
治
療
に
つ
い
て
臨
床
経
験
を
基
に
記
述
し

た
︒
振
動
を
自
身
の
身
体
を
使
っ
て
感
じ
な
が
ら
い
か
に
治
療
対

象
に
共
鳴
さ
せ
る
か
︑
そ
こ
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
る
︒

4
観
察
す
る
と
き
の
心
構
え

最
後
に
︑
こ
の
よ
う
な
治
療
を
行
う
に
際
し
て
の
観
察
の
心
構

え
に
つ
い
て
︑
江
戸
時
代
の
尾お

台だ
い

榕よ
う

堂ど
う

が
﹃
方
伎
雑
誌
﹄
に
書
き

残
し
た
記
述
を
解
説
し
て
論
稿
を
終
え
る
︒

腹
診
を
す
る
に
は
︑
患
者
を
仰
向
け
に
寝
せ
て
︑
両
手
を
体

側
に
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
し
︑
足
も
ま
っ
す
ぐ
に
伸
ば
す
︒
そ
し

て
︑
自
分
の
心
を
集
中
し
て
下
腹
に
力
を
入
れ
て
︑
患
者
に
向

か
い
合
う
よ
う
に
し
て
や
や
足
側
に
座
る
︒
座
る
位
置
は
︑
患

者
の
肘
の
外
側
と
自
分
の
膝
が
並
ぶ
よ
う
な
位
置
︒
座
し
た
後

に
患
者
の
胸
の
上
に
手
掌
を
置
き
︑
そ
の
胸
郭
の
盛
り
上
が
り

や
陷
凹
を
確
認
し
︑
心
拍
動
を
見
る
︒
ま
た
︑
慢
性
の
咳
や
喘

息
の
場
合
は
︑
呼
吸
に
従
っ
て
そ
の
響
く
感
じ
を
手
の
ひ
ら
で

聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
患
者
も
い
る
︒
ま
た
︑
心
拍
動
が
咽

の
方
ま
で
及
ぶ
も
の
も
あ
る
の
で
︑
慎
重
に
診
な
く
て
は
な
ら

な
い
︒
次
に
︑
指
先
を
揃
え
て
心
下
︵
み
ず
お
ち
︶
に
お
ろ
し
︑

痞
え
が
あ
る
か
︑
張
っ
て
い
な
い
か
︑
痛
み
や
拍
動
の
有
無
︑
水

飲
の
滞
留
︵
水
の
気
配
︑
振
水
音
な
ど
も
含
む
︶
を
慎
重
に
診
察

す
る
︒
ま
た
︑
心
下
部
を
圧
し
た
際
に
は
︑
背
中
︑
腹
部
に
痛

み
が
走
る
人
も
い
る
︒
次
に
︑
季
肋
下
︑
脇
下
を
圧
し
て
︑
そ

の
固
さ
︑
凝
結
︵
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
︶︑
痛
み
︑
水
滞
を
診
察

す
る
︒ 

︵
尾
台
榕
堂
﹃
方
伎
雑
誌
﹄
巻
一
︶

こ
の
文
章
︵
図
2
参
照
︶
で
大
事
な
の
は
︑
診
察
に
入
る
と
き
の

治
療
者
側
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
自

分
の
気
を
丹
田
に
集
め
て
︑
し
っ
か
り
集
中
し
な
け
れ
ば
︑
所
見

は
取
れ
な
い
︒
こ
れ
が
︑
治
療
者
が
臨
床
を
行
う
と
き
の
基
本
で

あ
る
︒
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＊ 

本
稿
は
二
〇
一
六
年
三
月
三
日
︑
第
四
六
回
身
心
変
容
技
法
＆
ワ
ザ
学
・

こ
こ
ろ
観
合
同
研
究
会
の
発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
︒

参
考
文
献

尾
台
榕
堂
﹃
方
伎
雑
誌
﹄
巻
一
︑
一
八
七
一
年
︒

図２　尾台榕堂『方伎雑誌』
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第三部　身心変容を科学する



は
じ
め
に

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
︵Robert O

wen, 1771-1858

︶
に
つ
い

て
︑
短
い
事
典
項
目
で
は
社
会
改
革
者
︑
空
想
的
社
会
主
義
者
と

さ
れ
︑
や
や
立
ち
入
っ
た
記
述
で
は
︑
晩
年
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

ズ
ム
へ
の
回
心
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
海
外
で
の
研
究
状
況
に
つ

い
て
︑
私
は
ま
っ
た
く
見
通
し
が
き
か
な
い
が
︑
日
本
の
学
術
的

な
オ
ー
ウ
ェ
ン
研
究
に
つ
い
て
は
︑
五
島
茂
が
︑
文
献
そ
の
他
の

資
料
整
理
︑﹃
自
伝
﹄
そ
の
他
の
紹
介
翻
訳
︑
そ
し
て
基
礎
研
究
を

リ
ー
ド
し
た
が
︑
私
見
で
は
︑
そ
の
や
や
偏
っ
た
作
業
に
よ
っ
て
︑

一
面
的
な
オ
ー
ウ
ェ
ン
像
が
構
築
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

﹁
偏
っ
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
初
期
の
社
会
改
革
思
想
か
ら
︑
晩
年

の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
回
心
が
︑
全
面
的
に
否
定
的
な
も

の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
れ
以
前
に
︑
翻
訳
紹
介
の
段
階

で
︑
作
品
の
偏
っ
た
取
捨
選
択
が
あ
り
︑
さ
ら
に
は
独
立
し
た
作

品
に
お
い
て
︑
大
幅
な
削
除
が
あ
る
こ
と
︑
で
あ
る
︒

一
人
の
思
想
家
に
は
︑﹁
回
心
﹂
と
ま
で
い
か
な
く
と
も
︑
一
般

論
と
し
て
も
︑
多
面
的
な
思
想
が
あ
り
︑
研
究
者
︵
読
み
手
︶
の

立
場
︑
視
点
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
評
価
を
す
る
の
は
︑
当
然

の
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
う
し
た
多
面
的
な
文
書
を
︑
翻
訳
紹

介
作
業
の
段
階
か
ら
︑
一
定
の
意
図
で
取
捨
選
択
︑
削
除
編
集
す

る
の
は
︑
基
礎
作
業
と
し
て
︑
説
得
性
︑
公
平
性
に
欠
け
る
と
こ

ろ
が
あ
る
︒
と
く
に
︑
重
要
な
思
想
家
の
場
合
︑
重
要
度
に
応
じ

て
︑
文
書
が
︑
草
稿
や
メ
モ
を
含
め
︑
網
羅
的
に
収
集
さ
れ
る
の

が
通
常
で
あ
る
︒
英
文
の
著
作
集
四
巻
は
︑
そ
の
意
味
で
は
か
な

り
網
羅
的
で
あ
る
︒

論
争
の
あ
る
テ
ー
マ
に
つ
い
て
︑
批
判
︑
評
価
す
る
場
合
︑
何

を
否
定
し
何
を
評
価
し
て
い
る
の
か
︑
ま
ず
は
判
断
材
料
を
偏
り

な
く
示
し
︑
主
張
に
有
利
な
材
料
も
不
利
な
材
料
も
︑
広
く
提
供

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
︒

1
解
説

五
島
茂
は
﹃
復
刻
版
・
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
著
作
史
﹄
に
お

い
て
︑
文
献
を
﹁
各
段
階
に
濃
厚
な
特
徴
を
と
ら
へ
て
﹂︑
つ
ぎ
の

よ
う
に
五
期
に
分
け
︑
各
文
献
に
﹁
内
容
﹂﹁
モ
ー
テ
ィ
ー
フ
﹂

﹁
本
邦
に
お
け
る
所
在
﹂︑
と
き
に
﹁
批
判
﹂﹁
影
響
﹂
を
記
し
た
も

の
で
あ
る1

︒

第
一
期
﹁
オ
ウ
エ
ニ
ズ
ム
の
生
成
﹂︵1771-1814

︶

第
二
期
﹁
オ
ウ
エ
ニ
ズ
ム
の
発
展
﹂︵1814-1824

︶

第
三
期
﹁
空
想
的
コ
ム
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
展
開
﹂︵1825-1828

︶

第
四
期
﹁
無
産
階
級
オ
ウ
エ
ニ
ズ
ム
﹂︵1829- Sept., 1834

︶

第
五
期
﹁
オ
ウ
エ
ニ
ズ
ム
の
方
向
転
換
﹂︵
退
却
と
抽
象
的
爛
熟
︶︑

︵O
ct., 1834-1858

︶

第
四
と
第
五
の
期
間
の
変
わ
り
目
が
︑
月
レ
ベ
ル
で
細
か
く
な

っ
て
い
る
︵
一
八
三
四
年
九
月
と
一
〇
月
の
あ
い
だ
︶
の
は
︑
や
や

異
様
な
印
象
を
受
け
る
︒
こ
の
切
れ
目
は
︑
一
八
五
三
年
に
書
か

れ
た
二
つ
の
記
事
か
ら
推
定
さ
れ
て
い
る
︒

一
つ
は
︑﹁
性
格
の
形
成

―
あ
る
い
は
人
類
の
訓
練
と
教
育

︵T
he Form

ation of C
haracter; or, Training and Education of the 

H
um

an R
ace

︶﹂
と
題
さ
れ
︑
そ
の
﹁
後
半
は
八
月
三
十
日
の
霊
交

記
事
﹂
を
書
い
て
い
る
の
で
︑
九
月
以
降
の
刊
行
に
な
る
︒
も
う

一
つ
の
記
事
は
︑﹁
人
類
の
将
来
︵The Future of the H

um
an R

ace; 

or great glorious and future revolution to be effected through the 

agency of departed spirits of good and superior m
en and wom

en

︶﹂
と

題
さ
れ
︑﹁
十
一
月
十
日
近
く
に
発
行
さ
れ
た
﹂︒
そ
の
﹁
内
容
﹂

は
﹁
人
類
の
将
来
に
は
偉
大
な
す
ば
ら
し
い
︑
だ
が
平
和
な
革
命

が
必
ず
起
る
︹
︙
︙
︺
そ
れ
ら
は
今
は
地
上
に
な
い
す
ぐ
れ
た
善

き
男
女
の
心
霊
の
力
に
よ
っ
て
将
来
さ
れ
る
﹂
と
い
う
も
の
だ
っ
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た2
︒
こ
の
二
つ
の
記
事
の
執
筆
︑
発
表
時
期
に
よ
っ
て
︑
一
八
三

四
年
の
秋
が
︑
第
五
期
の
﹁
心
霊
主
義
﹂
へ
の
転
換
点
と
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
︒

﹁
批
判
﹂
の
部
分
は
︑
高
く
評
価
し
て
い
る
も
の
と
︑
多
少
と
も

批
判
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
︒
前
者
の
例
と
し
て
は
︑
労
働
組
合

に
関
す
る
講
演
を
﹁
歴
史
的
な
至
重
さ
を
も
つ
と
い
っ
て
も
過
言

で
は
な
い
で
あ
ら
う3
﹂
な
ど
︑
数
多
い
︒

他
方
︑
後
者
は
少
な
く
て
︑
ジ
ャ
マ
イ
カ
の
奴
隷
人
口
に
関
す

る
レ
ポ
ー
ト
に
対
し
て
︑﹁O

wen
は
︑
こ
こ
で
は
家
父
長
的
︑
と

い
ふ
よ
り
む
し
ろ
反
動
的
だ4
﹂︑
あ
る
社
説
へ
の
反
駁
文
に
対
し
て
︑

﹁O
wen

の
主
張
は
彼
の
単
純
さ
か
ら
甚
だ
し
き
愚
論
に
な
っ
て
ゐ

る5

﹂︑
あ
る
公
開
討
論
に
関
し
て
︑﹁
討
論
者
と
し
て
はRoebuck

の
方
が
数
等
秀
れ
て
ゐ
た6
﹂
な
ど
が
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
第
五
期
に
関
し
て
は
︑
こ
の
﹁
批
判
﹂
が
︑
苛
烈
な

﹁
否
定
﹂
に
な
る
︒
一
八
五
四
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
﹁
地
上
に

お
け
る
人
間
の
新
た
な
実
存
︵The N

ew Existence of M
an upon the 

Earth

︶﹂
に
つ
い
て
は
︑﹁
内
容
︑
批
判
﹂
と
し
て
と
り
ま
と
め
ら

れ
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
述
べ
ら
れ
る
︒

自
叙
伝
の
草
稿
と
見
る
べ
く
︑
自
叙
伝
成
立
過
程
を
見
る
至

大
な
資
料
で
は
あ
る
︒
だ
が
注
意
せ
よ
︒
こ
の
八
部
に
収
め
ら

れ
た
る
自
叙
伝
的
部
分
は
︑
あ
く
ま
で
地
上
に
お
け
る
人
類
の

新
生
存
を
裏
づ
け
る
心
霊
主
義
的
論
述
で
あ
り
︑
解
釈
で
あ
り
︑

証
明
で
あ
る
に
す
ぎ
ぬ
︒
従
っ
て
こ
こ
に
あ
ら
は
れ
るO

wen

は
心
霊
主
義
者O

wen

で
あ
っ
て
自
叙
伝
第
一
巻
のO

wen

と

は
全
然
面
目
を
異
に
す
る7
︒

し
か
し
︑
最
後
の
運
動
機
関
紙
︑
一
八
五
六
年
か
ら
死
去
す
る

五
八
年
ま
で
の
﹁
至
福
千
年
期
新
報
︵M

illennial G
azette

︶﹂
に
つ
い

て
︑﹁
心
霊
主
義
的
傾
向
が
濃
い
︒
彼
が
い
か
に
本
誌
に
執
着
し
て

ゐ
る
か
は
自
叙
伝
の
序
の
対
話
で
も
瞭
ら
か
だ8
﹂
と
あ
る
と
お
り
︑

自
叙
伝
と
心
霊
主
義
を
切
り
放
そ
う
と
す
る
の
は
︑
無
理
が
あ
る
︒

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
社
会
的
ビ
ジ
ョ
ン
は
︑
初
期
か
ら
晩
年
ま
で
︑
一

貫
性
が
あ
る
︒
一
九
世
紀
の
後
半
︑﹁
多
く
の
社
会
主
義
者
が
ス
ピ

リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
だ
っ
た
﹂
の
は
間
違
い
な
く
︑
こ
の
観
察
を
無

視
し
て
は
︑
社
会
主
義
の
要
点
は
見
失
わ
れ
る
だ
ろ
う
︒
私
は
オ

ー
ウ
ェ
ン
の
一
貫
性
あ
る
自
己
理
解
に
沿
っ
て
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
を

理
解
し
た
い
と
思
う
︒

一
八
三
四
年
は
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
ま
だ
六
〇
歳
代
で
あ
り
︑
死

去
す
る
一
八
五
八
年
ま
で
に
は
︑
二
〇
年
以
上
あ
る
︒
五
島
が
︑

﹁
退
却
と
抽
象
的
爛
熟
﹂
と
し
て
批
判
的
に
位
置
付
け
る
こ
の
長
い

期
間
は
︑
好
き
嫌
い
を
別
に
す
れ
ば
︑
む
し
ろ
思
想
的
な
高
揚
感

が
み
な
ぎ
っ
て
い
る
︒

第
五
期
は
︑﹃
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
著
作
史
﹄
で
は
一
八
三
四

年
に
始
ま
る
と
し
て
い
た
が
︑
別
の
一
般
書
で
は
︑﹁
一
八
五
三
年

か
ら
オ
ウ
エ
ン
は
︑
長
男
ロ
バ
ア
ト
・
デ
イ
ル
の
す
す
め
で
︑
心

霊
主
義
︿
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
﹀
に
帰
依
し
た
︒
忙
し
い
活
動

の
あ
い
だ
に
︑
昔
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ
る
ケ
ン
ト
公
殿
下
や
知
友
た

ち
の
霊
と
交
流
し
た9
﹂
と
︑
二
〇
年
ほ
ど
の
ち
の
最
晩
年
の
こ
と
︑

し
か
も
息
子
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
も
の
と
し
て
︑
偉
大
な

人
生
の
末
期
︑
憐
れ
む
べ
き
︑
慈
し
む
べ
き
︑
例
外
的
な
逸
脱
で

あ
っ
た
よ
う
に
︑
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
著
作
史
か
ら
み
て
も
︑
こ

れ
は
正
し
く
な
い
だ
ろ
う
︒

時
代
の
特
定
は
︑
文
書
や
事
件
の
細
か
い
整
理
が
必
要
に
な
り
︑

素
人
が
簡
単
に
で
き
る
仕
事
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
理
性
や
霊
性

が
衰
え
て
い
た
か
ど
う
か
は
︑
文
書
を
読
む
こ
と
で
判
断
で
き
る
︒

こ
こ
で
は
︑
晩
年
の
﹁
至
福
千
年
期
新
報
︵M

illennial G
azette

︶﹂
に

つ
い
て
︑
五
島
が
﹁
心
霊
主
義
的
傾
向
が
濃
い
︒
彼
が
い
か
に
本

誌
に
執
着
し
て
ゐ
る
か
は
自
叙
伝
の
序
の
対
話
で
も
瞭
ら
か
だ
﹂

と
説
明
し
て
い
る
︑
そ
の
オ
ー
ウ
ェ
ン
の
﹁
執
着
﹂
を
示
す
﹁
自

叙
伝
の
序
の
対
話
﹂
に
注
目
し
て
み
よ
う
︒

﹁
自
叙
伝
の
序
の
対
話
﹂
と
い
う
の
は
︑﹃
自
伝
︵The Life of Robert 

O
wen

︶﹄
の
冒
頭
に
あ
る
も
の
で
︑
二
篇
か
ら
成
っ
て
い
る
︒
一
つ

め
の
﹁
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン
と
そ
の
旧
友
の
一
人
と
の
伝
記

執
筆
に
関
す
る
対
話
﹂
は
約
九
頁
︑
二
つ
め
の
﹁
第
二
の
導
入
的

対
話
﹂
は
か
な
り
長
く
︑
約
二
四
頁
に
な
っ
て
い
る
︒

そ
の
二
つ
め
対
話
は
︑
最
後
の
数
頁
で
︑﹁
人
類
の
未
来
を
全
面

的
に
変
え
る
と
い
う
試
み
が
︑
最
終
的
に
う
ま
く
い
く
と
貴
方
は

確
信
し
て
お
ら
れ
る
︒
そ
の
根
拠
は
何
か
？
﹂
と
尋
ね
る
審
問
者

︵inquisitor

︶
に
対
し
て
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
﹁
成
功
が
確
実
に
な
る

ま
で
効
果
の
あ
る
援
助
を
す
る
と
約
束
さ
れ
た
卓
越
し
た
ス
ピ
リ

ッ
ト
た
ち
が
い
て
︑
私
は
日
々
そ
の
手
助
け
を
い
た
だ
い
て
い
る
﹂

と
答
え
る
︑
多
少
と
も
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
問
答
が
あ
る
︒﹁
そ

れ
は
す
べ
て
貴
方
の
心
の
妄
想
で
は
な
い
の
か
？
﹂
と
い
う
審
問

者
の
感
想
は
︑
多
く
の
人
の
反
応
を
代
弁
し
て
い
る
に
違
い
な
い
︒

そ
れ
に
対
し
て
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
︑
妥
当
性
︑
真
理
性
︑
有
効
性
を

判
断
す
る
実
例
と
し
て
︑﹁
世
界
へ
向
け
た
演
説
﹂
と
い
う
﹁
ス
ピ

リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
﹂
を
﹁
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
公
刊
し
よ
う
﹂

と
︑
対
話
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒

そ
れ
に
続
い
て
︑
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
世
界
へ
向
け
た
演
説
が
︑

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
解
説
と
と
も
に
︑
七
頁
に
わ
た
っ
て
紹
介
さ
れ
て

い
る
︒

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
自
伝
は
︑
五
島
茂
訳
の
岩
波
文
庫
で
︑﹃
オ
ウ
エ

ン
自
叙
伝
﹄
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
二
篇
の
対
話
も
︑

オ
ー
ウ
ェ
ン
の
解
説
文
も
︑﹁
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
﹂
文
も
︑

ま
た
晩
年
の
記
事
を
多
く
含
む
︑
第
二
巻
の
材
料
と
な
る
草
稿
部

分
︵
約
三
八
頁
︶
も
︑
カ
ッ
ト
さ
れ
て
い
る
︒
分
量
の
問
題
だ
け
で

は
な
く
︑
そ
れ
ら
が
﹁
心
霊
主
義
的
傾
向
が
濃
い
﹂
と
し
て
︑
望
ま

し
い
オ
ー
ウ
ェ
ン
像
に
有
害
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
す
べ
て
貴
方
の
心
の
妄
想
で
は
な
い
か
﹂
と
言
わ
れ
る
こ
と
を

承
知
の
上
で
︑
老
い
て
な
お
意
気
盛
ん
な
オ
ー
ウ
ェ
ン
が
︑
あ
え

て
﹁
公
衆
の
利
益
の
た
め
に
﹂
と
断
っ
て
刊
行
し
た
部
分
は
︑
ど

の
よ
う
な
内
容
だ
っ
た
の
か
︑
少
な
く
と
も
資
料
と
し
て
︑
確
認

さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
︒

﹁
妄
想
﹂
は
︑
神
秘
主
義
の
気
質
を
持
っ
た
人
︑
あ
る
い
は
パ
ラ

ノ
イ
ア
傾
向
の
人
に
︑
起
こ
り
が
ち
で
あ
る
︒
ア
イ
デ
ア
に
溢
れ
︑

か
つ
実
践
的
な
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
︑
パ
ラ
ノ
イ
ア
傾
向
が
な
い
と
は

言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
神
秘
的
な
も
の
へ
の
好
み
は
︑
ま

っ
た
く
な
い
︒
世
界
観
や
真
理
観
に
つ
い
て
︑﹁
神
秘
な
く
﹂
と
い

う
言
葉
が
︑
中
期
か
ら
晩
年
に
わ
た
っ
て
し
ば
し
ば
出
て
く
る10
︒

﹁
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
﹂
が
し
ば
し
ば
﹁
神
秘
﹂
と
さ
れ
る
の
に

対
し
て
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
死
者
が
生
存
し
て
い
る
こ
と
︑
死
者
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
︑﹁
神
秘
﹂
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で

あ
る
︒
オ
ー
ウ
ェ
ン
は
い
わ
ば
﹁
神
秘
な
き
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス

ト
﹂
で
あ
る
︒

つ
ぎ
の
第
二
章
で
は
︑
自
伝
原
著
の
未
邦
訳
部
分
の
う
ち
︑﹁
第

二
の
導
入
的
対
話
﹂
の
最
後
の
一
頁
︑
ス
ピ
リ
ッ
ト
に
よ
る
﹁
世
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界
へ
向
け
た
演
説
﹂
全
文
と
︑
そ
れ
を
紹
介
す
る
オ
ー
ウ
ェ
ン
の

序
文
﹁
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
﹂
全
文
を
︑
訳
出
︑
紹
介
す
る11
︒

﹁
世
界
へ
向
け
た
演
説
﹂
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
︑
す
べ
て
の
人
に
必

須
な
必
要
物
︵essential wants

︶︑
自
然
な
必
要
物
︵natural wants

︶︑

納
得
で
き
る
労
働
︵agreeable labour

︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
す

べ
て
の
人
類
が
︑
適
切
な
労
働
で
︑
不
足
な
く
生
活
す
る
と
い
う
︑

シ
ン
プ
ル
な
ア
イ
デ
ア
は
︑
オ
ー
ウ
ェ
ン
そ
の
人
の
基
本
的
な
主

張
そ
の
も
の
で
あ
る
︒

続
く
第
三
章
で
は
︑
再
晩
年
の
機
関
紙
︑﹃
至
福
千
年
期
新
法
﹄

六
号
︵
一
八
五
六
年
七
月
一
日
︶
か
ら
︑﹁
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

と
社
会
主
義
の
結
合
﹂
と
題
す
る
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
に
し

て
社
会
主
義
者
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
の
よ
う
な
文
章
を
︑
翻
訳
す
る12
︒

﹁
全
生
涯
に
及
ぶ
た
く
ま
し
さ
を
示
し
た
﹂
が
﹁
惜
し
む
べ
し13
﹂

と
さ
れ
る
︑
社
会
主
義
と
心ス

ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム

霊
主
義
と
の
接
点
を
知
る
こ
と
で
︑
社

会
の
﹁
具マ

テ
リ
ア
ル

体
的
﹂
な
側
面
に
偏
っ
た
オ
ー
ウ
ェ
ン
像
は
︑
多
少
と

も
描
き
直
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

2
自
伝
の
未
邦
訳
部
分
か
ら

―「
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
」そ
の
他

「
第
二
の
導
入
的
対
話
」

︹
︙
︙
︺

審
問
者
―
こ
れ
か
ら
将
来
に
わ
た
り
︑
人
類
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
︑

マ
イ
ン
ド
︑
実
践
︑
状
況
を
︑
全
面
的
に
変
え
る
試
み
が
︑
最

終
的
に
う
ま
く
い
く
と
︑
貴
方
は
確
信
し
て
お
ら
れ
ま
す
︒
で

は
︑
そ
の
根
拠
は
何
で
す
か
？

オ
ー
ウ
ェ
ン
―
成
功
が
確
実
に
な
る
ま
で
︑
有
効
な
援
助
を

す
る
と
約
束
し
た
卓
越
し
た
ス
ピ
リ
ッ
ト
た
ち
が
お
ら
れ
て
︑
私

は
日
々
そ
の
手
助
け
を
い
た
だ
い
て
い
る
の
で
す
︒

審
問
者
―
し
か
し
︑
そ
れ
は
す
べ
て
貴
方
の
マ
イ
ン
ド
の
妄

想
で
は
な
い
の
で
す
か
？

オ
ー
ウ
ェ
ン
―
こ
う
い
う
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
現
象
に
︑

な
じ
み
の
な
い
部
外
者
は
︑
そ
う
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し

か
し
︑
私
が
目
撃
し
て
き
た
︑
ま
た
何
千
と
い
う
人
々
が
日
々

目
撃
し
て
い
る
事
実
の
エ
ビ
デ
ン
ス
が
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
は
ま

こ
と
に
強
烈
な
も
の
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
経
験
な
し
に
エ
ビ
デ

ン
ス
を
否
定
す
る
人
々
は
︑
そ
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
︒
や
が
て
︑
す
べ
て
の
人
々
は
︑
そ
れ
ら
が
真
理
で
あ
る

こ
と
︑
人
類
を
再
生
す
る
に
あ
た
っ
て
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る

こ
と
を
︑
信
じ
ざ
る
得
な
く
な
る
で
し
ょ
う
︒

審
問
者
―
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
︑
貴
方
と
論
争
し
て
も
︑

仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
︒
貴
方
は
マ
イ
ン
ド
に
お
い
て
も
実
践
に

お
い
て
も
︑
ま
っ
た
く
ブ
レ
る
こ
と
が
な
く
︑
古
い
シ
ス
テ
ム

が
真
実
で
安
定
し
て
い
る
と
信
じ
る
者
が
何
を
言
お
う
と
︑
影

響
さ
れ
ま
せ
ん
か
ら
︒

オ
ー
ウ
ェ
ン
―
貴
方
は
ま
こ
と
に
正
し
い
結
論
に
到
達
さ
れ

ま
し
た
︒
過
ち
の
上
に
建
て
ら
れ
た
シ
ス
テ
ム
を
︑
私
は
よ
く

知
っ
て
お
り
︑
そ
の
過
ち
は
︑
シ
ス
テ
ム
か
ら
派
生
す
る
す
べ

て
の
も
の
に
ま
で
︑
広
が
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
よ
う
に
し
て
出

て
き
た
も
の
に
︑
私
は
信
を
置
く
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
︒

審
問
者
―
貴
方
は
︑
ご
自
身
が
唱
道
す
る
新
た
な
シ
ス
テ
ム

の
真
実
と
︑
そ
れ
が
最
終
的
に
成
功
す
る
こ
と
︑
ま
た
そ
の
た

め
の
手
段
を
追
及
す
る
よ
う
貴
方
を
賛
助
し
鼓
舞
す
る
奇
妙
な

存
在
た
ち
が
あ
る
こ
と
︑
こ
れ
ら
が
大
い
な
る
目
的
の
た
め
に

価
値
が
あ
る
こ
と
を
︑
強
く
信
じ
て
お
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
こ
の

時
代
の
考
え
を
は
る
か
に
超
え
た
も
の
で
︑
貴
方
も
ご
承
知
の

よ
う
に
︑
古
く
か
ら
の
友
人
や
信
頼
で
き
る
弟
子
の
多
く
は
︑
貴

方
が
い
わ
ゆ
る
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
出
現
︵spiritual m

anifestation

︶

を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
︑
強
く
反
対
し
て
い
ま
す
︒

オ
ー
ウ
ェ
ン
―
彼
ら
の
反
対
は
よ
く
承
知
し
て
い
ま
す
︒
し

か
し
彼
ら
が
正
し
く
︑
私
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
エ
ビ
デ
ン

ス
は
︑
何
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
私
は
本
日
︑
卓
越
し
た
ス
ピ
リ
ッ

ト
た
ち
か
ら
の
通
信
を
︑
合
衆
国
の
経
験
豊
か
な
霊
媒
を
通
じ

て
︑
受
け
取
り
ま
し
た
︒﹁
世
界
へ
向
け
た
演
説
﹂
と
題
さ
れ
た

文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
︑
今
日
の
い
わ
ゆ
る
最
も
進
歩
的

リ
ベ
ラ
ル
派
よ
り
も
は
る
か
に
進
歩
し
た
︑
原
理
・
原
則
と
実

践
的
な
教
え
で
す
︒
そ
こ
に
は
︑
最
も
前
に
進
ん
だ
人
々
︑
最

も
経
験
豊
か
な
私
の
弟
子
た
ち
に
と
っ
て
さ
え
︑
教
え
る
と
こ

ろ
が
あ
る
の
で
︑
公
け
の
利
益
の
た
め
に
︑
私
の
存
命
中
に
公

刊
い
た
し
ま
し
ょ
う
︒

一
八
五
六
年
一
二
月

「
ス
ピ
リ
ッ
ト
か
ら
の
通
信
」

以
下
の
演
説
は
︑
私
が
た
っ
た
今
︑
合
衆
国
の
人
々
か
ら
受
け

取
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
人
々
の
生
活
は
︑
肌
の
色
や
信
条
︑
国

や
階
級
に
か
か
わ
り
な
く
︑
人
類
全
体
の
大
い
な
る
目
的
の
た
め

に
︑
捧
げ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
原
理
・
原
則
と
実
践
に
お
い
て

最
も
進
歩
し
て
お
り
︑
私
が
こ
れ
ま
で
知
っ
て
い
る
︑
い
か
な
る

目
に
見
え
る
︑
あ
る
い
は
不
可
視
の
団
体
よ
り
も
︑
ず
っ
と
価
値

あ
る
常
識
と
正
し
い
理
性
を
含
ん
で
い
る
︒
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
見

て
︑
そ
れ
は
他
の
何
よ
り
も
︑
世
界
の
進
歩
し
た
マ
イ
ン
ド
の
持

ち
主
た
ち
の
深
い
考
察
に
値
す
る
文
書
で
あ
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
演
説
の
以
下
の
よ
う
な
部
分
に
関
し
て
︑

私
は
意
見
を
異
に
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
そ
れ
は
︑
誤
っ
た
悪
し
き

シ
ス
テ
ム
を
︑
真
実
で
善
良
な
シ
ス
テ
ム
に
変
え
て
︑
人
類
の
性

格
を
よ
り
よ
く
形
成
し
︑
人
類
を
よ
り
よ
く
治
め
る
た
め
に
︑
政

府
が
果
た
す
援
助
へ
の
期
待
を
︑
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
︒

す
べ
て
の
政
府
と
︑
そ
こ
で
働
く
す
べ
て
の
職
員
に
と
っ
て
︑
シ

ス
テ
ム
を
変
え
る
こ
と
が
︑
最
も
高
邁
で
︑
最
も
永
続
的
な
関
心

事
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
ゆ
え
に
︑
私
は
演
説
と
は
意
見
を

異
に
す
る
︒

人
間
が
間
違
っ
た
場
合
︑
そ
の
原
因
は
個
人
に
で
は
な
く
︑
無

知
で
誤
っ
た
良
か
ら
ぬ
社
会
シ
ス
テ
ム
に
あ
る
︒
個
人
は
生
ま
れ

て
以
来
︑
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
取
り
巻
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
ゆ

え
に
︑
私
は
演
説
と
意
見
を
異
に
す
る
︒

団
体
に
何
か
間
違
い
が
あ
っ
た
場
合
︑
彼
ら
は
非
難
さ
れ
る
べ

き
で
は
な
い
︒
彼
ら
に
た
ゆ
み
な
い
慈
善
精
神
と
愛
を
も
っ
て
教

え
︑
そ
の
教
え
が
忍
耐
強
く
真
実
で
あ
る
な
ら
ば
︑
ま
た
良
識
を

も
っ
て
︑
あ
る
い
は
彼
ら
の
お
か
れ
た
様
々
な
状
況
で
︑
人
間
の

本
性
は
ど
う
な
る
か
と
い
う
知
識
に
し
た
が
っ
て
教
え
る
な
ら
ば
︑

彼
ら
に
間
違
い
を
悟
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
の

ゆ
え
に
︑
私
は
演
説
と
意
見
を
異
に
す
る
︒

真
実
を
教
え
ら
れ
る
べ
き
人
々
に
︑
不
信
感
や
怒
り
を
抱
く
こ

と
は
︑
賢
明
な
こ
と
で
は
な
い
︒
彼
ら
を
誤
り
か
ら
救
い
出
し
︑
そ

の
原
因
と
な
っ
て
い
る
有
害
な
事
柄
か
ら
︑
救
い
出
す
こ
と
が
必

要
で
あ
る
︒
今
日
す
べ
て
の
政
府
は
こ
の
状
態
に
あ
る
︒
こ
の
ゆ

え
に
︑
私
は
演
説
と
意
見
を
異
に
す
る
︒
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私
が
や
む
を
得
ず
︑
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
演
説
と
意
見
を
異
に
す
る

の
は
︑
こ
れ
ら
の
理
由
か
ら
で
あ
る
が
︑
そ
の
他
の
す
べ
て
の
点

に
お
い
て
は
︑
こ
の
演
説
は
︑
金
や
銀
を
は
る
か
に
超
え
た
価
値

を
も
つ
と
思
う
︒

そ
こ
に
含
ま
れ
る
偉
大
な
諸
真
実
に
関
し
て
︑
そ
れ
を
口
述
さ

れ
た
卓
越
し
た
ス
ピ
リ
ッ
ト
た
ち
に
対
し
て
︑
ま
た
そ
れ
を
聞
き

取
っ
て
書
き
留
め
︑
私
に
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
霊
媒
に
対
し
て
︑
私

は
心
か
ら
の
感
謝
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
︒

 

一
八
五
六
年
一
二
月　
　

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
ウ
ェ
ン

「
世
界
へ
向
け
た
演
説
」

﹁
あ
い
だ
に
置
か
れ
た
山
々
は
︑
国
々
に
と
っ
て
敵
と
な
る
︒

狭
い
入
り
江
で
切
り
離
さ
れ
た
土
地
は
︑
互
い
に
憎
み
合
う
︒﹂

�

︵
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ク
ー
パ
ー
︶

観
想
的
な
心
︵contem

plative m
ind

︶
に
と
っ
て
︑
こ
の
地
球
上

に
暮
ら
す
者
た
ち
の
現
状
は
︑
何
と
悲
し
い
こ
と
か
！　

ほ
と
ん

ど
す
べ
て
の
人
︑
町
︑
徒
党
︑
部
族
︑
国
が
︑
全
体
の
善
と
関
心

か
ら
分
離
し
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
利
害
関
心
を
追
求
し
て
い
る
︒

す
べ
て
の
も
の
の
上
に
︑﹁
私
の
も
の
︑
貴
方
の
も
の
﹂
と
い
う
文

字
が
︑
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
︒
国
籍
や
肌
の
色
や
性
別
に
か

か
わ
ら
な
い
︑
人
と
し
て
の
人
に
対
す
る
共
通
の
福
利
︑
深
く
永

続
す
る
利
害
関
心
は
︑
ど
こ
に
も
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
わ
ず
か

数
百
万
人
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
莫
大
な
量
が
求
め
ら
れ

て
い
る
︒
今
人
間
が
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
︑
自
分
の
利
害
関
心

を
他
者
の
利
害
関
心
と
結
び
付
け
る
た
め
に
︑
ど
う
す
る
の
が
最

も
良
い
の
か
︑
労
働
を
魅
力
あ
る
も
の
︑
合
意
で
き
る
も
の
に
す

る
に
は
︑
ど
う
す
れ
ば
良
い
の
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

一
定
の
必
須
な
物
の
概
要
を
︑
手
短
な
形
で
示
す
の
が
︑
賢
明

な
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
概
要
が
理
解
さ
れ
︑
順
守
さ
れ
る
な

ら
ば
︑
人
と
人
を
仲
間
と
し
て
︑
よ
く
結
び
付
け
る
こ
と
が
︑
十

分
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
真
剣
な
関
心
事
を

主
題
化
す
る
に
際
し
て
は
︑
物
事
の
性
質
上
︑
多
く
の
小
さ
な
問

題
点
は
︑
い
ち
い
ち
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
網
羅
的
な

考
察
の
た
め
に
は
︑
短
い
論
文
で
は
な
く
︑
一
巻
の
書
物
が
必
要

に
な
る
か
ら
で
あ
る
︒

人
間
に
は
一
定
の
自
然
な
必
要
物
︵certain natural wants

︶
が
あ

る
︒
そ
れ
ら
の
必
要
物
が
供
給
さ
れ
な
い
と
︑
彼
は
落
ち
着
か
ず
︑

不
安
で
︑
不
満
足
な
存
在
に
な
る
︒
彼
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
物
が

必
要
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
そ
の
上
に
立
つ
こ
と
の
で
き
る
土
壌
︒
そ

の
権
利
は
︑
明
ら
か
で
争
う
余
地
な
く
︑
永
遠
で
あ
る
︒
つ
ぎ
に
︑

土
壌
の
上
に
建
て
ら
れ
た
︑
快
適
で
便
利
な
住
ま
い
︵shelter

︶
が

必
要
で
あ
る
︒
三
つ
め
に
︑
一
定
の
必
須
な
栄
養
物
と
︑
快
適
な

衣
服
が
必
要
で
あ
る
︒
四
つ
め
に
︑
最
も
広
い
意
味
で
︑
ま
さ
に

そ
う
呼
ば
れ
る
べ
き
我
が
家
︵home

︶
が
必
要
で
あ
る
︒
五
つ
め
に
︑

自
分
の
ま
わ
り
︑
さ
ほ
ど
遠
く
な
い
便
利
な
距
離
に
︑
納
得
で
き

て
魅
力
あ
る
社
会
あ
る
い
は
隣
人
が
必
要
で
あ
る
︒
六
つ
め
に
︑
彼

の
肉
体
の
健
康
︑
心
の
成
長
︑
愛
情
の
開
花
を
促
進
す
る
︑
一
定

の
環
境
が
必
要
で
あ
る
︒
七
つ
め
に
︑
彼
の
将
来
の
運
命
が
い
か

な
る
も
の
で
あ
れ
︑
あ
ら
ゆ
る
不
吉
な
予
言
か
ら
︑
完
全
に
解
放

さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
︒

高
度
に
︑
純
粋
に
︑
そ
し
て
広
い
意
味
で
︑
こ
れ
ら
が
与
え
ら

れ
る
な
ら
ば
︑
最
も
純
粋
で
神
聖
な
状
況
の
た
め
に
︑
絶
対
に
必

須
︵absolutely essential

︶
な
も
の
を
︑
彼
は
享
受
す
る
︒
七
つ
の
う

ち
六
つ
だ
け
与
え
ら
れ
て
︑
何
か
が
欠
け
る
な
ら
ば
︑
そ
の
欠
如

の
度
合
い
に
応
じ
て
︑
彼
は
満
足
で
き
ず
︑
求
め
て
止
ま
ず
︑
持

た
な
い
も
の
を
得
よ
う
と
︑
も
が
き
苦
し
む
︒
知
性
的
な
読
者
の

心
が
︑
こ
れ
ら
を
全
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば
︑
そ
こ
に
は
必
須
物

が
含
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
︑
す
べ
て
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
︑
わ

か
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

さ
て
︑
こ
の
世
界
を
︑
そ
の
あ
る
が
ま
ま
に
見
渡
し
て
見
る
が

よ
い
︒
ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
が
︑
こ
の
う
ち
の
一
つ
︑
中
に
は
こ
れ

ら
の
ほ
と
ん
ど
を
︑
剝
奪
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
容
易
に
わ
か
る
︒
こ

れ
ら
必
須
物
︵essentials

︶
が
欠
け
て
い
る
が
ゆ
え
に
︑
人
間
は
自

分
の
仲
間
で
あ
る
べ
き
人
間
を
︑
餌
食
と
し
て
貪
り
喰
う
の
で
あ

る
︒
彼
は
確
保
で
き
て
い
な
い
も
の
を
取
ろ
う
と
し
て
︑
手
を
伸

ば
す
︒
こ
れ
ら
の
自
然
な
必
要
物
が
供
給
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
個
人

間
の
戦
争
も
︑
国
々
や
居
留
地
間
の
大
騒
ぎ
も
︑
な
か
っ
た
こ
と

だ
ろ
う
︒
普
遍
的
な
平
和
と
人
類
全
体
の
善
意
を
増
進
し
よ
う
と

す
る
す
べ
て
の
努
力
は
︑
人
間
の
自
然
な
必
要
物
が
供
給
さ
れ
な

い
か
ぎ
り
︑
物
事
の
自
然
の
理
と
し
て
︑
失
敗
す
る
だ
ろ
う
︒

幾
人
か
の
博
愛
主
義
者
の
な
か
に
︑
戦
争
を
な
く
そ
う
と
す
る

願
望
が
広
が
り
つ
つ
あ
る
︒
地
上
の
国
々
が
剣
を
鋤
に
︑
槍
を
鎌

に
打
ち
変
え
る
よ
う
に
導
こ
う
︑
国
が
他
の
国
に
剣
を
振
り
上
げ

ず
︑
も
は
や
戦
い
の
技
を
学
ば
な
い
よ
う
な
状
態
を
作
ろ
う
︑
そ

う
い
う
願
望
で
あ
る
︒
い
か
な
る
文
筆
家
も
︑
戦
争
に
由
来
す
る

罪
悪
が
ど
れ
ほ
ど
に
な
る
か
︑
か
つ
て
見
定
め
た
こ
と
は
な
い
︒
し

か
し
︑
戦
争
と
闘
争
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
湧
い
て
く
る
の
か
？

戦
争
は
二
つ
の
国
々
の
あ
い
だ
で
布
告
さ
れ
る
が
︑
宣
戦
布
告
は
︑

そ
れ
以
前
す
で
に
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
も
の
が
︑
た
だ
噴
き
出
し

た
だ
け
で
あ
る
︒
闘
争
は
﹁
内
面
か
ら
﹂
始
ま
り
︑
し
か
る
の
ち

に
宣
戦
布
告
さ
れ
る
︒
何
か
の
結
果
が
あ
れ
ば
︑
背
後
に
原
因
が

あ
る
︒
周
囲
を
見
回
し
て
見
る
が
よ
い
︒
大
砲
や
剣
は
見
当
た
ら

ず
︑
砦
は
建
っ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
で
も
︑
そ
こ

に
は
﹁
戦
争
﹂
が
あ
る
︒
あ
る
い
は
も
っ
と
身
近
な
国
内
の
関
係

に
目
を
向
け
る
と
︑
集
団
間
で
互
い
の
頭
を
吹
き
飛
ば
し
た
り
︑
首

を
刎
ね
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒
あ
る
い
は
︑
な

ん
で
あ
れ
野
蛮
な
暴
力
で
互
い
を
切
り
刻
む
こ
と
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
︒
そ
れ
で
も
︑
そ
こ
に
は
﹁
戦
争
﹂
が
あ
る
︒
逆
に
︑
身

近
な
世
界
が
我
が
家
︵a home

︶
と
な
っ
て
い
れ
ば
︑
戦
争
は
そ
の

ド
ア
を
開
け
て
入
っ
て
く
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
必
要
な
す
べ
て

の
栄
養
物
や
衣
服
が
︑
必
要
と
す
る
だ
け
手
元
に
あ
る
な
ら
ば
︑
ま

た
身
体
の
健
康
︑
メ
ン
タ
ル
な
成
長
︑
愛
情
の
表
現
の
た
め
に
︑
環

境
全
体
が
適
切
で
調
和
的
で
あ
る
な
ら
ば
︑
戦
争
を
す
べ
き
何
の

理
由
も
な
い
︒
こ
れ
ら
の
必
須
物
の
ど
れ
か
一
つ
が
︑
あ
る
集
団

か
ら
取
り
去
ら
れ
る
と
︑
国
内
で
戦
争
が
起
こ
る
︒

小
さ
な
事
柄
で
大
き
な
事
柄
を
説
明
す
る
こ
と
が
︑
時
と
し
て

有
益
で
あ
る
︒
戦
争
は
天
国
の
門
に
侵
入
で
き
な
い
︑
そ
の
よ
う

に
︑
必
須
物
が
す
べ
て
供
給
さ
れ
た
近
隣
社
会
に
︑
戦
争
は
入
り

こ
め
な
い
︒
じ
つ
は
︑
近
隣
社
会
が
天
国
な
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

万
人
に
と
っ
て
必
須
な
も
の
の
一
部
を
︑
一
部
の
隣
人
が
楽
し
み

の
た
め
に
用
い
る
と
︑
競
争
や
闘
争
や
戦
争
が
現
れ
︑
隣
人
同
士

が
互
い
を
貪
る
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
企
む
︒
同
じ
法
則
が
︑
植
民
地
︑

地
方
︑
州
︑
国
に
お
い
て
も
︑
当
て
は
ま
る
︒
か
く
し
て
ア
メ
リ

カ
国
で
は
︑
い
つ
で
も
起
こ
り
得
る
こ
と
が
︑
今
ま
さ
に
起
き
て
︑

市
民
戦
争
の
状
態
に
あ
る
︒
建
物
の
屋
根
か
ら
炎
が
噴
き
出
し
た

と
き
が
︑
火
事
な
の
で
は
な
い
︒
す
で
に
内
側
に
火
が
回
り
︑
住

ま
い
の
必
須
物
を
す
べ
て
焼
き
尽
く
し
て
い
て
も
︑
屋
根
に
は
何
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も
見
え
な
い
こ
と
が
あ
る
︒
内
側
に
癌
が
あ
っ
て
器
官
が
侵
さ
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
人
を
︑
癌
と
判
断
す
る
の
に
決
定
的
な
こ

と
は
︑
そ
れ
が
外
か
ら
見
え
る
か
ど
う
か
で
は
な
い
︒

ア
メ
リ
カ
国
の
戦
争
は
︑
ど
う
し
て
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
？　

答
え
は
︑
そ
の
国
が
基
と
宣
言
し
た
原
理
原
則
︵principles

︶

が
︑
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
︒
そ
の
原
理
原
則

と
は
︑
人
は
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
︑
生
命
︑
自
由
︑
そ
し
て
幸

福
の
追
求
︑
と
い
っ
た
権
利
を
持
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ

ら
が
十
分
に
満
足
の
い
く
ま
で
与
え
ら
れ
た
な
ら
ば
︑
人
は
そ
れ

以
上
を
求
め
な
い
︒
人
の
生
命
を
奪
い
︑
人
か
ら
あ
れ
こ
れ
の
自

由
を
取
り
上
げ
︑
人
が
思
い
の
ま
ま
に
幸
福
を
追
求
す
る
こ
と
を

妨
げ
る
な
ら
ば
︑
そ
の
人
は
何
か
が
欠
け
た
状
態
に
な
る
︒
こ
の

欠
如
が
︑
休
み
な
く
何
か
を
追
い
求
め
︑
欲
望
す
る
生
き
方
を
形

成
す
る
︒
し
ば
ら
く
こ
う
し
て
持
ち
こ
た
え
る
が
︑
や
が
て
は
軛

が
重
く
な
り
す
ぎ
て
︑
結
果
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
︒
ま
ず
︑
抑

圧
さ
れ
た
者
は
ど
ん
底
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
︑
筆
舌
に
尽
く
し
が
た

い
う
め
き
︑
涙
︑
苦
し
み
を
味
わ
う
︒
つ
づ
い
て
︑
押
し
つ
ぶ
さ

れ
た
者
は
ど
う
に
か
し
て
軛
を
外
そ
う
と
決
心
し
て
︑
戦
争
や
略

奪
や
流
血
が
広
が
る
︒
国
は
国
に
対
し
て
︑
互
い
に
軍
隊
を
配
置

す
る
︒
通
常
の
労
働
は
脇
に
追
い
や
ら
れ
る
︒
す
べ
て
の
事
柄
が
︑

解
放
と
い
う
た
だ
一
点
を
目
指
す
︒
通
常
は
弱
い
ほ
う
が
押
し
つ

ぶ
さ
れ
て
終
わ
る
︒
あ
る
い
は
︑
そ
う
な
る
前
に
仲
裁
が
入
る
こ

と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
︑
原
因
が
取
り
除
か
れ
た
わ
け
で
は

な
い
の
で
︑
遅
か
れ
早
か
れ
︑
も
の
の
道
理
と
し
て
︑
別
の
戦
争

が
勃
発
す
る
こ
と
に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
こ
の
類
の
こ
と
を
丸

く
お
さ
め
よ
う
と
す
る
企
て
は
︑
ま
っ
た
く
無
益
な
こ
と
で
あ
る
︒

そ
れ
ぞ
れ
の
集
団
は
平
和
を
求
め
る
が
得
ら
れ
な
い
︒
和
合

︵union

︶
を
求
め
る
が
得
ら
れ
な
い
︒
調
和
を
求
め
る
が
得
ら
れ
な

い
︒
事
柄
の
自
然
と
し
て
︑
人
の
必
須
物
が
供
給
さ
れ
な
い
限
り
︑

そ
れ
ら
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

﹁
で
は
何
を
す
れ
ば
よ
い
の
か
﹂
と
︑
博
愛
主
義
者
は
問
う
こ
と

だ
ろ
う
︒﹁
平
和
を
促
進
す
る
努
力
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の

か
？
﹂　

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
誰
で
あ
れ
そ
の
仕
事
を

企
て
る
人
は
︑
諸
集
団
に
対
し
て
︑﹁
貴
方
が
た
に
は
何
が
必
要
な

の
か
？
﹂
と
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
必
要
物
が

充
足
さ
れ
た
な
ら
ば
︑
平
和
を
作
り
出
す
者
は
最
後
の
審
判
の
日

ま
で
安
ら
か
に
眠
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
以
上
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら

で
あ
る
︒
こ
れ
ら
が
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
る
ま
で
は
︑
家
庭
内
に

お
い
て
︑
近
隣
社
会
︑
地
方
︑
州
連
合
︑
最
大
規
模
の
国
に
お
い

て
も
︑
永
続
す
る
平
和
は
︑
ま
と
も
に
期
待
で
き
な
い
︒

戦
争
と
平
和
の
主
題
を
︑
こ
の
平
易
で
常
識
的
な
見
地
か
ら
見

る
こ
と
が
︑
現
在
に
お
い
て
も
︑
将
来
に
お
い
て
も
︑
道
理
に
叶

っ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
戦
争
が
︑
た
だ
仲
裁
に
よ
っ
て
沈
静
化
し
て

い
る
だ
け
な
ら
︑
そ
の
沈
静
化
は
永
続
で
き
な
い
と
わ
か
る
︒
な

ぜ
か
？　

内
な
る
平
和
が
な
い
か
ら
︑
聖
な
る
平
安
が
な
い
か
ら
︑

諸
集
団
が
持
た
ざ
る
何
か
を
外
に
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し

た
が
っ
て
︑
物
事
の
﹁
表
層
﹂
に
留
ま
っ
て
い
て
は
︑
も
は
や
役

に
立
た
な
い
︒
人
類
の
必
須
物
を
知
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
︑
よ

り
賢
明
な
こ
と
で
あ
る
︒
必
須
物
が
供
給
さ
れ
る
度
合
い
に
応
じ

て
︑
内
な
る
平
和
が
確
か
な
も
の
と
な
り
︑
表
面
の
噴
火
も
見
ら

れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
よ
う
な
根
源
的
な
性
格
の
仕
事
は
︑
き
わ
め
て
ゆ
っ
く
り

と
進
め
ね
ば
な
ら
な
い
︑
と
い
う
意
見
が
あ
る
︒
た
し
か
に
︑
徹

底
的
な
改
革
は
す
べ
て
︑
現
在
の
状
況
に
よ
っ
て
反
対
さ
れ
る
で

あ
ろ
う
︒
端
的
に
考
え
る
と
︑
逆
説
的
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
︑
平
和
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
こ
の
種
の
行
動
は
︑
宣
戦
布
告

と
同
様
に
な
る
だ
ろ
う
︒
あ
る
人
は
そ
れ
を
︑
哲
学
的
に
﹁
私
が

地
上
に
来
た
の
は
︑
平
和
を
も
た
ら
す
た
め
で
は
な
く
︑
火
を
付

け
る
た
め
で
あ
る
﹂
と
言
っ
た
︒
そ
の
火
が
付
け
ら
れ
た
の
は
︑
屑

を
燃
や
す
た
め
で
あ
る
︒
銀
か
ら
混
ぜ
物
を
分
離
し
︑
純
粋
な
も

の
か
ら
不
純
物
を
︑
愛
す
べ
き
も
の
か
ら
利
己
的
な
も
の
を
︑
真

実
か
ら
虚
偽
を
︑
善
か
ら
悪
を
分
離
す
る
た
め
で
あ
る
︒
で
は
︑
そ

れ
で
ど
う
な
る
の
か
？ 

最
終
的
な
到
達
点
で
あ
る
︑
永
続
的
で
普
遍
的
な
平
和
の
観
点

か
ら
見
る
と
︑
こ
れ
ら
の
付
随
物
は
︑
せ
い
ぜ
い
ク
モ
の
巣
く
ら

い
の
も
の
で
︑
大
し
て
重
要
な
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ら
は
人
々

を
助
け
て
事
柄
の
真
実
を
見
る
よ
う
︑
見
え
な
か
っ
た
目
を
開
く

よ
う
︑
促
す
も
の
で
あ
る
︒
時
と
し
て
︑
内
な
る
和
合
が
な
く
︑
何

か
不
和
の
種
が
あ
る
よ
う
な
場
合
︑
人
に
胸
が
張
り
裂
け
る
よ
う

な
思
い
を
さ
せ
︑
優
し
い
絆
を
断
つ
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

そ
れ
は
︑
眠
っ
て
い
る
真
下
に
火
種
が
あ
り
︑
い
つ
か
思
い
も
よ

ら
な
い
時
に
炎
が
燃
え
上
が
る
状
況
に
あ
る
人
を
︑
そ
こ
か
ら
救

い
出
す
た
め
で
あ
る
︒
地
下
室
に
火
が
付
い
て
い
て
︑
や
が
て
屋

敷
全
体
が
炎
に
包
ま
れ
る
と
知
っ
て
い
な
が
ら
︑
眠
り
の
床
に
就

こ
う
と
す
る
︑
向
こ
う
見
ず
な
人
が
い
る
だ
ろ
う
か
︒
そ
し
て
今

日
の
世
界
は
︑
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
状
況
な
の
で
あ
る
︒

弱
小
な
国
は
宣
戦
布
告
す
る
勇
気
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
強

大
な
国
は
あ
え
て
そ
う
す
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
あ
る
人
が
相
手

の
弱
み
に
付
け
込
も
う
と
す
る
の
と
︑
同
様
で
あ
る
︒
こ
ち
ら
は

個
人
主
義
と
呼
ば
れ
︑
あ
ち
ら
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る

だ
け
の
違
い
で
あ
る
︒
国
と
国
は
ひ
と
し
き
り
戦
い
︑
疲
弊
し
て
︑

人
命
が
失
わ
れ
︑
財
産
が
没
収
さ
れ
︑
無
数
の
心
が
張
り
裂
け
︑
戦

闘
員
が
し
ば
ら
く
撤
収
し
︑
あ
る
種
の
交
渉
が
行
わ
れ
︑
停
戦
が

宣
言
さ
れ
る
︒
こ
う
し
て
外
面
上
は
︑
す
べ
て
が
静
か
に
見
え
る
︒

し
か
し
内
面
で
は
︑
火
種
が
今
も
燃
え
て
い
る
︒
な
ぜ
か
？　

人

間
の
欠
か
せ
な
い
必
須
物
が
︑
供
給
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒

政
治
家
の
言
い
方
で
は
な
い
が
︑
問
題
を
よ
く
考
え
て
み
よ
︒
博

愛
主
義
者
が
す
る
よ
う
に
問
題
を
調
査
し
て
み
よ
︒
す
べ
て
が
こ

の
一
点
に
帰
着
す
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
︒
ど
こ
か
の
誰
か
に
︑

必
要
な
何
か
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
必
要
物
を

得
よ
う
と
す
る
闘
争
や
努
力
が
出
て
く
る
︒
そ
れ
を
持
っ
た
人
が

い
る
と
︑
そ
の
人
か
ら
奪
お
う
と
し
て
︑
戦
争
に
な
る
︒

平
和
の
親
友
と
な
る
の
は
︑
争
い
の
諸
原
因
を
熟
考
し
︑
そ
れ

ら
の
原
因
を
取
り
除
く
た
め
に
︑
広
範
で
網
羅
的
な
計
画
を
作
る

人
々
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
種
の
努
力
が
広
が
っ
て
い
く
と
︑
古

い
制
度
機
関
の
あ
れ
こ
れ
は
︑
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
諸

国
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
査
察
さ
れ
︑
広
範
で
実
際
的
な

計
画
が
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
悪
を
理
解
す
る
だ
け
で

は
十
分
で
は
な
い
︒
そ
れ
を
除
去
す
る
能
力
が
必
要
で
あ
る
︒
悪

の
原
因
を
一
撃
で
打
破
し
て
︑
別
の
も
の
と
置
き
換
え
︑
新
た
な

状
態
を
導
く
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
新
た
な
状
態
の
な
か
に
︑
調
和

と
平
和
︑
和
合
と
愛
が
住
ま
う
で
あ
ろ
う
︒

治
療
は
︑
患
部
全
体
を
覆
う
の
に
十
分
な
広
が
り
を
も
た
な
け

れ
ば
︑
少
な
く
と
も
人
を
欺
く
こ
と
に
な
り
︑
期
待
だ
け
さ
せ
て

実
効
性
が
な
い
と
︑
治
療
前
よ
り
も
さ
ら
に
悪
い
状
態
に
落
と
し

込
む
こ
と
に
な
る
︒

腕
の
よ
い
医
者
︑
頭
の
よ
い
外
科
医
は
︑
ま
ず
注
意
深
く
患
者

の
状
態
を
調
べ
て
︑
で
き
る
か
ぎ
り
諸
原
因
を
明
ら
か
に
把
握
し
︑
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そ
れ
ら
を
適
切
に
除
去
し
よ
う
と
努
力
す
る
︒
悪
い
も
の
が
シ
ス

テ
ム
内
に
残
る
と
︑
そ
れ
は
拡
散
し
︑
腐
敗
し
︑
毒
と
な
り
︑
や

が
て
は
患
者
の
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
こ
と
を
︑
よ

く
知
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
邪
悪
な
も
の
は
緩

和
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
︑
社
会
全
体
か
ら
徹
底
的
に

除
去
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
し
な
い
と
︑
遅
か
れ
早
か

れ
︑
政
治
的
な
意
味
で
の
腐
敗
や
病
気
︑
死
に
至
る
だ
ろ
う
︒

こ
う
し
た
性
格
の
主
題
を
見
渡
す
た
め
に
︑
つ
ぎ
の
よ
う
な
質

問
を
し
て
み
る
の
も
︑
ま
っ
た
く
愚
か
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
ず
︑
抑
圧
す
る
者
た
ち
自
ら
が
︑
他
人
か
ら
の
援
助
な
し
に
︑
自

分
た
ち
の
し
て
い
る
こ
と
が
悪
い
こ
と
だ
と
理
解
し
︑
た
だ
ち
に

そ
れ
を
や
め
て
︑
正
し
い
方
向
に
歩
み
出
す
︑
と
い
う
こ
と
は
あ

る
だ
ろ
う
か
？　

つ
ぎ
に
︑
抑
圧
さ
れ
打
ち
ひ
し
が
れ
た
階
級
の

者
た
ち
自
ら
が
︑
統
一
さ
れ
体
系
化
さ
れ
た
何
ら
か
の
努
力
に
よ

っ
て
︑
自
分
た
ち
を
苦
し
め
て
い
る
軛
を
︑
知
性
と
体
系
性
を
も

っ
て
︑
投
げ
捨
て
る
︑
と
い
う
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
？　

あ
る

い
は
最
後
に
︑
比
較
的
に
恵
ま
れ
た
状
態
に
あ
る
第
三
の
階
級
が
︑

抑
圧
す
る
者
と
抑
圧
さ
れ
て
い
る
者
の
あ
い
だ
の
バ
ラ
ン
ス
を
と

る
た
め
に
︑
何
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す
る
︑
と
い
う

こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
か
？　

抑
圧
の
本
性
に
は
欺
瞞
的
な
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
︑
抑
圧
さ
れ
た
者
た
ち
は
︑
し
ば
し
ば
自
ら
を
縛
る
鎖

を
抱
き
し
め
て
︑
そ
れ
を
除
去
し
よ
う
と
す
る
努
力
に
抵
抗
す
る

も
の
で
あ
る
︒
抑
圧
す
る
者
た
ち
は
︑
当
然
な
が
ら
︑
そ
の
よ
う

な
努
力
を
︑
歓
迎
し
な
い
だ
ろ
う
︒
彼
ら
は
︑
現
在
継
続
中
の
事

柄
か
ら
利
益
を
得
て
お
り
︑
そ
の
努
力
が
︑
遅
か
れ
早
か
れ
自
分

た
ち
の
利
益
に
影
響
す
る
と
︑
判
断
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
う
し

て
︑
抑
圧
を
除
去
す
る
仕
事
に
携
わ
る
者
は
︑
個
人
で
あ
れ
集
団

で
あ
れ
︑
抑
圧
さ
れ
る
者
か
ら
誤
審
さ
れ
る
一
方
︑
抑
圧
す
る
者

か
ら
も
誤
解
さ
れ
て
︑
い
わ
ば
二
つ
の
火
事
の
中
間
で
仕
事
を
す

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︒

も
し
人
が
︑
こ
の
種
の
労
苦
に
携
わ
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
い

く
つ
か
の
資
質
が
必
要
で
あ
る
︒
一
つ
︑
永
遠
の
正
義
︵Eternal 

R
ight

︶
が
勝
利
す
る
こ
と
を
︑
揺
る
ぎ
な
く
信
頼
す
る
こ
と
︒
二

つ
︑
人
類
の
福
利
と
全
体
と
し
て
の
進
歩
に
︑
深
く
永
続
的
に
関

心
を
持
つ
こ
と
︒
三
つ
︑﹁
こ
の
努
力
に
携
わ
ら
な
い
な
ら
ば
︑
我

に
災
い
あ
れ
﹂
と
語
る
︑
内
な
る
促
し
が
あ
る
こ
と
︒
こ
の
三
つ

を
熟
考
す
れ
ば
︑
普
通
に
は
祈
り
と
呼
ば
れ
る
心
の
状
態
に
な
る

で
あ
ろ
う
︒
請
い
願
う
者
は
︑
本
質
上
︑
つ
ぎ
の
よ
う
に
感
じ
︑
あ

る
い
は
述
べ
る
︒﹁
私
が
な
し
得
る
仕
事
を
︑
示
し
て
く
だ
さ
い
︒

私
が
そ
れ
を
な
し
遂
げ
ら
れ
る
よ
う
︑
知
恵
と
力
を
与
え
て
く
だ

さ
い
﹂
と
︒
そ
の
場
合
︑
す
べ
て
の
情
緒
の
働
き
が
呼
び
起
こ
さ

れ
︑
働
き
だ
し
て
︑
心
か
ら
の
仕
事
に
な
る
︒
そ
の
人
は
︑
攻
め

る
こ
と
の
で
き
な
い
位
置
に
立
ち
︑
阿
諛
追
従
に
騙
さ
れ
る
こ
と

も
な
く
︑
危
険
に
脅
か
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
た
だ
信
頼
と
愛
と

知
恵
に
満
ち
て
︑
働
く
べ
き
時
︑
朝
方
︑
静
か
な
夜
そ
れ
ぞ
れ
の

仕
事
を
な
し
つ
つ
︑
着
実
に
進
む
︒
そ
の
よ
う
な
働
き
人
は
︑
つ

ね
に
偉
大
な
目
的
を
抱
き
︑
仕
事
に
相
応
し
い
性
格
の
強
さ
と
︑
行

動
の
原
動
力
と
︑
確
固
た
る
目
的
を
備
え
る
に
至
る
︒
し
た
が
っ

て
ま
ず
な
す
べ
き
こ
と
の
一
つ
︑
人
類
を
救
済
す
る
た
め
に
必
須

の
こ
と
は
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
人
々

の
階
級
を
呼
び
集
め
︑
全
面
的
に
神
聖
化
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
た

し
か
に
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
は
ま
ず
見
当
た
ら
な
い
︒
高
貴
な
生

命
︑
献
身
的
な
心
︑
純
粋
な
思
考
︑
神
聖
な
熱
望
を
持
っ
た
人
を
︑

た
だ
一
人
見
つ
け
る
た
め
に
は
︑
時
と
し
て
︑
惑
星
一
個
を
探
す

必
要
が
あ
る
︒
彼
あ
る
い
は
彼
女
は
︑
目
的
の
た
め
に
命
さ
え
投

げ
出
し
︑
こ
の
尋
常
な
ら
ざ
る
性
格
の
人
々
の
出
現
は
︑
過
去
の

歴
史
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
人
た
ち
は
世
の
光
で
あ

る
が
︑
生
存
中
は
そ
れ
ほ
ど
輝
い
て
見
え
な
い
︒
し
か
し
︑
人
類

が
彼
ら
を
理
解
で
き
る
ほ
ど
成
長
す
る
と
︑
彼
ら
の
偉
大
さ
を
見

て
︑
彼
ら
の
仕
事
の
壮
大
さ
を
理
解
し
︑
彼
ら
の
努
力
の
歴
史
を

読
む
︒
世
界
は
彼
ら
の
墓
や
埋
葬
地
を
飾
り
付
け
︑
大
が
か
り
な

記
念
碑
を
築
き
︑
時
代
の
恩
人
と
し
て
賞
賛
を
捧
げ
︑
生
存
中
に

も
っ
と
よ
く
知
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
涙
す
る
の
で
あ
る
︒

世
界
が
今
必
要
と
し
て
い
る
の
は
︑
い
わ
ば
新
た
な
世
界
の
救

済
者
︵Redeem

er

︶
を
産
み
出
す
こ
と
で
あ
り
︑
そ
の
人
が
出
現
す

る
ま
で
︑
救
済
は
ほ
と
ん
ど
望
め
な
い
︒
そ
の
救
済
者
と
は
ま
ず
︑

イ
エ
ス
の
愛
︑
パ
ウ
ロ
の
勇
気
︑
ダ
ニ
エ
ル
の
忠
実
さ
︑
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
学
識
︑
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
︑
プ
ラ
ト
ン
の
教
育
︑
ウ

ェ
ブ
ス
タ
ー
の
知
性
︑
ブ
ロ
ー
ガ
ム
の
雄
弁
︑
ギ
ュ
イ
ヨ
ン
夫
人

の
信
仰
を
︑
駆
使
で
き
る
人
で
あ
る
︒
現
在
の
非
常
事
態
に
対
応

す
る
た
め
に
︑
こ
れ
ら
の
要
素
は
す
べ
て
必
須
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
︒

そ
の
よ
う
な
人
は
自
ら
の
周
り
に
戦
力
を
集
中
し
て
︑
同
時
代

の
卓
越
し
た
人
々
の
援
助
を
求
め
︑
そ
れ
ば
か
り
か
︑
過
ぎ
去
っ

た
時
代
︵former tim

es

︶
の
卓
越
し
た
人
々
の
関
心
に
訴
え
︑
そ
の

影
響
力
を
呼
び
起
こ
す
だ
ろ
う
︒
こ
の
力
を
自
ら
の
一
身
に
集
中

し
た
そ
の
人
は
︑
愛
と
真
実
と
知
恵
の
甲
冑
を
ま
と
い
︑
大
い
な

る
ま
と
め
役
と
な
っ
て
︑
前
進
す
る
だ
ろ
う
︒
彼
は
︑
適
材
を
適

所
に
配
置
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力
を
い
か
に
結
合
す
べ
き
か
︑
理

想
を
い
か
に
実
現
す
る
か
を
指
示
し
︑
魅
力
と
親
和
性
の
法
則
を

発
見
し
︑
か
く
し
て
労
働
は
︑
自
然
で
合
意
で
き
る
も
の
と
な
る

だ
ろ
う
︒

こ
の
類
の
主
題
を
見
て
︑﹁
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
仕
事
が
︑
ど

う
や
っ
て
実
行
さ
れ
る
の
か
？
﹂
と
問
う
人
が
あ
る
だ
ろ
う
︒
答

え
は
︑﹁
人
類
の
友
た
る
者
た
ち
が
団
結
す
る
こ
と
︵the friends of 

m
an m

ust unite

︶﹂
で
あ
る
︒
比
較
的
恵
ま
れ
た
状
況
に
あ
る
人
々
︑

職
業
や
住
居
を
変
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
々
︑
こ
の
類
の
仕
事
に

活
動
力
を
傾
注
で
き
る
人
々
が
︑
自
由
の
た
め
︑
全
人
類
の
利
益

の
た
め
︑
内
的
な
高
貴
さ
と
神
聖
さ
の
た
め
に
︑
と
く
に
聖
別
さ

れ
た
地
点
に
根
を
下
ろ
し
︑
よ
り
繊
細
な
機
能
が
最
高
度
に
発
揮

さ
れ
る
よ
う
︑
そ
の
地
点
を
耕
す
べ
き
で
あ
る
︒
適
格
な
要
素
を

持
っ
た
人
々
を
︑
あ
ら
ゆ
る
国
か
ら
探
し
出
す
べ
き
で
あ
る
︒
こ

れ
ら
の
人
々
が
集
ま
っ
て
き
て
︑
入
植
地
を
立
ち
上
げ
︑
模
範
と

な
る
社
会
を
築
き
︑
そ
こ
で
善
き
も
の
が
生
ま
れ
︑
育
ち
︑
広
が

り
︑
耕
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
状
態
を
︑
創
り
出
す
べ
き
で
あ

る
︒
好
ま
し
く
な
い
影
響
か
ら
す
こ
し
離
れ
て
︑
世
界
を
今
あ
る

が
ま
ま
に
見
て
︑
そ
こ
に
欠
如
し
て
い
る
必
要
物
は
何
か
が
わ
か

れ
ば
︑
た
だ
一
つ
の
手
段
に
よ
っ
て
︑
何
か
が
成
し
遂
げ
ら
れ
る

か
も
し
れ
な
い
︒
そ
れ
は
現
在
の
人
類
の
助
け
に
な
る
ば
か
り
で

な
く
︑
人
類
の
未
来
の
利
益
を
も
増
進
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒

世
界
の
改
革
者
︵the world’ s reform

er

︶
は
︑
遅
か
れ
早
か
れ
︑
こ

の
仕
事
を
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
︑
理
解
す
る
に
違
い
な
い
︒
疑

い
も
な
く
︑
ア
メ
リ
カ
国
は
他
の
ど
の
国
に
も
増
し
て
︑
こ
の
種

の
仕
事
を
開
始
す
る
の
に
相
応
し
い
場
所
で
あ
る
︒
地
所
は
容
易

に
得
ら
れ
︑
中
心
地
区
は
経
済
的
に
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
こ

れ
が
な
さ
れ
る
べ
き
仕
事
だ
と
理
解
で
き
た
人
々
は
︑
ま
さ
に
こ

の
方
向
に
︑
自
分
た
ち
の
努
力
を
集
中
す
る
だ
ろ
う
︒
当
初
は
︑
必

然
的
に
︑
努
力
は
大
ま
か
で
単
純
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
が
︑
そ

186

第四部　身心変容技法と心霊的体験と洞窟



れ
で
も
︑
正
し
い
要
素
を
含
ん
で
い
る
︒
心
と
頭
と
手
を
動
か
し

て
植
樹
を
行
い
︑
苦
労
し
て
水
を
注
ぎ
︑
強
い
関
心
を
呼
び
起
こ

し
︑
よ
り
神
聖
で
情
感
に
満
ち
た
働
き
を
引
き
出
し
︑
神
の
魂
を

高
め
上
げ
︑
情
愛
を
涵
養
す
る
︒
こ
の
新
事
業
は
︑
い
わ
ば
生
ま

れ
出
よ
う
と
奮
闘
す
る
︑
愛
す
べ
き
子
と
な
る
だ
ろ
う
︒
広
範
で

博
愛
的
で
実
務
的
な
性
格
の
諸
計
画
が
︑
明
ら
か
に
な
る
時
が
き

た
ら
︑
そ
の
時
は
︑
容
易
で
自
然
な
歩
み
を
進
め
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
︒

す
で
に
一
人
の
人
物
が
︑
新
世
界
の
か
な
り
広
い
地
域
を
旅
行

し
て
ま
わ
り
︑
こ
れ
ら
の
教
え
を
伝
え
︑
原
理
・
原
則
を
開
示
し
︑

実
践
的
な
計
画
を
公
開
し
︑
著
名
な
人
々
を
呼
び
集
め
て
い
る
︒

旧
世
界
と
新
世
界
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
努
力
を
結
合
す
べ
き
で
あ
る
︒

こ
の
働
き
の
一
端
を
担
う
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
興
味
深
い
人
々
の
見

解
を
も
っ
て
︑
適
切
な
時
期
に
︑
選
ば
れ
た
人
々
が
︑
新
世
界
か

ら
旅
立
ち
︑
旧
世
界
に
上
陸
す
る
だ
ろ
う
︒

�
よ
︑
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
世
界
は
︑
貴
方
に
注
目
し
て
い
る
︒
貴

方
の
倦
む
こ
と
の
な
い
誠
実
さ
を
知
っ
て
い
る
︒
貴
方
が
円
熟
し

た
老
年
に
達
し
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
︒
貴
方
が
忙
し
く
文
書
を

準
備
し
て
い
る
こ
と
︑
貴
方
が
よ
り
高
度
で
よ
り
神
聖
な
状
態
に

移
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
︑
見
守
っ
て
い
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
︑
こ

の
文
書
を
︑
貴
方
に
向
け
て
︑
今
こ
の
時
に
送
る
︒
こ
れ
を
貴
方

の
出
版
物
に
組
み
込
む
か
︑
あ
る
い
は
︑
こ
の
博
愛
的
な
性
質
を

理
解
し
評
価
で
き
る
人
々
の
集
会
で
読
み
上
げ
る
か
︑
貴
方
の
判

断
に
委
ね
る
︒
わ
れ
わ
れ
は
今
回
︑
貴
方
の
判
断
へ
の
信
任
︑
貴

方
の
誠
実
さ
へ
信
頼
︑
人
を
人
と
し
て
援
助
し
た
い
と
い
う
貴
方

の
願
望
を
知
悉
し
て
い
る
こ
と
を
︑
指
導
的
な
通
信
者
の
心
を
通

し
て
︑
表
明
す
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
の
好
機
に
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
世
界
が
伝
え
た
い
の
は
︑

同
じ
型
の
知
性
と
倫
理
を
持
っ
た
人
々
が
︑
貴
方
の
心
に
影
響
を

与
え
︑
貴
方
の
日
々
の
歩
み
を
導
い
て
い
る
︵leading you onward

︶︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
�
よ
︑
こ
の
記
録
文
書
が
貴
方
に
是
認
さ

れ
︑
貴
方
の
判
断
に
叶
う
な
ら
ば
︑
選
ば
れ
た
人
々
が
旧
世
界
を

訪
れ
た
際
に
︑
然
る
べ
く
取
り
計
ら
っ
て
い
た
だ
き
た
い
︒
彼
ら

の
見
解
は
︑
思
想
や
感
情
や
行
動
が
相
互
に
乗
り
入
れ
た
も
の
で
︑

そ
の
種
の
努
力
を
促
進
す
る
こ
と
は
︑
貴
方
に
と
っ
て
間
違
い
な

く
最
高
度
に
喜
ば
し
い
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
︒
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
貴

方
の
ペ
ン
が
認
め
た
書
簡
は
︑
こ
の
書
面
を
直
接
伝
達
し
た
人
に

歓
迎
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
メ
ル
ロ
ー
ズ

一
八
五
六
年
一
二
月
一
六
日�

ジ
ョ
ン
・
M
・
ス
ピ
ア

3
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
社
会
主
義
の

結
合
―
人
類
の
確
か
な
未
来

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
と
社
会
主
義
は
︑
そ
れ
ら
が
原
理
に
お

い
て
正
し
く
理
解
さ
れ
︑
実
践
の
た
め
に
十
分
に
了
解
さ
れ
る
な

ら
ば
︑
世
界
の
全
住
民
を
統
治
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
の

統
治
は
︑
真
実
︑
結
合
︑
不
偏
の
平
等
︑
慈
善
︑
愛
︑
知
恵
に
よ

る
だ
ろ
う
︒

そ
れ
ら
は
人
間
の
た
め
の
新
た
な
高
め
ら
れ
た
あ
り
方
を
創
り

出
し
︑
導
入
に
反
対
し
よ
う
と
す
る
矮
小
な
試
み
を
も
の
と
も
せ

ず
︑
地
上
に
永
遠
の
至
福
千
年
期
状
態
を
︑
打
ち
立
て
る
だ
ろ
う
︒

と
い
う
の
は
︑
す
べ
て
の
人
の
目
が
開
か
れ
て
︑
現
在
の
誤
っ

た
︑
人
々
を
分
裂
さ
せ
︑
互
い
に
嫌
悪
感
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
シ

ス
テ
ム
の
愚
行
を
︑
は
っ
き
り
知
る
時
代
が
︑
速
や
か
に
近
付
い

て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
愚
か
な
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
︑
す
べ

て
の
人
の
性
格
が
形
作
ら
れ
︑
世
界
中
の
社
会
が
組
み
立
て
ら
れ

て
き
た
︒

人
間
は
幸
福
を
欲
す
る
︒
す
べ
て
の
人
の
幸
福
を
達
成
す
る
手

段
は
︑
す
で
に
有
り
余
る
ほ
ど
あ
る
︒
そ
し
て
間
も
な
く
︑
こ
の

欲
求
を
実
現
す
る
た
め
の
諸
手
段
を
正
し
く
適
応
す
る
よ
う
︑
人

類
の
知
識
は
方
向
を
指
し
示
す
だ
ろ
う
︒

永
続
す
る
幸
福
の
達
成
や
︑
高
度
に
理
性
的
な
喜
び
の
生
活
を

阻
止
す
る
障
害
物
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
無
知
で
あ
る
︒

人
類
的
自
然
の
諸
法
則
に
関
す
る
無
知
︒
す
べ
て
の
人
の
︑
善

良
で
素
晴
ら
し
い
性
格
を
形
成
す
る
︑
原
理
と
様
式
に
つ
い
て
の

無
知
︒
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
︑
有
り
余
る
ほ
ど
の
富
を
創
り
出

し
︑
分
配
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
無
知
︒
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
︑

素
晴
ら
し
い
性
格
と
︑
有
り
余
る
富
を
形
成
す
る
べ
き
︑
よ
い
環

境
を
計
画
し
︑
実
行
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
無
知
︒
人
類
が
互
い

に
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
︑
互
い
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
人
と
な
る
︑

そ
の
よ
う
な
た
だ
一
つ
の
原
理
に
つ
い
て
の
無
知
︒

こ
れ
ら
の
障
害
物
が
除
去
さ
れ
る
こ
と
は
︑
今
や
す
べ
て
の
人

に
と
っ
て
の
利
益
で
あ
る
︒

し
か
し
諸
政
府
も
人
々
も
︑
そ
れ
ら
を
ど
う
除
去
す
る
か
︑
ま

だ
理
解
し
て
い
な
い
︒
そ
れ
ら
を
完
全
に
了
解
す
べ
く
︑
政
府
も

人
々
も
︑
訓
練
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
教
育
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
︒
す
べ
て
の
人
は
︑
自
分
た
ち
が
受
け
た
訓
練
と
教
育
に
従

っ
て
考
え
︑
行
動
す
る
︒
彼
ら
が
そ
う
す
る
の
は
︑
現
在
の
世
界

す
べ
て
の
諸
国
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
彼
ら
の
自
然
の
法
則
に
従

っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

諸
政
府
と
人
々
が
私
を
支
援
し
て
︑
こ
れ
ら
の
障
害
物
を
自
分

た
ち
の
中
か
ら
除
去
す
る
時
が
︑
ま
た
普
遍
的
な
結
合
︑
不
偏
の

平
等
︑
知
識
︑
善
良
︑
知
恵
︑
す
べ
て
の
も
の
の
卓
越
︑
高
度
な

物
理
的
で
知
的
な
幸
福
の
喜
び
へ
と
︑
歩
み
を
進
め
る
方
法
を
準

備
す
べ
き
時
が
︑
到
来
し
つ
つ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
れ
ら
の
重
要
な
主
題
の
研
究
と
実
践
に
︑
生
涯
を
捧
げ
て
き

た
実
践
的
人
間
の
経
験
に
基
づ
い
て
︑
私
は
︑
我
々
の
人
間
的
自

然
の
法
則
に
関
す
る
無
知
が
︑
除
去
さ
れ
る
時
の
到
来
を
︑
い
か

な
る
反
論
も
恐
れ
る
こ
と
な
く
︑
確
信
を
も
っ
て
断
言
す
る
︒
す

べ
て
の
人
の
善
良
で
優
れ
た
性
格
を
形
成
す
る
た
め
の
︑
原
理
と

方
法
に
関
す
る
無
知
が
︑
除
去
さ
れ
る
︒
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
︑

有
り
余
る
ほ
ど
の
富
を
創
り
出
し
︑
分
配
す
る
方
法
に
つ
い
て
の

無
知
が
︑
除
去
さ
れ
る
︒
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
︑
善
良
で
素
晴

ら
し
い
性
格
と
︑
有
り
余
る
富
を
形
成
す
る
べ
き
︑
よ
い
環
境
を

計
画
し
︑
実
行
す
る
方
法
に
つ
い
て
の
無
知
が
︑
除
去
さ
れ
る
︒
人

類
が
互
い
に
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
︑
互
い
に
と
っ
て
魅
力
あ
る

人
と
な
る
︑
そ
の
よ
う
な
た
だ
一
つ
の
原
理
に
つ
い
て
の
無
知
が
︑

除
去
さ
れ
る
︒
そ
う
い
う
時
が
来
た
の
で
あ
る
︒

で
は
い
っ
た
い
誰
が
︑
人
間
的
な
進
歩
と
幸
福
の
障
害
物
が
除

去
さ
れ
る
こ
と
を
︑
妨
げ
る
こ
と
か
ら
利
益
を
得
る
の
だ
ろ
う
か
？ 

　

同
じ
く
私
の
経
験
は
︑﹁
け
っ
し
て
︑
誰
一
人
も
得
な
い
﹂
と
答

え
る
︒

こ
の
誤
っ
た
︑
邪
悪
な
︑
非
常
に
狂
っ
た
︑
今
で
は
擦
り
切
れ

た
シ
ス
テ
ム
︑
人
類
を
統
治
す
る
愚
行
と
不
健
康
か
ら
な
る
シ
ス

テ
ム
の
中
に
あ
る
既
得
権
益
の
う
ち
︑
最
も
価
値
あ
る
も
の
で
さ

え
︑
や
が
て
到
来
す
る
確
固
た
る
実
体
の
あ
る
利
点
︑
進
歩
︑
楽
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し
み
に
比
べ
れ
ば
︑
無
価
値
な
屑
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
良
き
も
の

は
︑
無
知
の
原
因
を
除
去
し
︑
地
上
に
お
け
る
高
め
ら
れ
た
新
た

な
あ
り
方
を
適
用
す
る
こ
と
で
︑
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
︒

古
い
既
得
権
益
は
︑
腐
敗
と
悲
惨
の
下
水
溜
で
あ
る
︒
こ
れ
に

対
し
て
︑
新
た
な
権
益
は
︑
す
べ
て
の
人
に
与
え
ら
れ
︑
し
か
も

誰
の
権
利
に
も
危
害
を
加
え
な
い
︒
古
い
既
得
権
益
が
少
数
者
に

握
ら
れ
て
い
る
の
は
︑
す
べ
て
の
人
の
自
然
で
正
当
な
権
利
に
と

っ
て
︑
正
反
対
の
方
向
を
向
い
て
い
る
︒

知
識
が
増
し
加
わ
れ
ば
︑
無
知
と
間
違
い
か
ら
な
る
現
在
の
シ

ス
テ
ム
は
︑
す
べ
て
の
国
の
す
べ
て
の
階
層
と
階
級
に
と
っ
て
︑
本

質
的
か
つ
永
続
的
に
有
害
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
が
明
白
に
な
る

だ
ろ
う
︒
地
球
上
の
い
た
る
所
︑
地
域
の
諸
環
境
の
先
入
見
は
き

わ
め
て
根
が
深
い
の
で
︑
そ
れ
ら
は
す
べ
て
の
人
の
理
性
的
な
力

を
圧
倒
し
︑
破
壊
す
る
︒
か
く
し
て
︑
す
べ
て
の
人
は
現
在
︑
人

間
や
社
会
を
こ
の
地
域
的
な
先
入
見
を
通
し
て
眺
め
︑
生
涯
を
と

お
し
て
︑
自
分
た
ち
が
創
り
出
し
た
思
考
や
行
動
の
習
慣
に
よ
っ

て
統
治
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
︑
こ
れ
ら
の
地
域
的

な
思
考
や
習
慣
か
ら
く
る
先
入
見
を
︑
克
服
で
き
る
ほ
ど
強
力
な

影
響
力
が
な
か
っ
た
︒

こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
の
地
域
性
か
ら
︑
世
界
の
諸
国
の
国
民
性
が

形
作
ら
れ
る
︒
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
国
は
︑
自
ら
の
思
考
や
習

慣
が
真
実
で
善
良
で
あ
り
︑
他
国
に
優
越
し
て
い
る
と
い
う
信
仰

を
︑
刻
み
付
け
ら
れ
る
︒

こ
の
思
考
と
習
慣
の
地
域
的
な
先
入
見
は
︑
普
遍
的
な
も
の
で

あ
っ
て
︑
そ
れ
を
克
服
し
得
る
唯
一
の
も
の
は
︑
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

リ
ズ
ム
と
社
会
主
義
と
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
る
︑
知
識
の
導
入
で

あ
る
︒
一
方
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
︑
す
べ
て
の
人
に
︑
慈

善
と
親
切
と
愛
の
新
た
な
精
神
を
創
り
出
す
︒
他
方
の
社
会
主
義

は
︑
社
会
全
体
に
わ
た
っ
て
︑
結
合
さ
れ
た
行
動
を
新
た
に
実
践

す
る
こ
と
で
︑
不
偏
の
平
等
を
創
り
出
す
︒

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
は
ご
く
最
近
に
な
っ
て
導
入
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
す
み
や
か
に
増
加
し
て
き
て
︑
今
も
な
お
増

加
し
つ
つ
あ
り
︑
や
が
て
世
界
中
に
広
が
る
だ
ろ
う
︒

注1　
五
島
茂
﹃
復
刻
版
・
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
著
作
史
﹄
東
洋
書
房
︑
一

九
七
四
年
︵
初
版
一
九
三
二
年
︶︑
ⅴ
︲
ⅵ
頁
︒

2　
同
書
︑
五
〇
〇
頁
︒

3　
同
書
︑
二
二
〇
頁
︒

4　
同
書
︑
一
八
六
頁
︒

5　
同
書
︑
二
四
〇
頁
︒

6　
同
書
︑
三
〇
四
頁
︒

7　
同
書
︑
五
〇
三
頁
︒

8　
同
書
︑
五
一
一
頁
︒

9　
五
島
茂
﹃
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
﹄
家
の
光
協
会
︑
一
九
七
三
年
︑
二

五
二
頁
︒

10　
ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
︑
五
島
茂
訳
﹃
オ
ウ
エ
ン
自
叙
伝
﹄
岩
波
書
店
︑

一
九
七
九
年
︑
三
二
八
頁
そ
の
他
︒

11　

Robert O
wen, The Life of Robert O

wen , G
regory C

laeys ed., Selected 
works of Robert O

wen , vol. 4, W
illiam

 Pickering, 1993 [1857], pp. 38-
46. 

12　

Robert O
wen, “ Spiritualism

 and Socialism
 united: the C

ertain Future 
of the H

um
an R

ace,”  M
illennial G

azette , N
o. 6, July 1st, 1856, pp. 26-

29. 

13　

ロ
バ
ア
ト
・
オ
ウ
エ
ン
︑
五
島
茂
訳
﹁
解
説
﹂﹃
オ
ウ
エ
ン
自
叙
伝
﹄

岩
波
書
店
︑
一
九
七
九
年
︑
四
四
二
頁
︒
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1
タ
ン
ト
ラ
と
バ
イ
ラ
ヴ
ィ

一
九
八
〇
年
︑
イ
ン
ド
人
の
タ
ン
ト
ラ
研
究
者
で
あ
る
バ
ッ
タ

チ
ャ
リ
ヤ
が
︑
世
に
送
り
出
し
た
書
物
は
︑
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
・
タ
ン

ト
ラ
の
研
究
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
本
と
は
ま
っ
た

く
異
な
る
︑
た
い
へ
ん
特
別
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒

シ
ヴ
ァ
神
信
仰
の
研
究
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
た
バ
ッ
タ
チ
ャ

リ
ヤ
は
︑
じ
つ
は
︑
幼
い
こ
ろ
︑
タ
ン
ト
ラ
の
成
就
者
で
あ
る
女

性
行
者
か
ら
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
︑
タ
ン
ト
ラ
の
道
に
導

き
入
れ
ら
れ
た
修
行
者
で
も
あ
っ
た
︒
そ
ん
な
彼
が
︑
内
的
探
究

の
旅
の
果
て
に
︑
長
い
沈
黙
を
破
っ
て
︑
タ
ン
ト
ラ
行
者
と
し
て

の
じ
ぶ
ん
の
個
人
的
体
験
を
︑
自
伝
と
し
て
表
現
す
る
決
心
を
し

た
の
で
あ
る
︒

ウ
ッ
ド
ロ
フ
�
が
︑
ア
ー
サ
ー
・
ア
ヴ
ァ
ロ
ン
の
ペ
ン
ネ
ー
ム

で
︑﹃
蛇
の
力
﹄
を
発
表
し
て
か
ら
約
六
十
年
後
︑
こ
の
本
に
は
︑

タ
ン
ト
ラ
が
ど
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
︑
実
践
さ
れ
て
き
た
の
か
︑
ど

ん
な
哲
学
を
抱
い
て
い
る
の
か
︑
は
じ
め
て
生
き
生
き
と
し
た
一

人
称
で
︑
語
ら
れ
て
い
る
︒

こ
れ
か
ら
︑
私
た
ち
は
︑
そ
の
中
に
記
さ
れ
た
言
葉
か
ら
︑
師

か
ら
弟
子
に
じ
か
に
伝
え
ら
れ
る
︑
イ
ン
ド
の
﹁
聖
な
る
性
﹂
の

伝
統
は
ど
ん
な
も
の
か
︑
取
り
出
す
作
業
に
取
り
組
ん
で
み
る
こ

と
に
し
よ
う1
︒ 

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
は
︑
イ
ン
ド
の
聖
地
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
の
敬
虔
な

ブ
ラ
ー
マ
ン
の
家
に
生
ま
れ
た
︒

イ
ン
ド
の
誰
し
も
が
︑
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
で
最
期
を
迎
え
る
こ
と
を

望
む
︒
ヒ
マ
ラ
ヤ
か
ら
流
れ
出
し
た
ガ
ン
ジ
ス
の
水
が
︑
イ
ン
ド

平
原
を
ゆ
る
や
か
に
蛇
行
し
︑
最
後
に
︑
ベ
ン
ガ
ル
の
海
に
注
ぎ

こ
む
︒
そ
の
途
中
に
位
置
す
る
聖
地
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
は
︑
こ
の
世
で

の
生
の
最
後
が
︑
天
上
へ
の
入
り
口
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
︑
そ

う
い
う
特
別
な
場
所
だ
︒

両
親
︑
兄
弟
︑
姉
妹
︒
家
族
の
だ
れ
も
が
︑
毎
朝
︑
東
の
空
が

白
み
始
め
る
前
に
起
き
出
し
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
壇
に
供
物
の
水
や

花
を
さ
さ
げ
る
︒
聖
な
る
経
典
を
詠
唱
し
︑
マ
ン
ト
ラ
を
唱
え
る
︒

そ
う
し
た
プ
ー
ジ
ャ
の
儀
礼
で
︑
ブ
ラ
ー
マ
ン
の
一
族
の
一
日
は

始
ま
る
︒

そ
ん
な
ふ
う
に
︑
聖
な
る
力
が
日
常
に
浸
透
す
る
毎
日
を
送
る

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
の
一
族
は
︑
近
く
に
住
む
﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂

に
た
い
す
る
︑
た
い
へ
ん
深
い
敬
意
の
念
を
抱
い
て
い
た
︒
サ
フ

ラ
ン
色
の
衣
に
身
を
包
む
彼
女
は
︑
ひ
と
一
人
が
よ
う
や
く
入
れ

る
よ
う
な
狭
い
間
口
の
店
に
︑
コ
コ
ナ
ツ
を
並
べ
︑
ご
く
ご
く
小

さ
な
商
い
で
生
計
を
立
て
て
い
た
︒

豊
か
な
胸
と
腰
︑
輝
く
大
き
な
瞳
︒
ふ
つ
う
の
近
所
づ
き
あ
い

や
社
交
か
ら
身
を
遠
ざ
け
︑
ひ
と
り
静
か
に
暮
ら
す
彼
女
は
︑
神

聖
都
市
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
に
暮
ら
す
人
々
に
と
っ
て
も
︑
ひ
ど
く
大
き

な
謎
を
は
ら
ん
だ
存
在
だ
っ
た
︒
い
っ
た
い
い
く
つ
な
の
か
︑
ど

ん
な
履
歴
を
持
っ
て
い
る
の
か
︑
ど
の
カ
ー
ス
ト
の
出
身
な
の
か

さ
え
︑
誰
も
︑
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
︒

た
だ
︑
彼
女
は
︑
あ
る
と
き
︑
タ
ン
ト
ラ
の
悟
り
を
得
た
ヨ
ー

ギ
に
出
会
う
と
︑
家
族
を
捨
て
︑
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
聖
地
で
︑
何
年
に

も
わ
た
る
修
行
の
日
々
を
送
っ
た
ら
し
い
︒
聖
な
る
ガ
ン
ジ
ス
河

の
都
市
︑
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
の
人
々
は
︑
い
つ
し
か
︑
彼
女
を
﹁
バ
イ

ラ
ヴ
ィ
﹂
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

バ
イ
ラ
ヴ
ィ
―
﹁
恐
怖
の
女
﹂︒

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
経
典
は
︑
そ
の
姿
を
︑﹁
何
千
も
の
朝
日
の
ご
と
く
︑

真
っ
赤
に
輝
き
︑
赤
い
衣
を
身
に
ま
と
う
︒
頭
蓋
骨
の
首
飾
り
を

つ
け
︑
胸
は
血
ま
み
れ
︑
両
手
に
は
数
珠
と
経
典
を
持
つ
﹂
と
描

写
す
る
︒
バ
イ
ラ
ヴ
ィ
は
︑
す
さ
ま
じ
い
恐
怖
を
ひ
き
お
こ
す
破

壊
の
神
バ
イ
ラ
ヴ
ァ
の
配
偶
者
で
あ
り
︑
破
壊
の
女
神
カ
ー
リ
の

化
身
の
ひ
と
り
だ
︒
イ
ン
ド
の
全
土
で
た
い
へ
ん
広
く
信
仰
さ
れ

て
い
る
︒

け
れ
ど
も
︑
こ
の
言
葉
は
︑
女
神
や
大
地
母
神
を
中
心
と
す
る
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タ
ン
ト
ラ
の
伝
統
に
お
い
て
︑
も
う
一
つ
別
の
︑
た
い
そ
う
特
別

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
バ
イ
ラ
ヴ
ィ
は
︑
タ
ン
ト
ラ

の
修
行
を
つ
う
じ
て
︑
下
腹
部
に
眠
る
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
死
の
恐

怖
を
克
服
し
た
女
﹂
を
指
す
の
で
あ
る
︒

幼
い
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
は
︑
時
た
ま
︑
じ
ぶ
ん
の
家
に
食
事
に

来
る
︑
こ
の
タ
ン
ト
ラ
の
成
就
者
の
膝
の
上
で
遊
び
な
が
ら
育
っ

た
︒サ

フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
と
の
︑
ま
る
で
家
族
の
一
員
の
よ
う
な
親

密
な
関
係
は
︑
思
春
期
に
な
っ
て
も
︑
変
わ
ら
な
か
っ
た
︒
学
校

に
な
じ
め
ず
︑
休
み
が
ち
の
彼
は
︑
か
な
り
の
時
間
を
︑
彼
女
の

も
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
伝
承
を
聞
き
︑
い
っ
し
ょ
に
瞑
想
し
な
が
ら
︑

過
ご
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

2
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

そ
ん
な
あ
る
日
の
夕
方
の
こ
と
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
は
︑﹁
サ
フ

ラ
ン
の
淑
女
﹂
と
い
っ
し
ょ
に
︑
聖
地
ヴ
ァ
ラ
ナ
シ
の
く
ね
く
ね

と
い
り
く
ん
だ
狭
い
道
を
歩
い
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
日
が
と
っ
ぷ

り
と
暮
れ
る
こ
ろ
︑
二
人
は
人
っ
子
ひ
と
り
い
な
い
寺
院
に
た
ど

り
つ
い
た
︒

破
壊
と
ヨ
ー
ガ
の
神
︑
シ
ヴ
ァ
を
ま
つ
る
古
い
寺
院
は
︑
ず
い

ぶ
ん
長
い
こ
と
︑
祭
司
も
い
な
い
ま
ま
に
放
置
さ
れ
︑
荒
れ
果
て

て
い
た
︒
二
人
は
︑
静
寂
の
な
か
で
瞑
想
す
る
た
め
︑
以
前
に
も

何
回
か
︑
こ
こ
を
訪
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒

ガ
ン
ジ
ス
河
か
ら
ほ
ど
近
く
︑
シ
ヴ
ァ
神
寺
院
の
尖
塔
が
そ
び

え
た
っ
て
い
る
︒﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
が
︑
壊
れ
た
扉
を
押
す
と
︑

古
め
か
し
い
鉤
の
蝶
番
は
錆
び
つ
き
︑
動
き
に
あ
ら
が
っ
て
︑
ぎ

し
ぎ
し
と
音
を
立
て
る
︒
中
に
入
る
と
︑
黒
い
石
か
ら
彫
り
上
げ

ら
れ
︑
光
り
輝
く
三
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
リ
ン
ガ
ム
―
シ
ヴ
ァ

神
を
象
徴
す
る
男
根
像
―
が
そ
そ
り
た
ち
︑
女
性
器
を
か
た
ど

っ
た
大
き
な
台
座
︵
ヨ
ー
ニ
︶
が
そ
れ
を
と
り
か
こ
ん
で
い
る
︒
台

座
の
下
に
は
︑
誰
か
が
置
い
た
花
が
乾
き
き
り
︑
キ
ン
マ
の
葉
の

つ
つ
ま
し
や
か
な
供
物
が
さ
さ
げ
ら
れ
て
い
た
︒

暗
闇
の
中
︑﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
は
︑
壁
の
裂
け
目
か
ら
︑
一

枚
の
四
角
い
わ
ら
の
マ
ッ
ト
を
取
り
出
し
︑
石
畳
の
上
に
広
げ
る

と
︑
そ
の
上
に
す
わ
っ
た
︒
少
年
も
︑
石
の
上
に
じ
か
に
心
地
よ

く
座
る
︒
す
ぐ
に
︑
彼
女
は
火
を
つ
け
︑
一
気
に
燃
え
上
が
る
炎

に
︑
香
を
投
げ
入
れ
た
︒
慣
れ
親
し
ん
だ
匂
い
は
︑
空
気
に
生
命

を
吹
き
込
み
︑
信
仰
と
内
省
を
も
た
ら
す
香
り
が
満
ち
る
︒

バ
イ
ラ
ヴ
ィ
は
︑
目
を
閉
じ
る
と
︑
す
ぐ
に
︑
サ
マ
ー
デ
ィ
に

入
る
︒
彼
女
の
顔
は
︑
異
世
界
か
ら
や
っ
て
来
る
光
で
︑
輝
い
て

い
た
︒
少
年
も
︑
す
ぐ
に
目
を
閉
じ
︑
瞑
想
に
入
っ
た
︒

静
寂
の
中
で
︑
時
は
過
ぎ
て
い
く
︒
と
︑
少
年
は
女
の
手
に
触

れ
ら
れ
る
の
を
感
じ
た
︒

目
を
開
け
た
と
た
ん
︑

衝
撃
に
お
そ
わ
れ
る
︒
目

の
く
ら
む
強
烈
な
輝
き
︒

何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
︑

わ
か
ら
な
い
︒
信
じ
ら
れ

な
い
思
い
で
︑
再
び
見
る
︒

﹁
サ
フ
ラ
ン
色
の
淑
女
﹂

は
︑
一
糸
ま
と
わ
ぬ
裸
で
︑

床
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
︒
豊
か
な
乳

房
は
重
く
垂
れ
下
が
り
︑

束
ね
て
い
た
髪
の
毛
は
︑

背
中
の
下
に
敷
い
た
サ
フ

ラ
ン
色
の
衣
の
上
に
広
が
っ
て
い
た
︒
ま
る
で
︑
聖
な
る
女
神
に

変
身
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
だ
︒
額
は
聖
な
る
灰
で
塗
ら
れ
︑
眉

の
間
に
は
黒
と
赤
の
し
る
し
が
描
か
れ
て
い
た
︒

両
足
は
蓮
の
ポ
ー
ズ
を
組
み
︑
下
腹
部
の
盛
り
上
が
り
か
ら
︑
な

だ
ら
か
な
谷
間
が
下
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
両
足
の
つ

け
根
に
は
︑
神
秘
に
満
ち
た
洞
穴
︒
そ
こ
に
は
︑
花
が
撒
き
散
ら

さ
れ
て
い
た
︒
少
年
の
混
乱
を
よ
そ
に
︑
彼
女
は
床
に
横
た
わ
り
︑

一
点
を
見
つ
め
た
ま
ま
︑
太
も
も
の
間
の
花
の
上
に
座
る
よ
う
に
︑

言
っ
た
︒

虫
の
音
が
大
き
く
響
き
︑
や
も
り
が
鳴
く
︒
線
香
の
煙
は
ゆ
っ

た
り
と
広
が
り
︑
少
年
の
髪
の
毛
は
︑
逆
立
つ
︒
鳥
肌
が
立
つ
︒

再
び
︑
呼
び
か
け
る
声
が
響
く
︒
地
上
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ

ろ
か
ら
や
っ
て
く
る
︑
重
々
し
い
磁
力
を
帯
び
た
声
だ
っ
た
︒﹁
た

め
ら
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
早
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
︒
今
こ
そ
︑
あ

な
た
の
時
が
来
た
の
で
す
︒
私
が
与
え
る
も
の
を
受
け
取
り
な
さ

い
︒
座
っ
て
︑
ヨ
ー
ニ
を
ふ
さ
ぎ
な
さ
い
︒﹂

そ
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
︑
少
年
は
︑
聖
な
る
体
の
上
に
乗
り
︑

バ
イ
ラ
ヴ
ィ
と
一
体
に
な
っ
た
︒

肌
に
触
れ
た
瞬
間
︑
ま
る
で
燃
え
上
が
る
よ
う
な
熱
を
帯
び
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
慣
れ
て
い
る
蓮
の
ポ
ー
ズ
を
と
る
︒
ど
れ

く
ら
い
時
間
が
た
っ
た
の
か
︑
わ
か
ら
な
い
︒

か
つ
て
彼
女
は
︑
人
間
の
全
身
に
は
︑
プ
ラ
ー
ナ
の
生
命
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
通
路
で
あ
る
ナ
デ
ィ
が
︑
八
万
四
千
あ
る
と
︑
教
え
て

く
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
そ
の
中
を
︑
喜
び
の
流
れ
が
︑
さ
ざ
波

の
ご
と
く
︑
広
が
っ
て
い
く
︒
背
骨
の
下
端
で
は
︑
む
ず
む
ず
す

る
よ
う
な
︑
歌
い
出
し
た
く
な
る
よ
う
な
衝
動
が
生
ま
れ
︑
背
骨

の
中
を
上
下
に
動
く
︒
少
年
は
目
を
閉
じ
た
︒

気
に
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
わ
た
し
は
︑
こ
こ
に
い
る
︒

わ
た
し
は
︑
す
べ
て
あ
な
た
の
も
の
︒
あ
な
た
が
必
要
と
す
る

も
の
を
︑
必
要
な
だ
け
︑
取
り
出
し
な
さ
い
︒
︙
︙2

こ
う
し
て
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
は
︑
聖
な
る
性
の
儀
礼
︵﹁
マ
イ

ト
ゥ
ナ
﹂︶
を
と
て
も
大
切
な
要
素
と
す
る
タ
ン
ト
ラ
の
世
界
に
︑

は
じ
め
て
導
き
入
れ
ら
れ
る
幸
運
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
︒

聖
な
る
体
験
を
も
た
ら
す
バ
イ
オ
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

バイラヴィ（コルコタ）
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の
通
路
は
︑
セ
ッ
ク
ス
の
と
き
に
は
た
ら
く
回
路
と
︑
と
て
も
密

接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
だ
︑
と
タ
ン
ト
ラ
は
考
え
て
い
る
︒

二
つ
の
性
の
間
の
結
合
か
ら
生
ま
れ
る
快
楽
を
︑
呼
吸
法
や
イ

メ
ー
ジ
︑
筋
肉
の
制
御
と
い
っ
た
身
体
の
変
容
技
法
を
つ
う
じ
て
︑

微
分
化
し
︑
別
の
次
元
へ
と
昇
華
す
る
︒
タ
ン
ト
ラ
の
核
心
に
は
︑

性
的
快
楽
を
聖
な
る
も
の
に
変
容
さ
せ
る
技
法
が
存
在
し
て
い
る
︒

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
は
︑
そ
の
タ
ン
ト
ラ
の
道
へ
の
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
を
︑
女
性
の
グ
ル
か
ら
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

︿
ヴ
ェ
ー
ダ
の
聖
な
る
火
﹀

た
い
そ
う
興
味
深
い
の
は
︑
こ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
始
ま

る
霊
的
な
道
は
︑
も
と
も
と
自
分
の
な
か
に
眠
っ
て
い
る
聖
な
る

知
識
を
︑
直
接
の
体
験
と
し
て
目
覚
め
さ
せ
︑
伝
統
と
創
造
を
一

つ
に
融
合
す
る
こ
と
だ
と
︑
タ
ン
ト
ラ
が
考
え
て
い
る
こ
と
だ
︒

イ
ン
ド
の
ブ
ラ
ー
マ
ン
た
ち
の
伝
統
は
︑
数
千
年
前
か
ら
伝
承

さ
れ
て
き
た
ヴ
ェ
ー
ダ
の
聖
典
を
口
伝
え
で
伝
え
︑
詠
唱
し
︑
理

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
維
持
さ
れ
て
き
た
︒
真
理
は
︑
永
遠
に

回
帰
す
る
︒
タ
ン
ト
ラ
の
道
は
︑
こ
の
伝
統
の
核
心
に
あ
る
も
の

に
じ
か
に
触
れ
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
を
生
み
出
し
た
存
在
そ
の
も
の
と
一

体
に
な
る
こ
と
な
の
だ
と
︑﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
は
語
る
の
で
あ

る
︒

あ
な
た
の
中
に
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
の
伝
統
が
︑
す
べ
て
存
在
し
て

い
る
︒
必
要
な
の
は
︑
た
だ
︑
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
︑

開
く
こ
と
だ
け
︒
他
人
が
︑
た
だ
想
像
の
中
で
生
き
る
も
の
を
︑

あ
な
た
は
︑
実
際
に
生
き
る
の
で
す
︒
す
わ
っ
て
︑
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
な
さ
い3
︒

わ
た
し
は
蓮
︑
あ
な
た
は
ブ
ラ
フ
マ
ン
︒
わ
た
し
は
死
体
︑
あ

な
た
は
生
け
る
炎
︒
わ
た
し
は
時
の
中
に
あ
り
︑
あ
な
た
は
永

遠
の
時
︒
わ
た
し
は
空
で
あ
り
︑
あ
な
た
は
太
陽
︒
私
は
音
︑
あ

な
た
は
感
覚
︒
さ
あ
︑
本
を
手
に
と
っ
て
︑
開
き
な
さ
い
︒
気

を
つ
け
て
︑
ゆ
っ
く
り
︑
よ
く
考
え
て
︑
一
語
一
語
読
み
な
さ

い
︒
声
に
出
し
て
詠
唱
し
な
さ
い4
︒

こ
ん
な
ふ
う
に
う
な
が
さ
れ
︑
少
年
は
︑
ま
る
で
魔
法
に
か
か

っ
た
み
た
い
に
︑
読
み
始
め
た
︒
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
の
詩
の
言
葉

は
︑
ガ
ン
ジ
ス
河
の
流
れ
の
中
で
泳
ぐ
時
の
よ
う
な
︑
大
き
な
喜

び
と
自
由
の
感
覚
を
も
た
ら
す
︒
古
の
聖
な
る
言
葉
を
詠
唱
す
る

と
と
も
に
︑
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
未
知
の
力
と
生
命
力
が
︑
む

く
む
く
と
内
部
か
ら
満
ち
溢
れ
て
く
る
︒
急
に
大
人
に
な
っ
た
み

た
い
だ
︒
頭
頂
が
天
空
に
届
く
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
︒
ラ
ン
プ

の
光
の
な
か
で
︑
聖
典
の
開
か
れ
た
ペ
ー
ジ
が
︑
泳
ぎ
だ
す
︒

詠
唱
を
続
け
る
う
ち
に
︑
バ
イ
オ
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
流
れ
る
八
万
四
千
の
ナ
デ
ィ
は
︑
ま
す
ま
す
強
烈
な
熱
に
燃
え

上
が
り
︑
古
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
聖
な
る
言
葉
の
ヴ
ァ
イ
ブ
レ

ー
シ
ョ
ン
と
共
鳴
し
︑
振
動
し
は
じ
め
た
︒

こ
う
し
た
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
か
た
か
ら
は
︑
タ
ン
ト

ラ
の
伝
統
が
︑
じ
ぶ
ん
た
ち
の
性
の
儀
礼
が
︑
数
千
年
を
さ
か
の

ぼ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
と
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
て
き
た
こ

と
が
は
っ
き
り
わ
か
る
︒

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
う
え
で
︑
た
い
へ
ん
重
要
な
鍵
の
一
つ

は
︑
変
容
し
た
意
識
状
態
を
生
み
出
す
﹁
熱
﹂
の
体
験
で
あ
る
︒

比
較
宗
教
学
者
の
エ
リ
ア
ー
デ
が
強
調
し
た
よ
う
に
︑
イ
ン
ド

の
も
っ
と
も
古
い
聖
典
で
あ
る
﹃
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
―
そ
の
中

の
詞
章
は
︑
紀
元
前
一
千
年
以
前
に
㴑
る
―
を
は
じ
め
と
す
る

ヴ
ェ
ー
ダ
文
献
は
︑
聖
な
る
も
の
と
熱
の
体
験
の
結
び
つ
き
︑
さ

ら
に
は
︑
熱
と
全
身
に
広
が
る
霊
的
神
経
管
や
呼
吸
の
制
御
の
関

係
に
つ
い
て
︑
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
︒

最
も
古
い
層
に
属
す
﹃
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
に
お
い
て
︑﹁
タ
パ

ス
﹂
は
︑
苦
行
や
儀
礼
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
熱
の
力
を
意
味

す
る
︒
こ
の
タ
パ
ス
の
熱
に
よ
っ
て
︑
苦
行
者
は
透
視
者
と
な
り
︑

神
を
ま
の
あ
た
り
に
す
る
︒
全
身
に
広
が
る
タ
パ
ス
の
熱
は
︑
宇

宙
の
創
造
に
か
か
わ
る
と
と
も
に
︑
精
神
の
開
花
と
も
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
と
さ
れ
る
︒﹃
リ
グ
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
は
こ
ん
な
ふ
う
に
述

べ
る
の
で
あ
る
︒

天
則
と
真
実
は
︑
燃
え
立
つ
タ
パ
ス
よ
り
生
じ
た
り
︒
そ
れ

よ
り
夜
は
生
じ
た
り
︒
そ
れ
よ
り
泡
立
つ
大
海
は
生
じ
た
り5
︒

イ
ン
ド
の
伝
統
は
︑
こ
の
タ
パ
ス
の
霊
的
な
熱
が
︑
呼
吸
の
制

御
︑
そ
し
て
身
体
の
内
部
を
移
動
す
る
気
息
の
運
動
と
深
く
結
び

つ
い
て
い
る
の
だ
と
も
︑
考
え
て
き
た
︒

神
か
ら
与
え
ら
れ
た
天
啓
の
書
で
あ
る
ヴ
ェ
ー
ダ
に
は
︑
た
く

さ
ん
の
注
釈
書
が
書
か
れ
た
︒
そ
う
し
た
注
釈
書
で
あ
る
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ
文
献
の
な
か
で
︑
息
を
止
め
る
こ
と
は
︑
儀
礼
的
な
意
味

を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑﹃
ガ
ー
ヤ
ト
リ
ー
ス
ー
ト

ラ
﹄
を
唱
え
る
者
は
息
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
︒

ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
は
語
る
︒﹁
神
々
は
苦
行
に
よ
っ
て
神
と
し
て
の

地
位
を
得
た
﹂︒
な
ぜ
な
ら
︑
タ
パ
ス
も
ま
た
一
種
の
﹁
供
犠
﹂
だ

か
ら
だ
︒
ヴ
ェ
ー
ダ
の
供
犠
に
お
い
て
は
︑
神
々
に
︑
聖
な
る
陶

酔
を
も
た
ら
す
ソ
ー
マ
︑
溶
け
た
バ
タ
ー
︑
そ
し
て
聖
火
が
供
え

ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
苦
行
も
ま
た
そ
れ
と
同
じ
く
供
儀
な
の
だ

と
ブ
ラ
ー
フ
マ
ナ
は
語
る
の
で
あ
る
︒

苦
行
の
実
践
は
︑
生
理
的
機
能
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
献

酒
や
儀
礼
と
同
じ
供
物
を
さ
さ
げ
る
意
味
を
持
つ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
呼

吸
は
﹁
止
む
こ
と
の
な
い
献
酒
﹂
と
同
じ
だ
︒
そ
う
い
う
ブ
ラ
ー

フ
マ
ナ
の
思
考
は
︑
伝
統
の
奥
義
を
伝
え
る
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の

最
も
初
期
の
文
献
に
も
引
き
継
が
れ
︑
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い

る
︒︵

真
の
供
犠
は
息
へ
の
奉
献
に
あ
る
︶
も
し
人
が
こ
の
こ
と
を
知

ら
ず
に
︑
ア
グ
ニ
ホ
ー
ト
ラ
祭
を
捧
げ
る
な
ら
︑
そ
れ
は
ち
ょ

う
ど
灰
に
供
物
を
注
ぐ
よ
う
な
も
の
で
あ
る6
︒﹂︵﹃
チ
ャ
ン
ド
ー

ギ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄　

5
・
24
︶ 

あ
る
い
は
︑
同
じ
く
古
い
層
に
属
す
別
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
で

あ
る
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄︵
紀
元

前
五
世
紀
ご
ろ
︶
は
︑
呼
吸
を
制
御
す
る
調
息
法
に
つ
い
て
︑
こ
ん

な
ふ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

風
は
神
々
の
中
に
あ
っ
て
︑
中
心
の
気
息
が
す
べ
て
の
生
命

の
機
能
の
中
で
占
め
る
の
と
同
じ
位
置
を
占
め
て
い
る
︒
他
の

神
々
は
消
え
去
る
が
︑
風
は
そ
う
で
は
な
い
︒
風
は
静
ま
る
こ

と
の
な
い
唯
一
の
神
だ
︒︵
中
略
︶

そ
れ
ゆ
え
︑
人
間
は
た
だ
一
つ
の
こ
と
を
守
る
べ
き
だ
︒
す

な
わ
ち
︑﹁
悪
し
き
死
が
私
を
つ
か
む
こ
と
が
な
い
よ
う
に
﹂
と
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考
え
な
が
ら
︑
息
を
吸
い
︑
ま
た
吐
く
の
で
あ
る
︒
か
く
の
ご

と
く
な
す
者
は
︑
決
心
し
て
︑
最
後
ま
で
徹
底
し
て
行
う
の
が

よ
い
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
こ
の
風
の
神
と
一
体
に
な
り
︑
世
界
を

得
る
だ
ろ
う7
︒﹂︵﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
﹄
1
・
5
・
21
―

23
︶ 

さ
ら
に
︑
後
期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
同
じ
時
代
に
属
す
﹃
バ
ウ

ダ
ー
ヤ
ナ
・
ダ
ル
マ
・
ス
ー
ト
ラ
﹄
は
︑
息
を
止
め
る
こ
と
に
よ

り
︑﹁
魔
術
的
熱
﹂
は
作
り
出
さ
れ
る
の
だ
と
︑
は
っ
き
り
説
い
て

い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
呼
吸
と
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
結
合
は
︑
イ
ン
ド
の
古
代

的
な
生
理
学
の
中
に
︑
す
で
に
深
い
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
よ

う
に
見
え
る
︒
紀
元
前
八
世
紀
ご
ろ
ま
で
の
イ
ン
ド
の
マ
ジ
カ
ル

な
知
識
を
ま
と
め
た
呪
法
書
で
あ
る
﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄

は
︑
気
息
に
つ
い
て
︑
こ
ん
な
分
類
を
行
っ
て
い
る
︒

そ
の
ヴ
ラ
ー
テ
ィ
ア
︵
特
殊
な
戒
律
を
持
っ
た
行
者
︶
は
︑

七
つ
の
プ
ラ
ー
ナ
︵
出
息
︶
と
︑
七
つ
の
ア
パ
ー
ナ
︵
入
息
︶

と
︑
七
つ
の
ヴ
ィ
ア
ー
ナ
︵
体
内
に
遍
満
す
る
風
気
︶
を
持
っ
て

い
る
︒

第
一
の
プ
ラ
ー
ナ
は
上
昇
者
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
の

火
で
あ
る
︒

第
二
の
プ
ラ
ー
ナ
は
豊
満
者
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
の

太
陽
で
あ
る
︒

第
三
の
プ
ラ
ー
ナ
は
運
行
者
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
の

月
で
あ
る
︒

第
四
の
プ
ラ
ー
ナ
は
遍
在
者
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
の

浄
化
者
︵
風
︶
で
あ
る
︒

第
五
の
プ
ラ
ー
ナ
は
母
胎
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
の
水

で
あ
る
︒

第
六
の
プ
ラ
ー
ナ
は
親
愛
者
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
れ

ら
の
家
畜
で
あ
る
︒

第
七
の
プ
ラ
ー
ナ
は
無
限
者
と
名
づ
け
ら
れ
︑
そ
れ
は
こ
れ

ら
の
生
類
で
あ
る8
︒

こ
の
﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
記
述
の
中
で
︑
特
に
わ

た
し
た
ち
の
関
心
を
強
く
引
く
の
は
︑
第
一
の
プ
ラ
ー
ナ
が
︑
上

昇
し
︑
火
の
よ
う
な
性
質
を
帯
び
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
だ
︒
そ
の
背
後
に
は
︑
呼
吸
の
制
御
に
よ
っ
て
下
腹
部
に
熱
が

生
ま
れ
︑
体
内
を
む
く
む
く
と
上
昇
す
る
と
い
う
体
験
が
横
た
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒
こ
の
言
葉
は
︑
そ
う
い
う
想
像
に
︑
わ

た
し
た
ち
を
誘
う
の
で
あ
る
︒

イ
ン
ド
の
伝
統
︑
と
く
に
タ
ン
ト
ラ
は
︑
こ
う
し
た
熱
や
生
命

の
気
息
は
︑
全
身
に
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
た
霊
的
神
経
管
︵﹁
ナ
ー
デ

ィ
﹂︶
や
霊
的
セ
ン
タ
ー
︵﹁
チ
ャ
ク
ラ
﹂︶
の
な
か
を
浸
透
し
︑
広

が
っ
て
い
く
と
考
え
て
き
た
︒
そ
う
し
た
古
代
的
神
経
生
理
学
の

最
も
古
い
形
態
も
︑
や
は
り
﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
の
な

か
に
す
で
に
姿
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
︒

九
つ
の
門
が
あ
る
︵
城
塞
の
中
の
︶
蓮
華
︵
心
臓
︶
は
︑
三
本

の
糸
︵
グ
ナ
︶
に
よ
っ
て
お
お
わ
れ
て
い
る
︒
そ
の
中
に
あ
る

生
き
生
き
と
し
た
霊
的
存
在
を
︑
ブ
ラ
フ
マ
ン
を
知
る
人
々
は

知
る
︒

欲
望
な
く
︑
賢
明
︑
不
死
で
︑
自
存
し
︑
活
力
に
満
ち
︑
ど

の
点
か
ら
み
て
も
欠
陥
が
な
い
も
の
―
そ
の
賢
明
な
︑
不
死

の
︑
若
々
し
い
ア
ー
ト
マ
ン
を
知
る
人
は
︑
死
を
恐
れ
な
い9
︒﹂

︵﹃
ア
タ
ル
ヴ
ァ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
﹄
10
・
8
・
43
―

44
︶ 

呼
吸
を
制
御
す
る
調
息
法
に
よ
っ
て
︑
身
体
の
内
部
か
ら
と
て

つ
も
な
い
強
烈
な
熱
が
生
ま
れ
︑
全
身
の
霊
的
神
経
管
を
つ
う
じ

て
広
が
る
︒
そ
の
熱
は
︑
世
界
の
創
造
と
聖
な
る
神
秘
の
体
験
に

深
く
結
び
つ
い
て
い
る
︒
そ
ん
な
ふ
う
に
︑
ヴ
ェ
ー
ダ
は
語
る
の

で
あ
る
︒

3
内
な
る
ホ
ー
マ

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
直
観
は
︑
遅
く
と
も
初
期
ウ
パ

ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
時
代
に
は
︑
す
で
に
性
的
な
行
為
と
し
っ
か
り
結

び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
︒

性
的
行
為
と
熱
︑
聖
な
る
も
の
の
深
い
結
び
つ
き
を
め
ぐ
る
思

考
は
︑
初
期
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
最
も
代
表
的
な
文
献
の
一
つ
で

あ
る
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄
の
な
か

に
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
は
︑
性

交
も
︑
ま
た
ホ
ー
マ
だ
と
語
る
の
で
あ
る
︒

創
造
神
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
は
︑
女
を
創
造
し
た
︒

そ
れ
か
ら
プ
ラ
ジ
ャ
ー
パ
テ
ィ
は
︑
女
と
性
交
し
た
︒

そ
れ
ゆ
え
︑
男
は
︑
女
と
性
交
す
べ
し
︒

彼
は
︑
ソ
ー
マ
を
し
ぼ
り
だ
す
た
め
の
石
を
突
き
出
し
︑

女
を
は
ら
ま
せ
た
︒

女
の
陰
門
は
︑
供
犠
の
祭
壇
︒

女
の
陰
毛
は
︑
供
犠
に
捧
げ
ら
れ
る
草
︒

女
の
陰
門
の
大
い
な
る
唇
は
︑
ソ
ー
マ
の
絞
り
汁
︒

女
の
陰
門
の
小
さ
な
唇
は
︑
燃
え
盛
る
火
の
中
心
︒

︵
中
略
︶

死
す
べ
き
ブ
ラ
ー
マ
ン
の
子
孫
た
ち
の
多
く
は
︑
何
も
得
る

こ
と
な
く
︑
こ
の
世
を
去
る
︒

な
か
ん
ず
く
︑
こ
の
こ
と
を
知
ら
ず
︑
性
の
交
わ
り
を
な
す

者
た
ち
は10
︒﹂︵﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄

6
・
4
・
1
―

4
︶ 

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒﹃
チ
ャ
ン
ド
ー
ギ
ャ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
﹄
に
よ
る
と
︑
女
は
供
犠
の
火
︑
男
根
は
燃
料
︑
陰
門
は
炎
︑
性

交
は
炭
︑
快
楽
は
火
花
︑
精
液
は
解
脱
︑
結
果
は
子
供
で
あ
り
︑
性

交
は
︑
シ
ヴ
ァ
神
の
相
の
一
つ
で
あ
る
ヴ
ァ
ー
マ
デ
ー
ヴ
ァ
へ
の

賛
歌
と
等
し
い
︒
性
交
の
異
な
る
過
程
は
︑
賛
歌
の
詞
章
と
対
応

す
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
興
味
深
い
の
は
︑
ヴ
ァ
ス
ツ
ヤ

ー
ナ
の
﹃
カ
ー
マ
ス
ー
ト
ラ
﹄︵
四
世
紀
ご
ろ
︶
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
︑
イ
ン
ド
の
﹁
性
愛
の
教
え
﹂︵﹁
カ
ー
マ
シ
ャ
ス
ト
ラ
﹂︶
の

伝
統
が
︑
宇
宙
と
人
間
の
統
一
に
つ
い
て
語
る
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
ア

ー
ラ
ニ
ヤ
カ
﹄
や
﹃
チ
ャ
ン
ド
ー
ギ
ヤ
﹄
と
い
っ
た
初
期
ウ
パ
ニ

シ
ャ
ッ
ド
の
深
遠
な
存
在
哲
学
と
密
接
に
関
係
し
て
︑
発
達
し
た

と
考
え
ら
れ
る
こ
と
だ11
︒ 

﹃
カ
ー
マ
ス
ー
ト
ラ
﹄
の
著
者
ヴ
ァ
ス
ツ
ヤ
ー
ナ
に
よ
れ
ば
︑
イ

ン
ド
の
﹁
性
愛
の
教
え
﹂
は
︑
シ
ヴ
ァ
神
に
仕
え
て
い
た
ナ
ン
デ

ィ
︵﹁
牡
牛
﹂︶
が
︑
シ
ヴ
ァ
神
の
言
葉
を
文
字
に
書
き
記
し
た
こ
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と
か
ら
始
ま
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
を
人
間
の
世
界
に
伝
え
る
に
あ

た
っ
て
︑
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
︑﹃
チ
ャ
ン
ド
ー
ギ

ヤ
﹄
と
﹃
ブ
リ
ハ
ッ
ド
ア
ー
ラ
ニ
ヤ
カ
﹄
と
い
う
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ

ド
文
献
を
︑
古
代
イ
ン
ド
に
広
げ
た
ウ
ッ
ダ
ラ
カ
と
息
子
の
シ
ヴ

ェ
ケ
ト
ゥ
だ
っ
た
︑
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
性
愛
の
深
い
結
び
つ
き
︒
タ

ン
ト
ラ
と
︑
古
代
の
ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
と
の
連
続
性

は
︑
タ
ン
ト
ラ
の
性
愛
の
儀
礼
の
時
に
と
な
え
ら
れ
る
次
の
よ
う

な
マ
ン
ト
ラ
に
も
︑
じ
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
︒

オ
ー
ム
︒
ア
ー
ト
マ
ン
な
る
火
は
︑
善
と
悪
の
ギ
ー
を
注
が

れ
︑
輝
く
︒
我
は
︑
心
を
︵
ギ
ー
を
注
ぐ
︶
杓
と
し
て
使
い
︑
ス

シ
ュ
ム
ナ
︵
中
央
の
脈
管
︶
を
つ
う
じ
て
︑
五
感
の
は
た
ら
き
を

供
犠
の
ホ
ー
マ
に
捧
げ
る
︒
ス
ヴ
ァ
ー
ハ
ー12

こ
う
し
て
見
て
み
る
と
︑
タ
ン
ト
ラ
と
ヴ
ェ
ー
ダ
の
伝
統
と
の

つ
な
が
り
は
︑
と
て
も
は
っ
き
り
し
た
内
的
な
根
拠
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
︒

タ
ン
ト
ラ
の
聖
な
る
性
の
儀
礼
は
︑
も
と
も
と
︑
古
の
ヴ
ェ
ー

ダ
の
伝
統
と
し
っ
か
り
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
な
の
だ
︒﹁
サ
フ
ラ

ン
色
の
淑
女
﹂
は
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
に
与
え
た
口
伝
の
中
で
︑
そ

の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
︒

熱
︑
炎
︑
エ
ロ
ス
の
交
わ
り
︒
そ
の
中
か
ら
︑
聖
な
る
力
が
立

ち
あ
が
る
︒
タ
ン
ト
ラ
の
聖
な
る
エ
ロ
ス
の
儀
礼
や
イ
ニ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
の
体
験
は
︑
古
の
叡
智
の
︑
時
間
を
超
え
た
再
現
︑
反
復

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ヴ
ェ
ー
ダ
か
ら
タ
ン
ト
ラ
へ
︒
聖
な
る
性
愛
の
儀
礼
は
︑
時
間

を
超
え
た
連
続
性
を
も
っ
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
︒
こ
う
し
て
最
初

の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
そ
の
日
か
ら
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ

ヤ
は
︑
聖
と
性
が
深
く
結
び
つ
い
た
霊
性
の
伝
統
に
本
格
的
に
導

き
入
れ
ら
れ
︑
何
年
に
も
わ
た
っ
て
︑
こ
の
女
性
の
グ
ル
か
ら
︑
口

伝
え
で
教
え
を
受
け
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
︒

エ
ロ
ス
は
神
聖
な
供
儀
な
の
で
す
よ
︒﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
は
︑

ヴ
ェ
ー
ダ
や
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
の
言
葉
を
引
き
な
が
ら
︑
そ
う
語

っ
た
と
い
う
︒
タ
ン
ト
ラ
の
秘
儀
を
学
ぶ
た
め
に
は
︑
ま
ず
な
に

よ
り
も
︑
身
体
は
聖
な
る
存
在
で
あ
る
こ
と
︑
神
の
や
ど
る
容
器

で
あ
る
こ
と
を
︑
は
っ
き
り
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
︒
身
体
の
ど

こ
に
も
︑
汚
れ
た
部
分
な
ど
存
在
し
な
い
︒
身
体
は
︑
神
が
︑
神

聖
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
道
具
だ
︒

タ
ン
ト
ラ
に
と
っ
て
︑
肉
体
を
つ
う
じ
て
実
現
さ
れ
る
性
愛
の

エ
ロ
ス
は
︑
男
神
と
女
神
が
一
つ
に
な
っ
て
織
り
な
す
︑
宇
宙
の

生
命
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
運
動
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
︒
シ
ヴ
ァ

神
と
シ
ャ
ク
テ
ィ
女
神
に
な
り
︑
一
体
に
な
っ
た
二
人
の
身
体
の

内
部
か
ら
は
︑
強
烈
な
炎
が
燃
え
上
が
り
︑
無
数
の
ナ
ー
デ
ィ
の

な
か
を
広
が
っ
て
い
く
︒
バ
イ
オ
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
聖
な
る
炎
は
︑
性

器
か
ら
背
骨
を
と
お
っ
て
上
昇
し
︑
全
身
を
強
烈
な
快
楽
で
満
た

す
︒﹃

チ
ャ
ン
ド
ー
ギ
ャ
・
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
﹄
は
︑
す
べ
て
の
差
別

が
消
え
去
り
︑
宇
宙
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
一
体
性
を
直
観

す
る
神
秘
の
瞬
間
に
つ
い
て
︑﹁
愛
さ
れ
る
女
に
抱
擁
さ
れ
る
時
と

同
じ
よ
う
に
﹂
と
表
現
す
る
︒

イ
ン
ド
の
古
代
哲
学
は
︑
存
在
の
本
質
に
お
い
て
︑
至
福
︑
歓

喜
︑
一
体
性
の
直
観
が
一
つ
に
な
る
と
考
え
て
い
た
︒
タ
ン
ト
ラ

の
特
徴
は
︑
こ
う
し
た
宇
宙
と
一
体
と
な
る
至
高
体
験
に
い
た
る

た
め
の
方
法
と
し
て
︑
ふ
つ
う
の
瞑
想
よ
り
も
︑
聖
な
る
性
愛
の

儀
礼
の
ほ
う
が
︑
す
ぐ
れ
て
い
る
と
考
え
て
き
た
点
に
あ
る
︒

特
に
︑
よ
り
活
発
で
粗
大
な
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
ラ
ジ
ャ
ス
の

性
質
︵
激
質
︶
を
多
く
持
っ
て
い
る
修
行
者
に
と
っ
て
は
︑
そ
う

だ
︒
タ
ン
ト
ラ
は
︑
昇
華
さ
れ
た
肉
体
の
エ
ロ
ス
に
よ
っ
て
︑
聖

な
る
神
と
一
体
に
な
る
と
い
う
︑
同
じ
目
的
を
は
る
か
に
直
接
的

に
達
成
す
る
の
だ
︑
と
﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
は
語
る
︒
そ
れ
は

ど
ん
な
も
の
か
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
は
︑
こ
ん
な
ふ
う
に
表
現
し

て
い
る
︒

わ
た
し
の
ペ
ニ
ス
の
ま
わ
り
を
包
み
こ
む
肉
の
盛
り
上
が
り

で
︑
何
か
が
起
こ
っ
て
い
た
︒
波
打
つ
︑
ぞ
く
ぞ
く
す
る
熱
く

深
い
律
動
が
︑
一
拍
︑
一
拍
打
ち
つ
づ
け
て
い
た
︒
そ
の
波
が

来
る
た
び
に
︑
わ
た
し
は
︑
背
骨
の
付
け
根
を
︑
さ
ら
に
押
し

出
し
た
︒
不
思
議
な
完
全
さ
︑
達
成
︑
エ
ク
ス
タ
シ
ー
の
感
覚

が
︑
神
経
を
満
た
し
つ
づ
け
た13
︒

4
女
神
の
力

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
が
受
け
た
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
タ
ン
ト

ラ
の
霊
的
伝
統
に
お
い
て
︑
女
性
の
グ
ル
が
︑
た
い
へ
ん
重
要
な

位
置
を
占
め
て
き
た
こ
と
を
︑
あ
ら
た
め
て
︑
わ
た
し
た
ち
に
は

っ
き
り
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
︒

タ
ン
ト
ラ
に
お
け
る
女
性
性
の
優
位
は
︑
そ
の
宇
宙
創
生
論
の

中
に
︑
と
て
も
く
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
創
造
に
お
い
て

は
︑
シ
ャ
ク
テ
ィ
が
創
造
主
で
あ
り
︑
シ
ヴ
ァ
は
全
過
程
の
証
人

だ
︒
シ
ャ
ク
テ
ィ
な
し
に
シ
ヴ
ァ
は
無
能
だ
︑
と
考
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
︒

宇
宙
を
創
造
す
る
神
々
の
世
界
は
︑
人
間
の
世
界
に
映
し
出
さ

れ
て
い
る
︒

マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
は
同
一
だ
︒
こ
う
し
た

タ
ン
ト
ラ
の
隠
喩
的
思
考
に
よ
れ
ば
︑
同
じ
原
理
が
︑
神
々
の
世

界
だ
け
で
は
な
く
︑
人
間
の
生
き
る
世
界
で
も
な
り
た
つ
こ
と
に

な
る
︒
女
性
の
ほ
う
が
霊
的
な
資
質
に
恵
ま
れ
て
お
り
︑
社
会
に

お
い
て
も
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
賢
明
だ
︒
そ
う
す
れ

ば
︑
生
活
の
全
局
面
に
お
い
て
︑
美
︑
慈
悲
︑
愛
︑
理
解
は
よ
り

大
き
く
な
る
は
ず
だ
︑
と
タ
ン
ト
ラ
の
伝
統
は
語
る
の
で
あ
る
︒

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ア
の
受
け
た
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
︑
こ
う
し

た
思
考
方
法
が
︑
タ
ン
ト
ラ
の
霊
的
伝
統
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と

を
︑
と
て
も
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
︒
女
性
が
グ
ル
の
位
置
を
占

め
︑
男
は
弟
子
に
な
る
︒
タ
ン
ト
ラ
の
伝
統
は
︑
本
来
︑
女
性
か

ら
男
性
に
伝
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
︑
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
準

備
も
︑
性
的
な
儀
礼
︵
マ
イ
ト
ゥ
ナ
︶
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
を
と
る

の
も
︑
も
と
も
と
女
性
の
役
割
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
ん
な
ふ
う
に
︑
女
性
性
を
女
神
に
昇
華
し
よ
う
と
す
る
タ
ン

ト
ラ
の
思
考
に
つ
い
て
︑
わ
た
し
た
ち
は
︑
ジ
ャ
ッ
ク
・
ラ
カ
ン

の
精
神
分
析
や
ア
ン
リ
・
コ
ル
バ
ン
が
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の

な
か
か
ら
取
り
だ
し
た
言
葉
を
つ
う
じ
て
︑
考
え
て
み
る
こ
と
も

で
き
る
だ
ろ
う
︒

コ
ル
バ
ン
は
︑
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
イ
ス
ラ

ー
ム
神
秘
主
義
の
伝
統
に
お
い
て
︑
す
べ
て
の
現
象
が
消
滅
し
た

﹁
フ
ァ
ナ
ー
﹂
の
体
験
の
な
か
か
ら
︑
純
粋
な
光
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
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立
ち
上
が
っ
て
く
る
存
在
の
次
元
が
と
て
つ
も
な
く
重
要
な
意
味

を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
無
と
存
在
の

中
間
に
位
置
す
る
﹁
想
像
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
世
界
﹂︵m

undus 

im
aginalis

︶︑﹁
創
造
的
想
像
力
﹂︵im

agination creatrice

︶
の
次
元
に

お
い
て
︑
人
は
光
の
天
使
た
ち
と
出
会
う
の
で
あ
る
︒

こ
の
コ
ル
バ
ン
が
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
の
哲
学
か
ら
取
り
出

し
た
﹁
創
造
的
想
像
力
﹂
と
︑
ラ
カ
ン
の
精
神
分
析
に
お
け
る
﹁
想

像
界
﹂︵l

ʼim
aginaire

︶
の
概
念
は
︑
ご
く
近
い
関
係
に
あ
る
︒

ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
︑
生
ま
れ
た
て
の
赤
ん
坊
は
︑
じ
ぶ
ん
の
身

体
に
統
一
し
た
ま
と
ま
り
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
部
分
的

な
欲
動
か
ら
な
る
﹁
寸
断
さ
れ
た
身
体
﹂
を
生
き
て
い
る
︒
そ
う

い
う
赤
ん
坊
の
世
界
の
な
か
で
︑
唇
を
つ
う
じ
て
接
触
し
︑
欲
望

を
満
た
し
て
く
れ
る
乳
房
と
母
の
身
体
は
︑
世
界
を
分
節
す
る
焦

点
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
性
愛
は
︑
欲
望
の
対
象
と

な
る
統
一
的
イ
マ
ー
ゴ
の
中
に
︑
理
想
化
さ
れ
た
全
体
性
を
追
い

求
め
る
想
像
界
︵l’ im

aginaire

︶
に
お
け
る
欲
動
の
次
元
に
︑
深
く

根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

た
し
か
に
︑
理
想
的
な
身
体
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
支
配
す
る
空
間

で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
︑﹁
創
造
的
想
像
力
﹂
と
﹁
想
像
界
﹂

は
深
い
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
︒
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
︑
宗
教
学

者
の
ク
リ
ア
ー
ノ
は
︑
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
魔
術
研
究
に
お
い
て
︑
両

者
を
ま
っ
た
く
区
別
し
な
い
で
使
っ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
︵﹃
ル

ネ
サ
ン
ス
の
エ
ロ
ス
と
魔
術
﹄︶︒

け
れ
ど
も
︑
よ
く
吟
味
し
て
み
る
と
︑
こ
の
二
つ
に
は
︑
微
妙

な
︑
け
れ
ど
も
は
っ
き
り
し
た
差
異
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
ラ

カ
ン
が
強
調
し
た
よ
う
に
︑﹁
想
像
界
﹂
で
は
︑
主
体
と
客
体
の
分

離
を
前
提
に
︑
欲
望
や
嫉
妬
と
い
っ
た
粘
着
質
の
情
動
が
支
配
し

て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
ス
ー
フ
ィ
ー
た
ち
の
語
る
﹁
創
造
的
想
像

力
﹂
は
︑
無
か
ら
フ
レ
ッ
シ
ュ
な
光
が
立
ち
上
が
っ
て
く
る
瞬
間

の
︑
自
由
な
運
動
性
を
そ
の
ま
ま
保
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

タ
ン
ト
ラ
は
︑
想
像
界
︵l’ im

aginaire

︶
で
は
た
ら
い
て
い
る
性

の
欲
動
を
︑
光
に
満
ち
た
神
々
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
立
ち
あ
が
っ
て

く
る
創
造
的
想
像
力
︵im

aginal

︶
の
世
界
に
昇
華
し
︑
超
越
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
︑
リ
ビ
ド
ー
の
変
容
を
め
ざ
そ
う
と
す
る
の
で
あ

る14
︒ こ

の
変
容
に
あ
た
っ
て
︑
タ
ン
ト
ラ
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を

用
い
る
︒
聖
な
る
性
に
お
い
て
は
︑
女
性
は
聖
な
る
存
在
と
し
て
︑

つ
ま
り
︑
女
神
と
し
て
︑
崇
拝
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の

こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
儀
礼
が
必
要
だ
と
タ
ン

ト
ラ
は
述
べ
る
の
で
あ
る
︒

男
は
女
を
見
る
と
︑
ふ
つ
う
︑
欲
望
を
抱
く
︒
け
れ
ど
も
︑
タ

ン
ト
ラ
の
聖
な
る
エ
ロ
ス
の
儀
礼
に
お
い
て
︑
そ
の
こ
と
は
厳
し

く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
︒
女
は
︑
肉
体
か
ら
肉
体
へ
流
れ
出
す
生
命

の
力
を
︑
そ
の
ま
ま
あ
ら
わ
し
て
い
る
存
在
だ
︒
だ
か
ら
︑
聖
な

る
母
な
る
神
と
し
て
︑
欲
望
で
は
な
く
︑
信
仰
と
放
棄
の
態
度
で

近
づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
︒
タ
ン
ト
ラ
の
儀
礼
は
︑
そ
の
こ
と

を
は
っ
き
り
理
解
す
る
た
め
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
︒

水
︑
花
︑
菓
子
︑
食
べ
物
︑
飲
み
物
を
︑
ま
ず
供
物
と
し
て
︑
神

に
贈
る
︒
そ
れ
か
ら
今
度
は
︑
み
ず
か
ら
が
楽
し
む
︒
そ
れ
に
よ

っ
て
︑
肉
体
が
必
要
と
し
︑
精
神
が
欲
望
す
る
も
の
に
た
い
す
る

敬
意
が
育
ま
れ
る
︒
こ
の
敬
意
に
よ
っ
て
︑
感
覚
の
喜
び
は
︑
聖

な
る
も
の
に
昇
華
さ
れ
変
容
す
る
︒　

エ
ロ
ス
の
交
わ
り
も
ま
た
︑
神
へ
の
供
物
︑
神
聖
な
贈
り
物
だ
︒

そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
︑
タ
ン
ト
ラ
の
儀
礼
は
存
在
す
る
︒

儀
礼
に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
︑
リ
ビ
ド
ー
は
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
︑
変

容
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
れ
が
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
が
最
初

に
学
ん
だ
こ
と
の
一
つ
だ
っ
た
︒

こ
う
し
た
儀
礼
に
よ
っ
て
︑
タ
ン
ト
ラ
の
女
性
行
者
の
意
識
は
︑

女
神
と
し
て
の
も
の
に
変
化
す
る
︒

こ
の
う
え
な
い
崇
拝
の
対
象
へ
と
高
め
ら
れ
た
主
体
は
︑
性

器
の
崇
高
な
価
値
︑
生
命
に
お
け
る
重
要
性
に
つ
い
て
︑
は
っ

き
り
と
自
覚
し
ま
す
︒
み
ず
か
ら
の
内
部
に
︑
死
す
べ
き
も
の

た
ち
の
世
界
を
超
え
た
︑
荘
厳
な
光
と
輝
き
が
あ
る
こ
と
を
︑
深

く
感
じ
る
の
で
す15
︒

儀
式
を
つ
う
じ
て
︑
じ
ぶ
ん
に
﹁
母
な
る
神
﹂
が
光
臨
し
︑
や

ど
る
︒
生
命
の
母
︑
シ
ャ
ク
テ
ィ
で
あ
る
と
い
う
信
念
が
︑
内
側

か
ら
︑
湧
き
あ
が
っ
て
く
る
︒

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
の
受
け
た
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
な
か
で
︑
こ

の
聖
な
る
も
の
へ
の
変
容
と
い
う
考
え
方
を
︑
も
っ
と
も
よ
く
表

現
し
て
い
る
の
は
︑﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
の
﹁
生
命
の
泉
﹂
―

ヴ
ァ
ギ
ナ
―
の
ま
わ
り
に
︑
鮮
や
か
に
ま
き
散
ら
さ
れ
た
花
だ
︒

﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
は
︑
バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
に
︑
こ
ん
な
ふ
う

に
説
明
し
た
と
い
う
︒
聖
な
る
エ
ロ
ス
の
儀
礼
に
あ
た
っ
て
︑
か

ら
だ
は
︑
儀
式
に
し
た
が
っ
て
洗
い
清
め
︑
飾
ら
れ
る
︒
香
水
で

マ
ッ
サ
ー
ジ
し
︑
衣
服
と
宝
石
で
飾
り
︑
額
に
は
︑
眉
の
間
に
︑
赤

く
く
っ
き
り
し
た
点
を
し
る
し
︑
つ
ま
先
も
︑
赤
く
塗
る
︒
顔
は

白
檀
の
ペ
ー
ス
ト
で
塗
る
︒
そ
れ
は
︑
す
べ
て
︑
聖
な
る
女
神
に

変
身
す
る
た
め
の
準
備
だ
︒

そ
れ
か
ら
︑﹁
生
命
の
泉
﹂
そ
の
も
の
で
す
︒
性
器
は
︑
神
聖

な
も
の
と
し
て
︑
敬
意
に
満
ち
た
儀
式
と
と
も
に
︑
詠
唱
︑
朱
︑

白
檀
︑
米
︑
草
︑
花
々
を
も
っ
て
︑
注
意
深
く
飾
ら
れ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
が
終
わ
っ
た
ら
︑﹁
母
﹂
に
対
す
る
礼
拝

の
儀
礼
を
行
う
の
で
す
︒
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
は
︑
言
う
ま

で
も
な
い
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
こ
そ
︑
最
高
の
聖
地
で
は
な
い
か

し
ら
？　

世
界
を
燃
や
し
尽
く
す
炎
の
聖
地
︒
神
秘
に
満
ち
た

世
界
の
流
れ
出
す
通
路
︒
か
つ
て
︑
人
間
は
︑
こ
の
体
の
部
位

に
︑
こ
の
う
え
な
い
畏
敬
と
恐
れ
を
も
っ
て
︑
接
し
た
も
の
な

の
で
す
よ
︒
生
命
の
力
は
︑
人
間
の
理
解
を
超
え
て
お
り
︑
た

だ
︑
母
な
る
も
の
の
祝
福
に
よ
っ
て
の
み
受
け
継
が
れ
︑
連
続

し
︑
維
持
さ
れ
る
の
で
す16
︒

こ
の
バ
イ
ラ
ヴ
ィ
の
言
葉
に
は
︑
大
地
と
生
命
と
女
性
の
あ
い

だ
に
︑
深
い
連
続
性
を
見
て
と
る
︑
タ
ン
ト
ラ
の
隠
喩
的
思
考
が
︑

た
い
へ
ん
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
じ
つ
は
タ
ン
ト
ラ
の
聖

な
る
エ
ロ
ス
は
︑
女
神
と
聖
地
を
じ
か
に
結
び
つ
け
る
イ
ン
ド
の

聖
な
る
地
理
学
に
も
︑
深
く
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る17
︒  

5
エ
ロ
ス
の
哲
学

バ
ッ
タ
チ
ャ
リ
ヤ
が
︑﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
か
ら
学
ん
だ
教
え

に
は
︑
大
変
興
味
深
い
性
の
哲
学
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
︒
そ
の
哲

学
は
︑
大
地
︑
生
命
︑
女
神
を
結
ぶ
イ
ン
ド
の
神
話
の
世
界
を
土

台
に
し
︑
そ
の
豊
か
な
土
壌
か
ら
養
分
を
吸
い
上
げ
な
が
ら
︑
あ

る
意
味
で
は
︑
そ
れ
を
否
定
し
つ
つ
︑
ジ
ャ
ン
プ
し
よ
う
と
す
る
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も
の
だ
と
い
え
る
︒

性
の
持
つ
強
烈
な
力
に
つ
い
て
︑
彼
女
は
︑
死
ぬ
直
前
︑
こ
ん

な
ふ
う
に
説
明
し
た
と
い
う
︒

人
を
苦
し
ま
せ
る
あ
ら
ゆ
る
感
情
の
な
か
で
︑
性
と
性
に
向

け
ら
れ
る
情
動
ほ
ど
︑
大
き
な
犠
牲
を
要
求
す
る
も
の
は
あ
り

ま
せ
ん
︒
そ
れ
は
︙
︙
空
腹
に
つ
い
で
︑
激
し
く
自
己
中
心
的

な
も
の
で
︑
自
我
を
崇
拝
し
︑
喜
び
も
満
足
も
︑
分
か
ち
合
お

う
と
は
し
な
い
の
で
す
︒
最
も
強
く
欲
さ
れ
︑
し
か
も
︑
最
も

大
き
な
後
悔
を
も
た
ら
す
︒
創
造
的
で
あ
り
︑
破
壊
的
で
も
あ

る
︒
喜
び
で
あ
り
︑
悲
し
み
で
あ
る
︒
性
に
︑
エ
ク
ス
タ
シ
ー

の
力
に
︑
礼
拝
な
さ
い18
︒

わ
た
し
た
ち
の
大
半
は
︑
何
の
知
識
も
訓
練
も
な
い
ま
ま
︑
性

の
世
界
に
入
り
込
む
︒
未
熟
な
性
は
︑
無
意
識
の
暗
が
り
に
貯
め

こ
ま
れ
た
︑
怒
り
や
貪
欲
︑
執
着
と
い
っ
た
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る

情
動
の
力
を
呼
び
起
こ
す
︒
そ
こ
か
ら
苦
し
み
が
生
ま
れ
る
︒
そ

の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
︑
し
か
も
︑
人
間
は
︑
強
烈
な
快
楽
の
喜

び
を
追
い
求
め
る
こ
と
を
や
め
な
い
︒

サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
は
言
う
︒
エ
ロ
ス
の
力
は
︑
創
造
の
力
で
あ

り
︑
清
ら
か
で
無
垢
な
も
の
だ
︒
け
れ
ど
も
︑
利
己
と
貪
欲
の
病

に
か
か
っ
た
人
間
た
ち
は
︑
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
統
御
し
た
ら
い

い
の
か
知
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑
病
と
苦
し
み
を
ど
ん
ど
ん
ひ
ど
く

す
る
︒

執
着
し
︑
期
待
し
︑
独
占
し
よ
う
と
す
る
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
︑
愛
は
た
だ
の
肉
欲
に
︑
喜
び
は
苦
し
み
に
変
化
す
る
︒
エ
ロ

ス
が
も
た
ら
す
は
ず
の
喜
び
は
︑
誤
っ
た
使
い
方
に
よ
っ
て
腐
敗

し
︑
怒
り
︑
悲
し
み
︑
苦
痛
︑
敵
意
︑
葛
藤
︑
緊
張
に
よ
っ
て
支

配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
︒

タ
ン
ト
ラ
と
は
︑
こ
の
エ
ロ
ス
の
力
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
︑
そ

れ
に
よ
っ
て
︑
聖
な
る
エ
ロ
ス
の
創
造
的
な
力
を
︑
執
着
と
生
殖

の
サ
イ
ク
ル
か
ら
解
き
放
つ
た
め
の
知
識
と
技
法
の
体
系
な
の
で

あ
る
︒

そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
理
解
す
る
た
め
に
は
︑
生
殖
と
創
造
を

は
っ
き
り
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
︒

︵
性
の
︶
第
一
の
役
割
は
︑
生
命
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
機
能

で
す
︒
そ
れ
は
︑
一
つ
の
ラ
ン
プ
か
ら
別
の
ラ
ン
プ
に
火
を
移

す
よ
う
に
︑
生
命
か
ら
別
の
生
命
を
生
み
出
し
︑
増
や
す
こ
と

で
す
︒
一
が
多
に
な
り
︑
さ
ら
に
増
え
て
い
く
の
で
す
︒

け
れ
ど
も
︑
こ
の
機
能
は
︑
あ
ら
ゆ
る
生
命
に
共
通
で
︑
人

間
に
限
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
人
間
は
︑
特
別
な
生

命
の
形
式
で
す
︒
人
間
と
同
じ
よ
う
な
生
命
の
形
は
︑
ほ
か
に

は
存
在
し
ま
せ
ん
︒
人
間
だ
け
が
︑
そ
の
生
命
を
増
殖
さ
せ
る

だ
け
で
は
な
く
︑
生
命
の
喜
び
を
さ
ら
に
大
き
な
も
の
に
す
る

か
ら
で
す
︒
芸
術
︑
音
楽
︑
詩
︑
文
学
︑
絵
画
︑
建
築
︑
そ
し

て
そ
れ
以
外
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
形
を
つ
う
じ
て
︑
人
間
的
創

造
の
喜
び
は
︑
自
己
を
表
現
し
ま
す
︒
喜
び
を
創
造
し
よ
う
と

す
る
衝
動
と
努
力
な
し
に
︑
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
も
マ
ハ
ー
バ
ー
ラ

タ
も
存
在
し
ま
せ
ん
︒︵
中
略
︶

こ
の
力
は
︑
単
に
︑
人
間
か
ら
人
間
を
生
み
出
す
こ
と
―

こ
れ
は
︑
他
の
動
物
で
も
や
る
こ
と
だ
―
よ
り
も
︑
は
る
か

に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
す19
︒

ち
ょ
っ
と
読
む
と
︑
こ
の
言
葉
は
︑
リ
ビ
ド
ー
を
社
会
的
活
動

や
芸
術
︑
科
学
の
創
造
に
﹁
昇
華
﹂
す
る
と
い
う
︑
フ
ロ
イ
ト
の

思
考
と
よ
く
似
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
︒
け
れ

ど
も
︑
じ
っ
さ
い
に
タ
ン
ト
ラ
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
︑
フ
ロ
イ

ト
と
は
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
︒

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
根
源
的
エ
ネ
ル
ギ

ー
を
覚
醒
さ
せ
︑
霊
的
な
神
経
系
を
作
り
か
え
︑
変
容
さ
せ
る
た

め
の
具
体
的
な
身
体
技
法
だ
︒

タ
ン
ト
ラ
は
︑
性
の
力
を
︑
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
聖
な
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
覚
醒
に
向
か
っ
て
︑
方
向
づ
け
︑
鍛
錬
す
る
た
め
の
プ
ラ

ク
テ
ィ
カ
ル
な
身
体
技
法
と
と
も
に
発
達
し
た
︒
身
体
の
基
底
部

に
眠
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
目
覚
め
︑
頭
頂
に
か
け
の
ぼ
る
︒
強
烈
で

透
明
な
快
楽
に
全
身
は
包
ま
れ
︑
叡
智
が
目
を
覚
ま
す
︒
そ
の
至

高
体
験
を
つ
う
じ
て
︑
は
じ
め
て
真
実
の
創
造
性
は
︑
は
た
ら
く

よ
う
に
な
る
︒

頭
頂
の
チ
ャ
ク
ラ
に
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
霊
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
上

昇
す
る
︒
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
深
い
平
安
と
至
福
の
な
か
に
と
ど

ま
り
つ
づ
け
る
︒
そ
こ
か
ら
叡
智
が
湧
き
起
こ
る
︒
そ
う
や
っ
て

生
ま
れ
る
智
慧
を
ほ
か
の
人
間
に
伝
え
る
の
だ
︒

無
差
別
の
愛
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
満
た
さ
れ
︑
活
動
す

る
︒
そ
う
し
た
変
容
を
も
た
ら
す
た
め
に
こ
そ
︑
タ
ン
ト
ラ
は
︑
呼

吸
法
や
特
殊
な
座
法
︵
ア
ー
サ
ナ
︶︑
あ
る
い
は
マ
ン
ト
ラ
に
よ
っ

て
身
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
呼
び
覚
ま
す
ニ
ヤ
ー
サ
を
は
じ
め
と
す

る
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
駆
使
す
る
の
で
あ
る
︒ 

6
ビ
ン
ド
ゥ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

身
体
の
底
部
に
眠
る
バ
イ
コ
ス
ミ
ッ
ク
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
目
覚

め
さ
せ
︑
高
次
の
神
経
の
中
枢
︵
チ
ャ
ク
ラ
︶
に
上
昇
さ
せ
る
タ
ン

ト
ラ
の
性
愛
の
技
法
に
と
っ
て
︑
最
も
重
要
な
の
は
︑
ビ
ン
ド
ゥ

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
だ
︒

ふ
つ
う
︑
男
性
に
と
っ
て
の
セ
ッ
ク
ス
は
︑
射
精
に
よ
っ
て
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
達
す
る
︒
そ
の
衝
動
か
ら
身
を
引
き
離
し
︑
メ

タ
レ
ベ
ル
の
快
楽
に
変
容
さ
せ
る
た
め
の
訓
練
が
︑
タ
ン
ト
ラ
の

性
の
技
法
の
中
核
を
な
し
て
い
る
︒

こ
の
タ
ン
ト
ラ
の
技
法
の
背
景
に
は
︑
オ
ル
ガ
ス
ム
と
﹁
ビ
ン

ド
ゥ
﹂︵
精
滴
︶
や
﹁
オ
ー
ジ
ャ
ス
﹂
を
め
ぐ
る
イ
ン
ド
の
生
理
学

的
思
考
が
存
在
し
て
い
る
︒

ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
で
は
︑
摂
取
さ
れ
た
食
物
は
七
段
階

の
精
製
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
︑
最
終
的
に
精
子
と
卵
子
が
生
み
出
さ

れ
る
︒
さ
ら
に
そ
れ
を
素
材
に
︑
生
命
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
光

の
場
が
作
り
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
が
﹁
ビ
ン
ド

ゥ
﹂
や
﹁
オ
ー
ジ
ャ
ス
﹂
だ
︒
次
の
よ
う
な
﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂

の
言
葉
は
︑
こ
う
し
た
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
医
学
の
伝
統
に
と
て

も
忠
実
な
も
の
だ
︒

こ
の
体
に
は
︑
生
命
の
活
力
︑﹁
オ
ー
ジ
ャ
ス
﹂
が
存
在
し
て

い
る
と
︑
以
前
説
明
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
ね
︒
こ
の
オ
ー
ジ

ャ
ス
は
︑
睾
丸
の
中
で
︑
精
子
と
精
子
が
浮
遊
す
る
液
体
が
生

産
さ
れ
る
の
と
同
じ
過
程
で
︑
生
み
出
さ
れ
ま
す
︒
適
切
な
心

身
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
行
え
ば
︑
精
子
を
生
産
す
る
こ
の
力
を

も
と
に
︑
肉
体
的
な
精
子
で
は
な
く
︑
不
可
視
の
力
の
﹁
場
﹂

を
︑
す
な
わ
ち
磁
気
的
か
つ
霊
的
な
力
の
﹁
場
﹂
を
︑
体
と
心
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の
中
に
︑
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
︒
こ
れ
こ
そ
︑
秘

密
の
﹁
ビ
ジ
ャ
﹂︵
種
子
︶
と
﹁
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
の
力
で
す
︒
︙
︙

人
間
の
霊
的
・
心
的
・
肉
体
的
な
発
達
は
︑
こ
の
ビ
ン
ド
ゥ
の

保
存
に
か
か
っ
て
い
ま
す
︒
そ
れ
を
誤
っ
て
使
う
と
︑
生
命
力

の
枯
渇
︑
発
達
の
不
均
衡
が
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で

す20
︒

こ
う
し
た
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
と
タ
ン
ト
ラ
に
共
通
な
﹁
オ
ー

ジ
ャ
ス
﹂
や
﹁
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
の
概
念
は
︑
人
間
の
生
命
や
健
康
に

つ
い
て
イ
ン
ド
で
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
精
密
な
観
察
か
ら
生
み

出
さ
れ
た
も
の
だ
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
︒﹁
ビ
ン
ド

ゥ
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
イ
ン
ド
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
而
上
学
的
な
思

考
や
エ
ゾ
テ
リ
ッ
ク
な
生
理
学
と
も
︑
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
の

で
あ
る
︒

じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
︑﹁
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
を
め
ぐ
る
タ
ン
ト
ラ
の
思

考
は
︑
ア
ー
ユ
ル
ヴ
ェ
ー
ダ
の
理
論
を
︑
あ
る
意
味
で
逆
転
し
た

構
造
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

タ
ン
ト
ラ
に
よ
る
と
︑
宇
宙
は
︑
根
源
に
あ
る
﹁
絶
対
的
な
ビ

ン
ド
ゥ
﹂
か
ら
展
開
す
る
︒
悟
り
に
直
接
む
す
び
つ
い
て
い
る
﹁
絶

対
的
な
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
は
︑
人
体
に
お
い
て
は
︑
頭
の
チ
ャ
ク
ラ
の

内
部
に
存
在
し
て
い
る
︒
と
こ
ろ
が
︑
煩
悩
や
欲
望
に
よ
っ
て
下

降
す
る
と
︑
精
子
や
卵
子
に
変
化
し
て
し
ま
う
の
だ
︑
と
タ
ン
ト

ラ
は
語
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
﹁
絶
対
的
な
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
を
め
ぐ
る
思
考
は
︑
ヨ
ー

ガ
か
ら
生
ま
れ
る
宇
宙
的
直
観
と
結
び
つ
い
て
生
ま
れ
た
も
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
︒
そ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
示
し
て
い
る
の
は
︑
タ

ン
ト
ラ
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
発
達
し
た
ハ
タ
ヨ
ー
ガ
の
根
本
経

典
の
一
つ
︑﹃
ゲ
ー
ラ
ン
ダ
サ
ン
ヒ
タ
ー
﹄
で
あ
る
︒
こ
の
テ
キ
ス

ト
の
中
で
は
︑
瞑
想
中
に
︑
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
る
同
心
円
状
の
光

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
︑﹁
ブ
ラ
ー
フ
マ
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る

の
で
あ
る
︒

ヨ
ー
ガ
の
思
考
に
よ
れ
ば
︑
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ

ー
は
︑
こ
の
﹁
オ
ー
ジ
ャ
ス
﹂
や
﹁
ビ
ン
ド
ゥ
﹂
を
土
台
に
し
て

い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
れ
を
た
い
せ
つ
に
あ
つ
か
う
に
は
︑
た

い
そ
う
繊
細
な
配
慮
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

太
陽
と
月
︑
男
性
と
女
性
と
い
う
お
た
が
い
に
異
な
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
融
合
に
よ
っ
て
︑
セ
ッ
ク
ス
は
︑
ほ
か
で
は
あ
ま
り
得
ら

れ
な
い
よ
う
な
︑
と
て
も
大
き
な
生
命
の
力
を
解
放
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒
だ
か
ら
︑
セ
ッ
ク
ス
は
聖
な
る
体
験
へ
の
入
り
口
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
︒

け
れ
ど
も
︑
光
の
体
験
を
も
た
ら
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
性
器
に
下

降
し
︑
射
精
に
よ
っ
て
︑
オ
ー
ジ
ャ
ス
や
ビ
ン
ド
ゥ
が
失
わ
れ
れ

ば
︑
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
︑
高
い
波
動
を
持
つ

頭
頂
の
チ
ャ
ク
ラ
に
到
達
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま

う
︒
射
精
に
よ
っ
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
散
逸
す
れ
ば
︑
体
温
は
下
が

り
︑
心
は
抑
う
つ
の
状
態
に
お
ち
い
っ
て
し
ま
う
︒

セ
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
︑
興
奮
状
態
を
体
験
す
る
こ
と
は
︑
誰
で

も
で
き
る
︒
け
れ
ど
も
︑
そ
れ
を
つ
う
じ
て
︑
別
の
レ
ヴ
ェ
ル
の

精
神
の
波
動
に
達
す
る
た
め
に
は
︑
射
精
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
︑
高

い
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
状
態
を
保
つ
必
要
が
あ
る
︑
と
タ
ン
ト
ラ
は
語

る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
は
じ
め
て
︑
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
を
脳
の
内
部

に
あ
る
高
次
の
チ
ャ
ク
ラ
に
上
昇
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
創
造
的
想
像
力
︑
ア
ー
サ
ナ
︑
マ
ン

ト
ラ
︑
呼
吸
法
に
く
わ
え
て
︑
意
識
の
集
中
や
筋
肉
の
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
と
い
っ
た
︑
も
っ
と
べ
つ
の
方
法
だ
っ
て
必
要
だ
︒

エ
ロ
ス
の
技
法
を
必
要
と
す
る
の
は
︑
男
性
の
ヨ
ー
ギ
だ
け
で

は
な
い
︒
女
性
だ
っ
て
︑
同
じ
だ
︒
女
性
の
行
者
も
性
の
技
法
を

必
要
と
す
る
と
︑
タ
ン
ト
ラ
は
考
え
て
い
る
︒

そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
︑
オ
ル
ガ
ス
ム
を
め
ぐ
っ
て
タ
ン
ト
ラ

の
伝
統
が
積
み
重
ね
て
き
た
観
察
と
体
験
の
サ
イ
エ
ン
ス
で
あ
る
︒

こ
の
タ
ン
ト
ラ
の
サ
イ
エ
ン
ス
に
よ
る
と
︑
女
性
の
オ
ル
ガ
ス
ム

に
は
︑
そ
れ
が
起
こ
る
場
所
に
よ
っ
て
︑
二
つ
の
種
類
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
て
い
る
︒

ふ
つ
う
の
オ
ル
ガ
ス
ム
は
︑
ヴ
ァ
ギ
ナ
の
刺
激
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
︒
下
の
チ
ャ
ク
ラ
を
振
動
さ
せ
る
だ
け
で
︑
エ
ネ
ル
ギ
ー
は

十
分
に
上
昇
し
な
い
ま
ま
で
︑
拡
散
し
て
し
ま
う
︒
快
楽
の
持
続

時
間
は
短
く
︑
そ
の
後
に
︑
不
満
足
と
消
耗
を
も
た
ら
す
︒
場
合

に
よ
っ
て
は
︑
抑
う
つ
の
原
因
と
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
︒

そ
れ
に
た
い
し
て
︑
タ
ン
ト
ラ
に
お
け
る
オ
ル
ガ
ス
ム
は
︑
子

宮
頚
部
の
す
ぐ
う
し
ろ
に
あ
る
ム
ー
ラ
ダ
ー
ラ
・
チ
ャ
ク
ラ
の
内

部
で
起
こ
る
︒
聖
な
る
性
の
儀
礼
の
あ
い
だ
︑
こ
の
チ
ャ
ク
ラ
の

内
部
の
一
点
に
︑
し
っ
か
り
意
識
を
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
内

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆
発
を
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
︒
女
性
行
者
が
︑

性
的
行
為
を
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
覚
醒
に
し
っ
か
り
結
び
つ
け
る
た

め
に
は
︑
こ
の
チ
ャ
ク
ラ
の
ビ
ン
ド
ゥ
に
意
識
を
集
中
す
る
訓
練

が
︑
と
て
も
大
切
に
な
る
︒

霊
的
な
オ
ル
ガ
ス
ム
は
︑
こ
の
ム
ー
ラ
ダ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
へ
の

意
識
集
中
―
﹁
サ
ハ
ジ
ョ
リ
﹂
と
呼
ば
れ
る
―
が
で
き
る
時

間
だ
け
︑
持
続
す
る
︒
そ
の
た
め
︑
こ
の
時
間
を
引
き
延
ば
す
こ

と
は
︑
タ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
ヨ
ー
ガ
に
と
っ
て
︑
た
い
へ
ん
重
要
な

意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
タ
ン
ト
ラ
の
生
理
学
の
背
景
に
は
︑
イ
ン
ド
の
﹁
性

愛
の
学
﹂
が
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
に
積
み
重
ね
て
き
た
と
て
も
精
密

な
観
察
と
発
見
が
あ
る
︒
そ
し
て
︑
人
類
が
性
愛
と
聖
な
る
も
の

の
間
に
関
係
を
発
見
し
て
き
た
プ
ロ
セ
ス
を
た
ど
り
直
そ
う
と
す

る
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
︑
た
い
そ
う
興
味
深
い
こ
と
に
︑
そ
の

内
容
は
現
代
の
最
先
端
の
神
経
生
理
学
と
深
く
対
応
し
て
い
る
の

で
あ
る
︒ 

イ
ン
ド
の
タ
ン
ト
ラ
の
伝
統
は
︑
ム
ー
ラ
ダ
ー
ラ
・
チ
ャ
ク
ラ

で
起
こ
る
性
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
爆
発
を
―
時
に
は
三
十
分
あ
ま

り
も
―
引
き
伸
ば
す
こ
と
を
教
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
た
め

に
︑
呼
吸
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
︑
ヴ
ァ
ギ
ナ
と
子
宮
の
筋

肉
を
収
縮
さ
せ
る
訓
練
法
を
開
発
し
て
き
た
︒
と
く
に
重
要
な
の

は
︑
下
腹
部
の
筋
肉
を
締
め
る
ウ
ッ
デ
イ
ヤ
ー
ナ
バ
ン
ダ
や
︑
ヴ

ァ
ジ
ラ
ア
ー
サ
ナ
︵
結
跏
趺
坐
︶
を
は
じ
め
と
す
る
ア
ー
サ
ナ
で
あ

る
︒
こ
う
し
た
ア
ー
サ
ナ
に
よ
っ
て
︑﹁
サ
ハ
ジ
ョ
リ
﹂
は
自
然
に

で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒

7
エ
ロ
ス
と
超
越

創
造
的
想
像
力
︑
調
息
法
︑
ア
ー
サ
ナ
︑
意
識
の
集
中
︒
あ
ら

ゆ
る
手
法
を
駆
使
し
た
聖
な
る
性
の
ヨ
ー
ガ
に
よ
っ
て
︑
ム
ー
ラ

ダ
ー
ラ
チ
ャ
ク
ラ
の
内
部
で
爆
発
が
起
こ
る
︒
眠
り
か
ら
覚
め
た

ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
の
生
命
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
︑
中
央
の
脈
管
の
内
部
を
︑

チ
ャ
ク
ラ
を
一
つ
一
つ
振
動
さ
せ
な
が
ら
︑
上
昇
す
る
の
だ
︒

そ
う
や
っ
て
ク
ン
ダ
リ
ニ
ー
が
︑
頭
頂
の
サ
ハ
ラ
ス
ラ
ー
ラ
の

チ
ャ
ク
ラ
に
入
る
︒
す
る
と
︑
超
越
的
な
光
を
見
る
︒
深
々
と
し
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た
歓
喜
と
平
安
が
︑
全
身
に
広
が
る
︒

時
間
と
空
間
は
︑
ま
ば
ゆ
い
光
の
中
に
溶
け
去
っ
て
し
ま
う
︒

﹁
サ
フ
ラ
ン
の
淑
女
﹂
は
語
る
︒

上
昇
す
る
力
の
流
れ
は
︑
サ
ハ
ス
ラ
ー
ラ
に
達
し
︑
個
人
の

意
識
と
宇
宙
の
波
動
は
︑
一
つ
に
融
合
し
ま
す
︒
二
人
の
体
は

リ
ラ
ッ
ク
ス
し
︑
す
べ
て
の
感
覚
は
︑
愛
の
な
か
で
︑
ゆ
っ
た

り
と
た
ゆ
た
い
ま
す
︒
過
去
を
想
起
す
る
心
の
は
た
ら
き
は
完

全
に
停
止
し
︑
認
識
と
記
憶
は
分
離
し
ま
す
︒
心
は
︑
ひ
た
す

ら
︑
一
な
る
歓
喜
︑
表
現
を
超
え
た
歓
喜
に
よ
っ
て
︑
占
め
ら

れ
る
の
で
す
︒
︙
︙
静
か
な
エ
ク
ス
タ
シ
ー
︒
二
元
論
は
︑
完

全
に
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
す21
︒

タ
ン
ト
ラ
は
︑
儀
礼
の
力
に
よ
っ
て
︑
二
つ
の
性
を
と
も
ど
も

抜
き
取
り
︑
聖
な
る
一
者
の
体
験
に
超
越
す
る
︒

二
つ
の
性
か
ら
︑
根
源
的
一
者
へ
︒
タ
ン
ト
ラ
の
道
は
︑
存
在

の
原
初
に
わ
た
し
た
ち
を
導
く
︒
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は
じ
め
に

南み
な

方か
た

熊く
ま

楠ぐ
す

︵
一
八
六
七
～
一
九
四
一
︶
の
全
体
像
を
捉
え
る
こ
と

は
︑
非
常
に
難
し
い
︒
多
く
の
人
々
は
︑
熊
楠
が
︑
科
学
雑
誌
﹃
ネ

イ
チ
ャ
ー
︵N

ature

︶﹄へ
五
十
篇
も
の
論
考
を
寄
稿
し
て
い
る
こ
と

を
見
る
と
︑
彼
が
自
然
科
学
者
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る

か
し
れ
な
い
︒
粘
菌
︵
変
形
菌
︶
研
究
を
精
力
的
に
行
っ
て
い
た

こ
と
を
鑑
み
る
と
︑
生
物
学
者
だ
っ
た
と
言
い
た
く
も
な
る
だ
ろ

う
︒
い
や
︑
神
社
合
祀
反
対
運
動
で
鎮
守
の
森
を
守
っ
た
の
だ
か

ら
︑
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
が
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
︒﹁
十
二
支
考
﹂

を
中
心
に
︑
お
び
た
だ
し
い
ほ
ど
の
民
俗
学
に
関
す
る
論
考
を
書

い
た
の
だ
か
ら
︑
や
は
り
民
俗
学
者
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
―
︒

熊
楠
の
異
様
な
ま
で
の
多
才
さ
は
︑
我
々
に
あ
る
種
の
不
気
味

さ
を
引
き
起
こ
す
︒
彼
を
捉
え
よ
う
と
す
る
と
︑
い
つ
も
そ
の
手

か
ら
滑
り
落
ち
て
い
く
よ
う
な
感
覚
が
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
我
々

は
︑
彼
を
何
と
か
必
死
で
﹁
定
義
﹂
し
よ
う
と
す
る
の
か
も
し
れ

な
い
︒
そ
う
し
な
い
と
︑
落
ち
着
か
な
い
の
で
あ
る
︒
何
か
し
ら

の
枠
に
当
て
は
め
な
い
と
︑
我
々
は
︑
南
方
熊
楠
と
い
う
存
在
に

飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
の
で
あ
る
︒

熊
楠
は
︑
ロ
ン
ド
ン
遊
学
か
ら
帰
国
後
︑
す
ぐ
に
那
智
山
に
籠

り
︑
約
三
年
間
を
過
ご
し
た
︒
こ
の
期
間
を
︑
通
称
﹁
那
智
隠い

ん

栖せ
い

期
﹂
と
い
う
︒
そ
し
て
こ
の
期
間
に
︑
熊
楠
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
身

心
変
容
体
験
を
し
て
い
る
︒
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
﹁
体
外
離
脱
﹂

体
験
は
︑
熊
楠
研
究
者
が
彼
の
那
智
隠
栖
期
を
語
る
際
に
︑
必
ず

と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
話
題
に
す
る
事
柄
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
の

よ
う
な
体
験
に
対
す
る
熊
楠
の
姿
勢
や
言
説
は
い
か
な
る
も
の
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

あ
っ
た
の
か

0

0

0

0

0

を
︑
真
正
面
か
ら
論
じ
た
研
究
は
︑
こ
れ
ま
で
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

本
稿
で
は
︑
熊
楠
が
聖
地
那
智
山
で
経
験
し
た
身
心
変
容
体
験

に
つ
い
て
︑
彼
の
言
説
と
︑
英
国
の
心
霊
現
象
研
究
者
フ
レ
デ
リ

ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
︵Frederick W

illiam
 H

enry M
yers; 

一
八
四
三
～

一
九
〇
一1

︶
の
言
説
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
す
る
︒
そ
し
て
︑
現

代
で
は
﹁
異
常
﹂
と
さ
れ
︑
捨
て
置
か
れ
る
事
柄
の
背
景
に
潜
む
︑

人
間
と
し
て
の
根
本
的
な
﹁
在
り
方
﹂
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

1
近
代
科
学
と
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム

一
八
八
〇
～
九
〇
年
代
に
か
け
て
︑
世
界
屈
指
の
学
問
都
市
ロ

ン
ド
ン
で
は
︑
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
が
︑
か
つ
て
な
い
ほ
ど
流
行
し

て
い
た
︒
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
は
︑
近
代
科
学
の
勃
興
期
︑
そ
の
﹁
在

り
方
﹂
に
疑
問
を
感
じ
︑
他
の
﹁
何
か
﹂
を
信
じ
た
い
人
々
の
一

種
の
避ア

ジ
ー
ル

難
地
と
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
よ
う
な
中
︑

一
八
八
二
年
に
︑
マ
イ
ヤ
ー
ズ
ら
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
知
識

人
た
ち
に
よ
っ
て
︑
英
国
心
霊
現
象
研
究
協
会
︵The Society for 

Psychical Research

︶︑
通
称
S
P
R
が
設
立
さ
れ
た
︒
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
と
言
え
ば
︑
周
知
の
と
お
り
︑
自
然
科
学
系
の
ノ
ー
ベ
ル

賞
受
賞
者
が
世
界
で
も
っ
と
も
多
い
大
学
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
な
大
学
に
お
い
て
︑
古
典
文
学
を
学
ん
だ
マ
イ
ヤ
ー
ズ

は
︑
同
大
学
倫
理
学
教
授
の
ヘ
ン
リ
ー
・
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
︵H

enry 

Sidwick; 

一
八
三
八
～
一
九
〇
〇
︶︑
心
理
学
者
の
エ
ド
マ
ン
ド
・
ガ

ー
ニ
ー
︵Edm

und G
urney; 

一
八
四
七
～
一
八
八
八
︶︑
政
治
家
の
ア

ー
サ
ー
・
バ
ル
フ
ォ
ア
︵A

rthur Jam
es Balfour; 

一
八
四
八
～
一
九
三

〇
︶
ら
と
親
交
を
深
め
︑
S
P
R
を
創
設
し
た
の
で
あ
る
︒
初
代

会
長
に
は
︑
当
時
世
間
的
に
も
知
名
度
の
あ
っ
た
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

が
任
命
さ
れ
た
︒
マ
イ
ヤ
ー
ズ
自
身
は
︑
五
代
目
会
長
を
務
め
た
︒

そ
の
会
の
主
た
る
目
的
は
︑
自
動
発
話
︑
人
間
同
士
の
テ
レ
パ
シ

ー2
交
信
の
可
能
性
︑
催
眠
術
と
テ
レ
パ
シ
ー
と
の
関
係
・
仕
組
み

の
解
明
で
あ
っ
た
︒

一
方
そ
の
頃
︑
ロ
ン
ド
ン
遊
学
中
︵
一
八
九
二
～
一
九
〇
〇
︶
で

あ
っ
た
熊
楠
は
︑
大
英
博
物
館
で
の
研
究
の
傍
ら
︑
ロ
ン
ド
ン
中

心
部
に
位
置
す
る
ハ
イ
ド
・
パ
ー
ク
の
一
角
に
あ
る
ス
ピ
ー
カ
ー

ズ
・
コ
ー
ナ
ー
で
連
日
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
無
神
論
者
の
演

説
を
し
ば
し
ば
傍
聴
し
に
行
っ
て
い
た
︒
熊
楠
は
︑
こ
の
頃
︑
近

代
科
学
に
か
な
り
傾
倒
し
て
い
た3
︒
熊
楠
は
︑
ロ
ン
ド
ン
で
知
り

合
っ
た
友
人
の
真
言
僧
侶
・
土ど

宜ぎ

法ほ
う

龍り
ゅ
う︵

一
八
五
四
～
一
九
二
三4

︶

に
対
し
て
︑
以
下
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
て
い
る
︒
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第四部　身心変容技法と心霊的体験と洞窟

南
方
熊
楠
の
心
霊
研
究
と
身
心
変
容
体
験

―
那
智
隠い

ん

栖せ
い

期
を
中
心
に

唐
澤
太
輔

龍
谷
大
学
世
界
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
博
士
研
究
員
／
哲
学
・
倫
理
学

第
四
部
❖
身
心
変
容
技
法
と
心
霊
的
体
験
と
洞
窟



し
か
し
て
こ
の
無
神
論
者
は
み
な
科
学
の
三
験
に
徹
し
て
︑
物

体
開
花
上
は
な
は
だ
有
用
の
人
物
の
み
な
り
︒
し
か
し
て
仁
者

︹
＝
法
龍
︺
い
た
ず
ら
に
心
内
の
妙
味
の
み
を
説
い
て
︑
科
学
の

大
功
用
︑
大
理
則
あ
る
を
捨
つ
る
は
︑
は
な
は
だ
小
生
と
見
解

を
異
に
す
︒︵
一
八
九
三
年
十
二
月
二
十
四
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︑

︹　

︺
内
―
筆
者
︶﹇
往
復
書
簡
：
五
三
﹈

つ
ま
り
︑
熊
楠
は
こ
こ
で
︑
法
龍
に
対
し
て
﹁
見
え
な
い
心
の

中
の
こ
と
ば
か
り
説
か
ず
に
︑
科
学
の
実
証
的
な
考
え
方
や
そ
の

有
用
性
こ
そ
考
え
る
べ
き
だ
﹂
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑

同
じ
く
法
龍
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
︒

ま
た
汝
︑
オ
ッ
カ
ル
チ
ズ
ム
ご
と
き
腐
っ
た
も
の
を
理
外
の

理
な
ど
い
う
て
求
め
ん
と
す
︒︹
︙
︙
︺
汝
︑
か
か
る
つ
ま
ら
ぬ

こ
と
を
も
っ
て
俗
人
に
す
す
め
ん
と
す
る
や
︒︵
一
八
九
四
年
三

月
三
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
一
五
九
﹈︵
傍
線
―
筆

者5
︶

つ
ま
り
︑
熊
楠
は
﹁
あ
な
た
は
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
の
よ
う
な
腐

っ
た
も
の
を
人
々
に
勧
め
よ
う
と
す
る
の
か
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
︒

こ
れ
は
︑
か
な
り
辛し

ん

辣ら
つ

な
言
葉
で
あ
る
︒

法
龍
は
︑
こ
の
頃
︑
真
言
宗
ひ
い
て
は
日
本
の
宗
教
界
の
未
来

を
考
え
︑
そ
の
新
た
な
道
を
︑
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
も
見
出
せ
な

い
か
と
模
索
し
て
い
た
︒
以
下
は
︑
法
龍
か
ら
熊
楠
に
宛
て
た
書

簡
で
あ
る
︒

ま
た
オ
ッ
ク
ル
チ
ズ
ム
は
︑
予
は
は
な
は
だ
そ
の
方
法
の
真

言
秘
密
道
︑
チ
ベ
ッ
ト
大
乗
の
教
え
︑
こ
れ
に
類
す
る
と
聞
く
︒

故
に
こ
れ
を
調
べ
ん
と
欲
せ
し
な
り
︒︵
日
付
不
明
︑
南
方
熊
楠

宛
書
簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
二
五
﹈

も
ち
ろ
ん
︑
法
龍
が
西
洋
の
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
傾
倒
し
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
が
︑
そ
れ
に
真
言
密
教
と
の
何
か
し
ら
の
つ
な

が
り
や
可
能
性
を
感
じ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
事
実
︑
熊

楠
に
対
し
て
︑
以
下
の
よ
う
に
︑
S
P
R
の
調
査
依
頼
も
出
し
て

い
る
︒

ま
た
ウ
エ
ス
ト
・
ミ
ニ
ス
タ
ー
寺
の
内
に
﹁
ソ
サ
イ
チ
ー
・

ホ
ー
ル
・
サ
イ
キ
カ
ー
ル
・
リ
ゾ
ル
チ
ー
﹂︹The Society for 

Psychical Research

︺
と
い
う
も
の
あ
り
て
︑
し
き
り
に
幽
霊
等

の
こ
と
を
取
り
調
べ
お
り
候
由
︒︹
︙
︙
︺
御
取
り
調
べ
下
さ
ら

ず
や
︑
願
い
上
げ
候
︒
ま
た
英
国
に
て
目
今
﹁
ス
ピ
リ
ア
リ
ズ

ム
﹂︒
右
は
如
何
に
流
行
致
し
お
り
候
や
︑
御
便
に
御
知
ら
せ
願

い
上
げ
候
︒︹
︙
︙
︺
ま
た
﹁
オ
ッ
ク
ル
チ
ズ
ム
﹂︒
右
は
如
何

に
行
な
わ
れ
お
り
候
や
︑
こ
れ
ま
た
御
尋
ね
申
し
上
げ
候
︒
御

便
に
御
知
ら
せ
願
い
上
げ
候
な
り
︒︵
日
付
不
明
︑
南
方
熊
楠
宛

書
簡
︑︹　

︺
内
―
筆
者
︶﹇
往
復
書
簡
：
八
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑
こ
の
法
龍
か
ら
の
依
頼
を
受
け
流
し
て
い
る
︒
結
局
︑

熊
楠
が
在
外
中
に
︑
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
本
格
的
な
関
心
を
示
す

こ
と
は
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
熊
楠
は
︑
帰
国
後
︑
彼
が
那
智
山

に
隠
栖
し
た
と
き
か
ら
︑
急
激
に
オ
カ
ル
テ
ィ
ズ
ム
に
関
心
を
示

す
よ
う
に
な
る
︒
そ
れ
ま
で
﹁
オ
ッ
カ
ル
チ
ズ
ム
ご
と
き
腐
っ
た

も
の
﹂
と
ま
で
言
い
放
っ
て
い
た
熊
楠
の
態
度
の
変
化
の
背
景
に

は
︑
以
下
で
述
べ
る
よ
う
に
︑
マ
イ
ヤ
ー
ズ
に
よ
る
大
著
﹃
ヒ
ュ

ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄Human Personality and Its Survival of Bodily 

D
eath  vol,1 &

2

と
︑
那
智
山
に
お
け
る
身
心
変
容
体
験
が
あ
る
︒

2H
um

an Personality and Its 
Survival of B

odily D
eath

﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
は
︑
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
遺
稿

を
も
と
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
構
成
は
︑
以
下
の
と

お
り
で
あ
る
︒

︿
第
一
巻
﹀

一
章 　

序
論
︑
二
章 　

 

人
格
の
分
裂
︑
三
章 　

 
天
才
︑
四
章 

睡
眠
︑
五
章 　

 

催
眠
術
︑
六
章 　

 

知
覚
の
自
動
作
用

︿
第
二
巻
﹀

七
章 　

 

死
者
の
幻
影
︑
八
章 　

 

筋
肉
上
の
自
動
作
用
︑
九
章  

ト
ラ
ン
ス
・
憑
依
・
エ
ク
ス
タ
シ
ー
︑
十
章 　

 

結
語

こ
の
著
作
は
︑
発
刊
当
時
イ
ギ
リ
ス
で
も
話
題
と
な
っ
た
よ
う

で
︑
大
学
に
お
い
て
心
理
学
の
教
科
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い

た
と
い
う
﹇
三
浦
：
一
二
四
﹈︒
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
死
後
︑
一
九
〇
三

年
二
月
に
発
刊
さ
れ
︑
英
国
新
聞
紙
上
で
も
広
く
紹
介
さ
れ
て
い

る
︒
し
か
し
︑
熊
楠
が
︑
こ
の
著
作
を
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
知
っ

た
の
か
は
不
明
で
あ
る
︒
残
さ
れ
て
い
る
日
記
を
見
る
限
り
︑
当

時
の
熊
楠
が
︑
英
字
新
聞
を
取
り
寄
せ
て
い
た
形
跡
は
な
い
の
で
︑

﹃
ネ
イ
チ
ャ
ー
﹄
や
日
本
の
学
術
誌
の
広
告
欄
か
ら
知
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
︒
と
も
か
く
︑
熊
楠
は
︑
刊
行
当
時
か
ら
︑
こ
の
著
作

に
目
を
つ
け
て
お
り
︑
早
々
に
購
入
予
定
で
あ
る
こ
と
を
︑
法
龍

に
も
知
ら
せ
て
い
る
︒

今
年M

マ
イ
エ
ル
ス

yers

と
い
う
人
︑一
生
か
か
り
て
か
の
ロ
ン
ド
ン
不
思

議
会
を
し
ら
べ
た
る
研
究
の
結
果
と
し
てH

ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

uman P

パ
ル
ソ
ナ
リ
チ
ー
・

ersonality a エ
ン
ド
・

nd   I イ
ッ
ツ
・

ts      

S

サ
ー
バ
イ
バ
ル
・

urvival   o オ
ヴ
・

f  B

ボ
ジ
リ
ー
・

odily D

デ
ッ
ス

eath ︵
人
間
箇
人
質
と
そ
の
体
の
死
後
の
留
存
︶
と

題
し
︑
二
冊
︵
上
巻
は
序
文
四
十
六
頁
と
本
文
七
百
頁
︑
下
巻
は
序

文
二
十
頁
と
本
文
六
百
六
十
頁
︶
の
大
本
出
で
た
り
︒
二
十
一
円

ほ
ど
す
る
な
り
︒︵
一
九
〇
三
年
八
月
八
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︶

﹇
往
復
書
簡
：
三
三
五
﹈

熊
楠
は
︑
一
九
〇
四
年
二
月
十
二
日
に
︑
こ
の
書
を
取
り
入
手

し
て
い
る
︒
届
く
や
否
や
︑
熊
楠
は
こ
の
大
著
を
読
み
ふ
け
っ
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
お
よ
そ
二
个
月
か
け
て
読
破
し
て
い
る
︒﹃
ヒ
ュ

ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
入
手
後
︑
読
了
ま
で
︑
熊
楠
の
日

記
に
は
﹁
夜
臥
内
に
てM

yers

よ
む
︒﹂
と
い
う
記
述
が
毎
日
の
よ

う
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
熊
楠
は
︑
こ
の
著
作
を
日
本
語
に

翻
訳
し
た
上
で
︑
注
釈
と
自
身
の
論
を
付
し
て
発
刊
す
る
こ
と
を

考
え
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
熊
楠
は
﹁
抄
訳
し
︑
そ
れ
に
小
生
の

注
を
付
し
︑
最
後
に
小
生
の
論
を
付
し
︙
︙
﹂︵
一
九
〇
四
年
三
月

二
十
四
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
四
〇
二
﹈
な
ど
と
も

書
い
て
い
る
︒
し
か
し
残
念
な
が
ら
︑
結
局
そ
れ
は
実
現
さ
れ
な

か
っ
た
︒
熊
楠
は
︑
こ
の
著
作
を
﹁
近
来
希
な
る
著
作
﹇
南
方
：

六
九6
﹈﹂
と
ま
で
評
価
し
て
お
り
︑
彼
に
与
え
た
で
あ
ろ
う
そ
の
影

響
力
の
大
き
さ
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
熊
楠
の
生
涯

に
お
け
る
膨
大
な
数
の
論
考
に
お
い
て
も
︑
し
ば
し
ば
こ
の
著
作

は
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
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3
那
智
へ

一
九
〇
〇
年
十
月
︑
熊
楠
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰
国
し
た
︒
一
八

八
六
年
十
二
月
︵
熊
楠
十
九
歳
︶
に
ア
メ
リ
カ
へ
渡
り
︑
そ
の
後
一

八
九
三
年
九
月
︵
熊
楠
二
十
五
歳
︶
に
ロ
ン
ド
ン
へ
渡
り
研
究
を
続

け
て
い
た
熊
楠
は
︑
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
無
念
の
帰
国
を
果
た

し
た
︒
ま
る
十
四
年
に
わ
た
る
海
外
遊
学
で
あ
っ
た
︒
熊
楠
は
そ

の
間
︑
パ
シ
フ
ィ
ッ
ク
・
ビ
ジ
ネ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
︵Pacific Business 

C
ollege

︶︑
ミ
シ
ガ
ン
州
立
農
学
校
︵The State A

gricultural C
ollege 

of M
ichigan

︶
を
立
て
続
け
に
ド
ロ
ッ
プ
ア
ウ
ト
し
︑
結
局
︑
学
位

を
取
得
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
も
︑

こ
の
大
英
博
物
館
に
お
よ
そ
六
年
ば
か
り
お
り
し
︒
館
員
と

な
る
べ
く
い
ろ
い
ろ
す
す
め
ら
れ
た
れ
ど
も
︑
人
と
な
れ
ば
自

在
な
ら
ず
︑
自
在
な
れ
ば
人
と
な
ら
ず
で
︑
自
分
は
至
っ
て
勝

手
千
万
な
男
ゆ
え
辞
退
し
就
職
せ
ず
︑
た
だ
館
員
外
の
参
考
人

た
り
し
に
止
ま
る
︒︵
一
九
二
五
年
一
月
三
十
一
日
付
矢
吹
義
夫
宛

書
簡
︑
い
わ
ゆ
る
﹃
履
歴
書
﹄︶﹇
全
集
七
：
一
五
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

と
い
う
こ
と
で
︑
大
英
博
物
館
内
で
短
期
的
な
手
伝
い
︵
仏
教
関

係
の
収
蔵
品
の
整
理
・
目
録
作
成
︶
を
行
っ
た
り
は
し
た
が
︑
正
規

の
職
員
と
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
熊
楠
は
︑
十
四
年
の

海
外
生
活
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
学
位
も
と
ら
ず
︑
無
職
の
ま
ま
帰

国
し
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
︑
地
位
や
名
誉
な
ど
に
ま
っ
た

く
こ
だ
わ
ら
な
い
熊
楠
の
生
き
方
は
︑﹁
常
人
﹂
に
は
理
解
し
が
た

い
も
の
で
あ
っ
た
︒
熊
楠
は
︑﹁
蚊か

帳や

の
ご
と
き
洋
服
一
枚
﹂︵
一

九
二
五
年
一
月
三
十
一
日
付
矢
吹
義
夫
宛
書
簡
︑
い
わ
ゆ
る
﹃
履
歴
書
﹄︶

﹇
全
集
七
：
二
四
﹈
を
ま
と
い
︑
動
植
物
の
標
本
と
書
籍
の
み
を
持

っ
て
帰
国
し
た
︒
神
戸
港
に
迎
え
に
来
た
弟
の
常
楠
は
︑
こ
の
よ

う
な
兄
を
ど
の
よ
う
に
遇
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
に
違

い
な
い
︒

常
楠
は
︑
父
か
ら
酒
造
業
︵
南
方
酒
造
︑
現
在
も
﹁
世
界
一
統
﹂

と
い
う
名
で
経
営
さ
れ
て
い
る
︶
を
受
け
継
ぎ
︑
大
成
功
を
収
め
て

い
た
︒
結
局
︑
熊
楠
は
︑
一
九
〇
一
年
十
月
︑
弟
の
経
営
す
る
南

方
酒
造
の
勝
浦
支
店
を
手
伝
う
と
い
う
名
目
で
︑
紀
伊
半
島
南
部

の
勝
浦
町
へ
向
か
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
し
て
翌
年
一
月
か
ら
︑
那

智
山
・
大
門
坂
参
詣
道
入
口
の
す
ぐ
近
く
に
あ
る
大
阪
屋
と
い
う

旅
館
を
常
宿
に
す
る
こ
と
に
な
る
︒
挫
折
し
た
熊
楠
は
︑
ま
る
で

引
き
寄
せ
ら
れ
る
か
の
よ
う
に
︑
那
智
山
へ
や
っ
て
来
た
の
で
あ

る
︒4

体
外
離
脱

英
国
か
ら
の
不
本
意
の
帰
国
︑
家
族
か
ら
理
解
さ
れ
な
い
孤
独

は
︑
熊
楠
を
精
神
的
に
追
い
詰
め
た
︒
さ
ら
に
︑
古
来
︑
生
と
死

の
通
路
と
し
て
名
高
い
那
智
山
で
の
生
活
は
︑
熊
楠
の
身
心
に
さ

ま
ざ
ま
な
影
響
を
与
え
た
︒
た
と
え
ば
︑
当
時
の
日
記
に
は
︑
以

下
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
︒

一
九
〇
四
年
三
月
十
日　

朝
晴
︑
午
後
雨　

蛙
連
声
し
て
鳴

は
じ
む

う
つ
ゝ
に
て
︵
幻
想
と
い
ふ
こ
と
知
り
な
が
ら
︶
黒
き
紐
あ
る

人
形
如
き
も
の
と
な
り
︑
竜
動
の
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ウ
ン
ド
鉄
道

の
上
り
路
如
き
所
を
進
み
又
却
退
し
︵
進
退
と
も
頭
は
同
一
方
に

向
ひ
︶
又
下
に
お
り
る
一
所
︑
家
の
外
に
一
男
一
女
︵
日
本
人
︶

あ
る
を
見
る
を
わ
ざ
と
見
ず
︑
人
形
如
き
も
の
に
自
分
の
意
志

集
る
︒
注
意
点
と
見
ゆ
︒﹇
日
記
二
：
四
一
三
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
こ
こ
で
︑
自
分
が
﹁
黒
き
紐
あ
る
人
形
﹂
の
よ
う
な
も

の
と
な
り
︑
ロ
ン
ド
ン
の
地
下
鉄
の
登
り
坂
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を

進
ん
だ
り
戻
っ
た
り
し
た
と
い
う
︒
そ
の
途
中
で
︑
熊
楠
は
︑
家

の
外
に
日
本
人
の
男
女
が
い
た
が
︑︵
ど
う
い
う
理
由
か
は
不
明
だ

が
︶
わ
ざ
と
見
ぬ
ふ
り
を
し
た
と
い
う
︒
熊
楠
は
︑
同
じ
よ
う
な

事
柄
を
翌
月
に
も
経
験
し
て
い
る
︒

一
九
〇
四
年
四
月
二
十
五
日　

雨
︑
夜
大
風
雨

夜
大
風
雨
︑
予
︑
灯
を
消
し
て
後
魂
遊
す
︒
此
前
も
あ
り
し

が
︑
壁
を
透
ら
ず
︑
ふ
す
ま
︑
障
子
等
開
き
得
る
所
を
通
る
故

に
迂
廻
な
り
︒
枕
本
の
ふ
す
ま
の
あ
な
た
辺
迄
引
返
し
逡
巡
中
︑

急
に
自
分
の
頭
と
覚
き
所
へ
ひ
き
入
る
︒
恰
もvorticella

が
螺

旋
状
に
延
し
後
急
に
驚
き
ひ
き
縮
る
如
し
︒
飛
頭
蛮
の
こ
と
多

少
か
ゝ
る
こ
と
よ
り
出
し
な
ら
ん
︒﹇
日
記
二
：
四
三
一
﹈︵
傍
線

―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑﹁
此
前
も
あ
り
し
が
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
れ
は
前
述

︵
三
月
十
日
︶
の
事
柄
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
で
熊
楠
は
︑
は
っ
き
り

と
﹁
魂
遊
す
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
魂
が
身
体
か
ら
離
脱

0

0

0

0

0

0

0

0

し
た

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
時
︑
熊
楠
は
︑
自
分
の
頭
が
飛ひ

頭と
う

蛮ば
ん

︵
妖
怪
ろ
く
ろ
く
び
︶
の
よ
う
に
︑
あ
る
い
はvorticella

︵
ツ

リ
ガ
ネ
ム
シ
：
繊
毛
虫
の
一
種
で
︑
体
は
逆
釣
鐘
形
と
柄
か
ら
な
る
︒

種
々
の
刺
激
に
応
じ
て
収
縮
し
︑
柄
は
螺
旋
状
に
巻
か
れ
る
︶
の
よ
う

に
︑
螺
旋
状
に
伸
び
︑
辺
り
を
逡
巡
し
た
と
い
う
︒
最
終
的
に
︑
頭

︵
首
︶
は
縮
ま
り
︑
も
と
に
戻
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
熊
楠
は
︑
そ

の
頭
︵
首
︶
は
︑
壁
を
透
き
通
る
と
い
う
こ
と
は
な
く
︑
ふ
す
ま

や
障
子
の
開
い
て
い
る
所
を
通
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒

熊
楠
は
︑
こ
の
と
き
の
事
柄
が
よ
ほ
ど
印
象
に
残
っ
た
の
で
あ

ろ
う
︒
二
个
月
後
︑
法
龍
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
も
︑
同
じ
こ
と

を
述
べ
て
い
る
︒

　

又
魂
遊
と
い
ふ
こ
と
あ
り
︑
予
も
今
春
已
に
之
を
な
せ
り
︒
糸

に
て
自
己
の
頭
を
つ
な
ぎ
︑
俗
に
い
ふ
ろ
く
ろ
く
び
如
く
に
︑
室

の
外
に
遊
ひ
︑
其
現
状
を
見
る
な
り
︒
此
事
亦
寒
甚
き
山
中
等

に
て
︑
か
ゝ
る
も
の
ゝ
説
を
聞
合
す
に
︑
み
な
同
一
な
り
︒︵
一

九
〇
四
年
六
月
二
十
一
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︶[

南
方
：
六
六]

︵
傍
線
―
筆
者
︶

こ
こ
で
熊
楠
は
︑﹁
糸
﹂
で
頭
が
つ
な
が
れ
た
よ
う
な
状
態
︑
つ

ま
り
﹁
ろ
く
ろ
く
び
﹂
の
よ
う
に
な
っ
て
︑
部
屋
の
外
を
飛
び
回

っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
熊
楠
が
こ
の
﹁
体
外
離
脱
﹂
を
経
験
し
て

い
た
の
は
︑
三
月
︑
四
月
で
あ
っ
た
︒
春
と
は
い
え
︑
雨
が
降
れ

ば
︑
那
智
山
は
凍
え
る
よ
う
な
寒
さ
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
熊
楠
が

﹁
体
外
離
脱
﹂
を
経
験
し
た
の
は
︑
二
度
と
も
雨
の
日
で
あ
っ
た
︒

さ
ら
に
︑
一
九
一
一
年
八
月
﹁
睡
眠
中
に
霊
魂
抜
け
出
づ
と
の

迷
信
︵
一
︶﹂
の
中
で
︑
熊
楠
は
︑
こ
の
那
智
山
に
こ
も
っ
て
い
た

と
き
の
経
験
を
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

200
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七
年
前
厳
冬
に
︑
予
︑
那
智
山
に
孤
居
し
︑
空
腹
で
臥
し
た

る
に
︑
終
夜
自
分
の
頭
抜
け
出
で
家
の
横
側
な
る
牛
部
屋
の
辺

を
飛
び
廻
り
︑
あ
り
あ
り
と
闇
夜
中
に
そ
の
状
況
を
く
わ
し
く

視
る
︒
み
ず
か
ら
そ
の
精
神
変
態
に
あ
る
を
知
る
と
い
え
ど
も
︑

繰
り
返
し
繰
り
返
し
か
く
の
ご
と
く
な
る
を
禁
じ
え
ざ
り
し
︒
そ

の
後Frederic W

. H
. M

yers, H
uman Personality , 1903, vol. ii, pp.193, 

322

を
読
ん
で
︑
世
に
か
か
る
例
尠
な
か
ら
ぬ
を
知
れ
り
︒︵
一

九
一
一
年
八
月
﹁
睡
眠
中
に
霊
魂
抜
け
出
づ
と
の
迷
信
︵
一
︶﹂﹃
人

類
学
雑
誌
﹄
二
七
巻
五
号
︶﹇
全
集
二
：
二
六
〇
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑
那
智
に
隠
栖
し
て
い
た
と
き
︑
空
腹
で
臥
し
て
い
る

と
︑
自
分
の
頭
が
身
体
か
ら
抜
け
出
て
宿
の
隣
に
あ
っ
た
牛
部
屋

の
辺
り
を
飛
び
回
り
︑
あ
り
あ
り
と
そ
の
状
況
を
見
て
覚
え
て
い

た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
こ
の
よ
う
な
事
柄
は
﹁
精
神
変
態
﹂
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
た
が
︑
繰
り
返
し
同
じ
よ
う
な
こ

と
が
起
こ
る
こ
と
を
自
分
の
力
で
は
ど
う
に
も
止
め
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
と
い
う
︒

そ
し
て
︑
自
身
が
経
験
し
た
﹁
精
神
変
態
﹂
と
同
じ
事
柄
を
︑
熊

楠
は
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
で
も
見
出
す
に
至
る
︒

5
『
ヒ
ュ
ー
マ
ン・パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
』に

お
け
る
記
述
と
の
比
較7

熊
楠
は
︑
前
述
し
た
﹁
睡
眠
中
に
霊
魂
抜
け
出
づ
と
の
迷
信

︵
一
︶﹂に
お
い
て
︑﹁Frederic W

. H
. M

yers, H
uman Personality , 1903, 

vol. ii, pp.193, 322

﹂
に
も
同
じ
よ
う
な
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
ま
ず
は
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー

ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
第
二
巻
の
一
九
三
頁
の
記
述
を
見
て
み
た
い
︒

我
々
の
も
っ
て
い
る
証
言
は
︑
時
に
明
ら
か
に
普
通
の
眠
り

の
間
︑
魂
は
肉
体
か
ら
出
回
る
の
で
は
な
い
か
︑
そ
し
て
多
少

混
乱
し
つ
つ
も
こ
の
千
里
眼
的
︹
体
外
︺
離
脱
に
お
い
て
見
た

こ
と
の
記
憶
を
持
ち
帰
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
こ

と
を
示
す
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
起
き
て
い
る
間
に
も
︑
突

発
的
な
も
の
と
し
て
︑
確
か
に
起
こ
り
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
通
常
の
眠
り
は
︑
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
助
け
る
よ
う
で
あ

る
︒
そ
し
て
︵
自
発
的
あ
る
い
は
誘
導
的
な
︶
よ
り
深
い
眠
り
は
︑

さ
ら
に
そ
れ
を
助
長
す
る
よ
う
で
あ
る
︒
死
に
先
立
つ
昏
睡
に

お
い
て
︑
あ
る
い
は
時
に
死
と
見
な
さ
れ
る
﹁
仮
死
状
態
﹂
に

お
い
て
︑
こ
の
︹
魂
の
︺
出
回
り
の
能
力
︹
＝
体
外
離
脱
︺
は
︑

そ
の
頂
点
に
達
す
る
よ
う
で
あ
る
︒︵
和
訳
・︹　

 

︺
内
・
傍
線
―

筆
者
︶

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
︑
こ
こ
で
︑
人
が
眠
っ
て
い
る
間
に
︑
魂
が
抜

け
出
て
︑
そ
の
間
見
た
も
の
を
記
憶
し
て
戻
っ
て
く
る
こ
と
が
あ

る
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
深
い
眠
り
は
そ
れ
を
助
長
す
る
の
で

は
な
い
か
と
言
う
︒
特
に
︑
死
に
先
立
つ
﹁
仮
死
状
態
︵
原
文 

suspended anim
ation

﹂
に
お
い
て
︑﹁
体
外
離
脱
﹂
体
験
は
︑
ピ

ー
ク
に
達
す
る
と
い
う
︒

次
に
︑
熊
楠
が
指
摘
し
て
い
る
も
う
一
つ
の
箇
所
︑﹃
ヒ
ュ
ー
マ

ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
第
二
巻
の
三
二
二
頁
を
見
て
み
た
い
︒

テ
ィ
ト
リ
ス
山
の
危
険
な
登
山
の
間
に
︑
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
氏

は
︑
彼
の
仲
間
た
ち
と
は
ぐ
れ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
し
て
休
む
た

め
に
座
り
︑
寒
さ
の
た
め
に
麻
痺
し
て
い
た
︒
し
か
し
︑
彼
の

頭
は
︑
ク
リ
ア
な
ま
ま
で
︑
ウ
ィ
ル
ツ
博
士
に
よ
っ
て
説
明
さ

れ
た
︑
体
外
離
脱
と
﹁
伸
縮
自
在
の
ひ
も
の
よ
う
な
も
の
﹂
に

よ
っ
て
く
っ
つ
け
ら
れ
て
い
る
感
覚
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
︒
こ

の
状
態
の
間
︑
彼
は
︑
は
ぐ
れ
た
仲
間
た
ち
に
関
す
る
千
里
眼

的
印
象
を
も
ち
︑
彼
ら
が
戻
っ
て
き
た
際
に
︑
彼
ら
が
行
っ
て

い
た
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
非
常
に
驚
か
せ
た
︒︵
和

訳
・︹　

 

︺
内
・
傍
線
―
筆
者
︶

テ
ィ
ト
リ
ス
山
と
は
︑
ス
イ
ス
の
中
央
に
そ
び
え
る
山
で
あ
る
︒

そ
こ
で
︑
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
と
い
う
人
物
は
︑﹁
体
外
離
脱
﹂
を
経
験

し
た
︒
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
は
︑
伸
縮
自
在
の
ひ
も
の
よ
う
な
も
の
︵
原

文a kind of elastic string

︶
で
頭
と
体
が
く
っ
つ
け
ら
れ
て
い
る
感
覚

が
あ
っ
た
と
い
う
︒
体
は
麻
痺
し
て
い
た
が
︑
思
考
は
は
っ
き
り

し
て
い
た
と
い
う
︒
そ
し
て
︑
抜
け
出
た
﹁
頭
﹂
は
︑
は
ぐ
れ
た

仲
間
た
ち
の
も
と
ま
で
行
き
︑
そ
の
情
景
を
す
べ
て
記
憶
し
て
帰

っ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
話
は
︑
熊
楠
の
経
験
し
た
事
柄
と
極
め
て
類
似
し
て
い
る

︵
一
九
〇
四
年
三
月
十
日
付
日
記
︶︒
先
述
の
と
お
り
︑
熊
楠
も
︑
同

じ
よ
う
に
紐
の
よ
う
な
も
の
︵
黒
き
紐
︶
に
つ
な
が
れ
て
﹁
体
外

離
脱
﹂
し
︑
辺
り
の
様
子
を
見
て
き
て
い
る
︒
熊
楠
が
︑﹃
ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
の
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
と
き
︑
か
な

り
驚
き
︑
ま
た
共
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

6
側
頭
葉
癲
癇

近
年
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
体
外
離
脱
﹂
体
験
が
︑
側そ
く

頭と
う

葉よ
う

癲て
ん

癇か
ん

と

密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
科

学
雑
誌
﹃
ネ
イ
チ
ャ
ー
﹄
の
二
〇
〇
二
年
九
月
十
九
日
号
に
は
︑

Stim
ulating illusory own-body perceptions—

The part of the 
brain that can induce out-of-body experiences has been located.

﹁
幻
影
的
な
自
己
身
体
認
識
へ
の
刺
激

―
体
外
離
脱
体
験
へ
と

誘
導
す
る
こ
と
が
で
き
る
脳
の
一
部
を
特
定
﹂
と
題
さ
れ
た
︑
大

変
興
味
深
い
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹇Blanke

：
二
六
九
﹈︒
こ
の

記
事
に
書
か
れ
て
い
る
側
頭
葉
癲
癇
と
﹁
体
外
離
脱
﹂
体
験
と
の

関
連
を
示
す
実
験
は
︑
お
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

右
側
頭
葉
癲
癇
の
患
者
︵
四
三
歳
女
性
︶
に
対
し
て
︑
大
脳
皮

質
の
右
側
に
電
気
刺
激
を
与
え
た
と
こ
ろ
︑﹁
体
外
離
脱
﹂
の
感

覚
が
生
じ
た
と
い
う
︒
最
初
︑
二
～
三
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
で
刺
激

し
た
と
こ
ろ
︑
患
者
に
は
︑
ま
ず
﹁
ベ
ッ
ド
に
沈
ん
で
い
く
﹂

あ
る
い
は
﹁
高
い
と
こ
ろ
か
ら
落
ち
て
い
る
﹂
と
い
う
感
覚
が

生
じ
た
︒
そ
し
て
︑
刺
激
を
三
・
五
ミ
リ
ア
ン
ペ
ア
に
上
げ
る

と
︑
患
者
は
︑﹁
上
か
ら
︑
ベ
ッ
ド
に
自
分
が
横
た
わ
っ
て
い
る

の
が
見
え
る
︒
し
か
し
︑
両
足
と
下
半
身
し
か
見
え
な
い
﹂
と

答
え
た8
︒

つ
ま
り
︑
右
側
頭
葉
癲
癇
に
お
い
て
︑
脳
の
右
側
の
あ
る
部
分

に
刺
激
が
与
え
ら
れ
た
場
合
︑﹁
体
外
離
脱
﹂
体
験
が
起
こ
り
う
る

と
い
う
こ
と
が
︑
実
験
で
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

熊
楠
の
脳
髄
は
︑
彼
の
た
っ
て
の
希
望
で
死
後
解
剖
さ
れ
︑
現

在
︑
大
阪
大
学
医
学
部
に
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
解
剖
は
︑
熊
楠
が

生
前
︑
菌
類
を
解
剖
し
写
生
す
る
際
に
使
用
し
て
い
た
縁
台
の
上
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で
行
わ
れ
た
︒
脳
の
重
さ
は
一
四
二
五
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た
︒
成
人

の
平
均
が
一
三
〇
〇
～
一
四
〇
〇
グ
ラ
ム
で
あ
る
か
ら
︑
そ
れ
よ

り
少
し
重
い
程
度
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
脳の

う

溝こ
う

は
非
常
に
深
く
刻
ま

れ
て
い
た
と
い
う
︒
さ
ら
に
︑
近
年
の
研
究
に
よ
っ
て
︑
熊
楠
が
︑

側
頭
葉
癲
癇
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
︒
保
存
脳

の
解
析
・
癲
癇
症
候
学
の
第
一
人
者
で
あ
る
扇せ

ん

谷ご
く

明あ
き
ら︵

せ
ん
ご
く

ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
︶
が
︑
三
次
元
M
R
I
を
用
い
て
︑
熊
楠
の
脳

髄
を
詳
細
に
検
査
し
た
と
こ
ろ
︑
右
海
馬
の
萎
縮
が
見
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

い
う9
︒

熊
楠
が
︑
自
身
の
癲
癇
発
作
に
つ
い
て
記
し
た
の
は
︑
十
八
歳

の
と
き
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
意
識
を
失
う
大
発
作
も
経
験
し
て
い

る
が
︑
三
十
代
に
入
っ
て
か
ら
は
︑
そ
の
よ
う
な
明
ら
か
な

0

0

0

0

発
作

は
見
ら
れ
な
く
な
る
︒
癲
癇
発
作
に
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
が
考

え
ら
れ
る
が
︑
身
心
の
過
度
な
ス
ト
レ
ス
は
︑
見
逃
す
こ
と
が
で

き
な
い
︒

一
八
八
六
年
二
月
五
日　

晴

　

昨
日
小
川
昌
八
郎
教
室
に
て
癲
癇
起
こ
る
︒
井
上
十
吉
︑
為

に
授
業
を
廃
す
る
こ
と
半
時
間
と
云
︒﹇
日
記
一
：
六
一
﹈︵
傍
線

―
筆
者
︶

こ
の
記
述
に
お
い
て
︑
教
室
内
で
熊
楠
が
大
発
作
を
起
こ
し
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
に
よ
っ
て
授
業
が
し
ば
ら
く
中
断
し
た
よ

う
で
あ
る
︒
熊
楠
は
︑
こ
の
頃
︑
過
度
の
ス
ト
レ
ス
を
抱
え
て
い

た
︒
一
八
八
五
年
十
二
月
二
九
日
に
︑
大
学
予
備
門
︵
現
在
の
東

京
大
学
教
養
学
部
︶
を
成
績
不
振
の
た
め
落
第
し
て
い
た
か
ら
で
あ

る
︒
年
明
け
に
は
︑

一
八
八
六
年
一
月
十
七
日　

半
晴

夕
よ
り
頭
痛
︑
殆
ど
困こ

ん

矒ぼ
う

す
︒﹇
日
記
一
：
五
九
﹈

と
あ
る
︒
こ
の
頃
︑
熊
楠
は
明
ら
か
に
身
心
に
異
常
を
感
じ
始
め

て
い
た
︒

も
う
一
つ
︑
熊
楠
の
明
ら
か
な
癲
癇
発
作
に
関
す
る
記
述
を
あ

げ
て
お
く
︒

一
八
八
九
年
四
月
二
十
七
日

　

夜
癲
癇
発
症
︒
十
九
年
十
月
以
降
初
め
て
な
り
︒
初
め
高
野
︑

大
坪
氏
室
に
入
り
︑
後
に
三
好
︑
中
川
氏
室
に
入
る
︒
世
良
︑
堀

尾
等
居
合
わ
せ
る
諸
氏
鎮
撫
さ
る
︒
十
二
時
過
︑
三
好
︑
中
川

二
氏
に
送
ら
れ
帰
宅
︒﹇
日
記
一
：
二
〇
三
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑
こ
の
頃
︑
や
は
り
過
度
の
精
神
的
な
ス
ト
レ
ス
を
抱

え
て
い
た
︒
そ
れ
は
︑
熊
楠
と
同
郷
で
彼
の
同
性
愛
の
対
象
で
あ

っ
た
羽は

山や
ま

繁し
げ

太た

郎ろ
う

︵
一
八
六
八
～
一
八
八
八
︶
の
死
去
で
あ
る
︒
繁

太
郎
は
︑
肺
を
病
み
︑
一
八
八
八
年
十
一
月
二
十
五
日
に
夭
逝
し

た
︒
そ
の
頃
ア
メ
リ
カ
に
い
た
熊
楠
が
︑
繁
太
郎
の
死
去
を
知
っ

た
の
は
︑
翌
一
八
八
九
年
一
月
七
日
で
あ
っ
た
︒
熊
楠
は
︑
し
ば

し
ば
繁
太
郎
の
夢
を
見
︑
そ
れ
を
日
記
に
書
き
残
し
て
い
る
︒

一
八
八
九
年
四
月
二
十
四
日　

陰

昨
朝
亡
羽
山
繁
次
︵
マ
マ
︹
太
︺︶
郎
を
夢
み
︑
予
︑
君
死
た

る
は
う
そ
な
り
や
と
問
ふ
に
答
へ
ず
︒
今
朝
羽
山
蕃
次
郎
子
を

夢
む
︒
今
夜
を
徹
し
て
い
ね
ず
︒﹇
日
記
一
：
二
〇
二
﹈

繁
太
郎
の
死
を
信
じ
ら
れ
な
か
っ
た
熊
楠
は
︑
夢
の
中
で
﹁
君

死
た
る
は
う
そ
な
り
や
﹂
と
尋
ね
て
い
る
︒
こ
の
夢
を
見
︑
日
記

に
書
き
記
し
た
三
日
後
に
︑
熊
楠
は
︑
癲
癇
発
作
を
発
症
し
て
い

る
の
で
あ
る
︒
夜
︑
大
発
作
を
起
こ
し
た
熊
楠
は
︑
数
人
の
友
人

に
介
抱
さ
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑
熊
楠
は
︑
癲
癇
発
作
は
﹁︹
明
治
︺
十
九
年
十
月
以
降
初

め
て
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
︒
明
治
十
九
年
︑
一
八
八
六
年
十
月
二

十
三
日
の
日
記
に
は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

一
八
八
六
年
十
月
二
十
三
日　

晴

　

本
日
病
気
に
付
︑
会
を
延
引
す
︒﹇
日
記
一
：
九
二
﹈︵
傍
線
―

筆
者
︶

熊
楠
は
︑
自
身
が
渡
米
す
る
際
の
送
別
会
を
﹁
病
気
﹂
の
た
め

に
延
期
し
て
も
ら
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
病
気
﹂
が
具
体
的
に
何
を

示
す
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
︑
癲
癇
で
あ
っ
た
可
能
性
は
大
い
に

あ
る
︒

7
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
と
閃せ

ん

輝き

暗あ
ん

点て
ん

意
識
減
損
自
動
症
を
伴
う
癲
癇
発
作
を
﹁
複
雑
部
分
発
作
﹂
と

言
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
意
識
減
損
に
は
至
ら
な
い
が
﹁
既
視
体

験
︵déjà-vu

デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
︶﹂
や
﹁
予
知
的
感
覚
﹂︑﹁
閃
輝
暗
点
﹂

︵
突
然
視
界
の
中
心
辺
り
に
チ
カ
チ
カ
と
輝
く
光
や
稲
妻
の
よ
う
な
光
が

現
れ
︑
目
の
前
が
見
え
づ
ら
く
な
る
現
象
︶
が
体
験
さ
れ
る
症
状
を
︑

﹁
癲
癇
性
前
兆
﹂︵
単
純
部
分
発
作
︶
と
言
う
︒
熊
楠
は
︑
三
十
代
に

入
り
︑
大
発
作
こ
そ
起
こ
す
こ
と
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
が
︑﹁
癲

癇
性
前
兆
﹂
を
示
す
よ
う
な
記
述
は
︑
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
︒
た

と
え
ば
︑
熊
楠
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
﹂
も
し
く
は
﹁
予

知
的
感
覚
﹂
の
こ
と
を
︑﹁
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
︵prom

nesia

︶﹂
と
い

う
専
門
用
語
で
記
述
し
て
い
る
︒
熊
楠
が
こ
の
語
を
初
め
て
用
い

る
の
は
︑
一
九
〇
四
年
三
月
二
十
四
日
付
の
法
龍
宛
書
簡
で
あ
る
︒

こ
の
頃
︑
熊
楠
は
毎
夜
の
よ
う
に
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ

テ
ィ
﹄
を
読
ん
で
い
る
︒

今
始
め
て
貴
下
よ
り
承
る
こ
と
も
︹
︙
︙
︺
承
り
お
わ
り
て

こ
ん
な
こ
と
は
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
な
り
︒
こ

れ
は
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
︵prom

nesia 

前ぜ
ん

知ち

謬び
ゅ
う︶

と
申
し
︑
今
始
め
て

知
る
こ
と
を
以
前
か
ら
知
っ
て
お
っ
た
こ
と
と
間
違
え
る
一
種

の
謬
病
な
り
︒
小
生
な
ど
に
は
多
し
︒︵
一
九
〇
四
年
三
月
二
十

四
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
三
九
九
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア10
を
﹁
謬
び
ゅ
う

病び
ょ
う﹂
と
言
い
︑
そ
れ
を
病
の

一
種
だ
と
認
識
し
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
そ
の
よ
う
な
事
柄
が
自
分

に
は
大
変
多
く
生
じ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
熊
楠
は
︑
こ
の
語
を
﹃
ヒ

ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
で
知
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
プ

ロ
ム
ネ
シ
ア
に
つ
い
て
︑﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
に

は
︑
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
︒

プ
ロ
ム
ネ
シ
ア

た
っ
た
今
︑
初
め
て
起
こ
っ
て
い
る
場
面
を
回
想
す
る
と
い

う
奇
異
な
感
覚
︒
つ
ま
り
﹁
デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
﹂
の
感
覚
︒︵H

uman 
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Personality   vol.1 G
LO

SSA
RY

 p.xx

︶︵
和
訳
―
筆
者
︶

こ
の
よ
う
に
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
の
用
語
集

に
は
︑
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
は
︑
端
的
に
﹁
デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
﹂
の
感
覚

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
精
神
医
学
者
・
濱
中
淑
彦
は
︑
一
八

八
四
年
以
降
の
文
献
に
お
け
る
︑
デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
を
意
味
す
る
二

十
以
上
の
用
語
を
調
べ
た
結
果
︑
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
と
い
う
語
を
用

い
て
い
る
の
は
︑
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
み
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
﹇
濱

中
：
三
六
八
︑
三
六
九
﹈︒

こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
デ
ジ
ャ
・
ビ
ュ
以
外
に
も
︑﹁
癲
癇
性
前

兆
﹂
に
は
︑
視
覚
発
作
と
し
て
の
﹁
閃
輝
暗
点
﹂
が
見
ら
れ
る
こ

と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
端
的
に
︑
暗
闇
の
中
で
﹁
光
が
見
え
る
﹂
体

験
で
あ
る
︒

一
九
〇
四
年
三
月
二
十
一
日　

快　

寒
風　

春
分

此
暁
予
眼
さ
む
る
こ
と
二
度
︑
ふ
と
ん
か
ぶ
り
あ
る
に
眼
の

前
明
る
し
︒
そ
れ
に
あ
る
も
の
を
見
る
に
見
え
ず
︑
又
ふ
と
ん

の
し
わ
等
の
か
げ
も
な
し
︒
明
き
こ
と
水
銀
の
如
し
︒﹇
日
記

二
：
四
一
七
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

こ
の
よ
う
に
︑
熊
楠
は
︑
那
智
山
で
孤
居
中
︑
夜
布
団
を
被
っ

て
い
て
も
︑
目
の
前
が
﹁
水
銀
の
如
﹂
く
明
る
か
っ
た
と
い
う
経

験
を
し
て
い
る
︒
那
智
隠
栖
期
以
外
に
も
︑

小
生
眼
わ
る
く
︑
左
の
眼
に
蝙こ

う

蝠も
り

ご
と
き
黒
き
翳
点
を
生
じ
︑

久
し
く
書
を
見
る
こ
と
な
ら
ず
︒
や
や
久
し
く
見
る
と
︑
水
銀

を
斜
め
に
注
下
す
る
ご
と
き
幻
像
を
生
じ
︑
電
光
ご
と
く
閃
く

な
り
︒
故
に
こ
れ
だ
け
申
し
上
げ
お
き
候
︒︵
一
九
三
八
年
六
月

二
十
三
日
付
岩
田
準
一
宛
書
簡
︶﹇
全
集
九
：
二
九
九
﹈︵
傍
線
―
筆

者
︶

と
い
う
よ
う
に
︑
こ
こ
で
も
や
は
り
﹁
水
銀
﹂
の
よ
う
に
明
る
い

﹁
光
を
見
る
﹂
経
験
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
こ
で
注
目
す

べ
き
は
︑
熊
楠
が
﹁
左
の
眼
に
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
周

知
の
と
お
り
︑
左
目
の
機
能
は
︑
右
脳
が
司
っ
て
い
る
︒
先
述
の

と
お
り
︑
扇
谷
に
よ
る
と
︑
熊
楠
の
脳
に
は
︑
右
海
馬
の
萎
縮
︵
右

側
頭
葉
癲
癇
︶
が
見
ら
れ
た
わ
け
だ
が
︑
そ
れ
は
︑
こ
の
左
目
に
始

ま
る
﹁
閃
輝
暗
点
﹂
現
象
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
可
能
性
も

指
摘
で
き
る
と
思
わ
れ
る
︒

熊
楠
は
︑﹁
閃
輝
暗
点
﹂
以
外
に
も
︑
以
下
の
よ
う
な
幻
像
を
見

た
こ
と
も
あ
っ
た
︒

さ
る
昭
和
三
年
十
二
月
三
十
一
日
夜
︑
予
︑
日
高
郡
妹
尾
に

あ
っ
て
︑
大
雨
中
に
十
八
町
ば
か
り
山
中
を
歩
む
う
ち
︑
深
谷

に
臨
ん
だ
道
側
の
雑
木
が
︑
た
ち
ま
ち
こ
と
ご
と
く
満
開
せ
る

梅
林
と
化
け
︑
一
天
微
雲
だ
に
な
く
月
さ
え
渡
っ
た
︒
し
ば
ら

く
歩
を
駐
め
て
観
れ
ば
︑
依
然
と
し
て
大
雨
中
に
あ
り
︒
歩
み

出
す
と
ま
た
月
夜
の
梅
林
が
現
じ
た
︒︵
一
九
三
五
年
一
月
﹁
蓮

の
花
開
く
音
を
聴
く
こ
と
﹂﹃
ド
ル
メ
ン
﹄
四
巻
一
号
︶﹇
全
集
五
：

一
〇
〇
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
昭
和
三
年
︵
一
九
二
八
︶
の
厳
冬
︑
日
高
郡
妹い
も

尾お

官
林

︵
和
歌
山
県
日
高
郡
美
山
村
に
あ
る
妹
尾
国
有
林
︶
に
採
集
旅
行
を
敢

行
し
た
際
︑
孤
独
と
寒
さ
に
よ
り
︑
幻
覚
を
見
た
︒
そ
れ
は
︑
大

雨
の
中
歩
い
て
い
る
と
︑
辺
り
が
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
︑
雑
木
が

ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
美
し
い
梅
林
へ
と
化
け
た
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
︒
こ
れ
も
あ
る
意
味
﹁
光
を
見
る
﹂
体
験
と
言
え
る
で
あ
ろ

う11
︒8

知
未
来（
予
知
）

一
九
〇
四
年
三
月
三
十
一
日　

半
晴

　

M
yers, II, sec 878, precognition

は
今
の
サ
イ
エ
ン
ス
に
は
分

ら
ず
︒
諸
事
一
切
一
同
に
お
け
る
︒
人
の
精
神
は
順
を
追
ね
ば

分
ら
ず
と
す
れ
ば
︑
此
理
は
分
る
也
︒﹇
日
記
二
：
四
二
一
﹈︵
傍

線
―
筆
者
︶

precognition

︵
プ
レ
コ
グ
ニ
シ
ョ
ン
︶
と
は
︑﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
の
用
語
集
に
よ
る
と
︑﹁
超
常
的
に
得
ら
れ
る
︑

間
近
に
迫
っ
た
出
来
事
に
関
す
る
知
﹂︵H

uman Personality  vol.1　

G
LO

SSA
RY

 p.xx

︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑
予
知
的
感
覚

で
あ
る
︒
熊
楠
に
と
っ
て
︑
こ
の
予
知
的
感
覚
は
︑
あ
る
種
﹁
当

た
り
前
﹂
の
よ
う
に
頻
繁
に
起
き
て
い
た
︒
し
か
し
︑
現
在
の
科

学
で
は
︑
そ
の
原
因
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
︑
熊

楠
は
日
記
に
メ
モ
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

熊
楠
は
︑precognition

を
﹁
知
未
来
﹂
と
訳
し
て
い
る
︵
一
九

〇
四
年
六
月
二
十
一
日
付
土
宜
法
龍
宛
書
簡
︶﹇
南
方
：
六
八
﹈︒
そ
し

て
︑
熊
楠
は
︑
自
身
に
こ
の
﹁
知
未
来
﹂
つ
ま
り
予
知
能
力
が
あ

る
こ
と
を
明
ら
か
に
感
じ
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
以
下
の
記
述
で

あ
る
︒二

十
四
日
出
御
は
が
き
は
二
十
六
日
朝
九
時
拝
見
︑
多
用
の

為
め
只
今
御
受
け
申
上
候
︒
御
依
頼
の
件
は
熊
公
神
通
力
を
発

揮
し
予
知
の
こ
と
と
て
︑
丁
度
二
十
五
日
の
夜
一
短
文
を
認
め

︵
一
寸
法
師
と
い
ふ
題
︶︑
二
十
六
日
早
朝
︵
御
は
が
き
拝
受
よ
り
三

時
間
ほ
ど
前
に
︶
柴
田
泰
助
氏
迄
差
出
し
お
き
候
間
御
掲
載
を
乞

ふ
な
り
︒︵
一
九
二
六
年
四
月
二
十
八
日
付
三
田
村
玄
龍
宛
書
簡
︶

﹇
南
方
・
三
田
村
：
二
〇
五
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑
こ
の
書
簡
に
お
い
て
︑
自
分
は
神
通
力
を
発
揮
し
︑
三

田
村
玄
龍
︵
鳶え

ん

魚ぎ
ょ

︑
江
戸
風
俗
研
究
家
︑
随
筆
家
︑
一
八
七
〇
～
一
九

五
二
︶
か
ら
依
頼
が
来
る
前
に

0

0

0

0

0

0

0

︑
す
で
に
あ
る
文
章
︵﹁
一
寸
法
師

と
打
出
の
小
槌
﹂︶
を
書
き
終
え
て
︑﹃
彗
星
﹄
と
い
う
雑
誌
の
編
集

者
へ
送
っ
た
と
言
う
の
で
あ
る12
︒

他
に
も
︑
熊
楠
は
︑
知
人
の
死
を
予
知
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
︒

た
と
え
ば
︑
以
下
は
︑
熊
楠
が
那
智
山
か
ら
田
辺
町
へ
降
り
る
頃

に
経
験
し
た
事
柄
で
あ
る
︒

一
九
〇
四
年
九
月
十
九
日
﹇
月
﹈　

雨

朝
汽
船
に
の
り
或
外
国
港
出
発
に
お
く
る
ゝ
と
き
川
田
鷹
来

訪
す
と
夢
む
︒
又
宇
治
田
虎
之
助
の
霊
を
よ
ぶ
に
来
る
︒
今
徴

兵
招
集
主
務
少
佐
な
り
と
い
ふ
と
思
ふ
︒

午
下
中
村
孝
平
氏
来
訪
︒
午
後
サ
ン
ゼ
ル
マ
ノ
の
緬
甸
を
読
む
︒

夜
も
然
り
︒﹇
日
記
二
：
四
六
七
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶
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宇
治
田
虎
之
助
と
い
う
人
物
は
︑
熊
楠
と
同
郷
の
友
人
で
軍
人

で
あ
っ
た
︒
宇
治
田
は
野
戦
砲
兵
第
九
総
隊
長
と
し
て
日
露
戦
争

に
出
征
︑
一
九
〇
五
年
三
月
一
日
︑
四
方
台
の
戦
闘
で
壮
絶
な
戦

死
を
遂
げ
た
と
い
う
︒
熊
楠
が
こ
の
日
記
を
書
い
た
の
は
一
九
〇

四
年
九
月
十
九
日
で
あ
る
︒
つ
ま
り
宇
治
田
は
こ
の
と
き
ま
だ
存

命
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
熊
楠
は
︑﹁
宇
治
田
虎
之
助

の
霊
﹂
を
呼
ん
で
話
を
し
て
い
る
︒
熊
楠
が
体
験
し
た
こ
の
出
来

事
に
該
当
す
る
論
考
を
以
下
に
示
す
︒

そ
れ
か
ら
ま
た
︑
川
瀬
氏
が
わ
れ
ら
よ
り
は
よ
ほ
ど
親
交
の

あ
っ
た
宇
治
田
虎
之
助
氏
は
︑
予
六
︑
七
歳
の
こ
ろ
よ
り
の
友

で
︑
そ
の
名
の
示
す
ご
と
く
寅
年
生
れ
で
︑
予
よ
り
一
歳
の
年

長
だ
っ
た
︒
小
さ
い
米
屋
の
倅
か
ら
身
を
起
こ
し
て
陸
軍
大
佐

ま
で
な
っ
た
が
︑
奉
天
の
戦
い
に
一
戸
将
軍
の
副
官
と
し
て
奮

戦
中
︑
大
砲
の
た
め
に
胴
よ
り
上
を
粉
砕
さ
れ
︑
壮
烈
な
る
戦

死
を
遂
げ
た
︒
そ
の
こ
ろ
予
那
智
よ
り
田
辺
へ
移
る
途
中
︑
大

瀬
の
大
黒
屋
と
い
う
宿
に
留
ま
る
と
︑
夜
中
た
ち
ま
ち
電
燈
を

点
じ
た
よ
う
に
明
る
く
な
り
︑
眼
を
醒
ま
し
て
見
る
と
︑
宇
治

田
氏
が
軍
服
き
て
洋
刀
を
鳴
ら
し
て
室
内
を
横
切
り
去
る
と
同

時
に
真
の
闇
と
な
っ
た
︒
同
行
し
た
荷
持
男
は
全
く
熟
睡
し
お

り
︑
へ
ん
な
こ
と
と
は
思
う
た
が
︑
そ
の
ま
ま
打
ち
過
ぎ
お
る

う
ち
︑
田
辺
へ
来
た
り
氏
の
戦
没
を
聞
き
知
っ
た
︒︵
一
九
二
二

年
五
月
六
日
﹁
上
京
日
記
﹂﹃
牟
婁
新
報
﹄︶﹇
全
集
十
：
七
五
﹈︵
傍

線
―
筆
者
︶ 

夜
中
寝
て
い
る
と
き
︑
た
ち
ま
ち
周
り
が
明
る
く
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︑
眼
を

覚
ま
し
て
見
る
と
︑
宇
治
田
が
軍
服
を
着
て
洋
刀
を
鳴
ら
し
て
室

内
を
横
切
っ
た
︒
そ
れ
と
同
時
に
室
内
は
ま
た
暗
く
な
っ
た
と
い

う
︒
熊
楠
が
宇
治
田
の
戦
没
の
由
を
聞
い
た
の
は
︑
田
辺
に
来
て

か
ら
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
も
熊
楠
は
﹁
光
を
見
る
﹂
経
験
を
し
て

い
る
︒
同
時
に
︑
宇
治
田
の
死
を
予
知
し
て
い
る
︒

実
は
︑
こ
の
よ
う
な
熊
楠
に
よ
る
﹁
死
の
予
知
夢
﹂
は
︑
枚
挙

に
い
と
ま
が
な
く
︑
上
述
し
た
以
外
に
も
︑
多
々
あ
る
︒
と
も
か

く
︑
熊
楠
は
︑
自
身
に
は
何
ら
か
の
予
知
的
能
力
が
あ
る
と
思
っ

て
い
た
︒
一
方
で
︑
こ
れ
は
﹁
謬
病
﹂
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑

い
は
︑
世
の
中
の
す
べ
て
の
事
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
研
究
者
と

し
て
の
熊
楠
に
︑
常
に
付
き
ま
と
っ
て
い
た
︒

9
過
去
→
現
在
→
未
来

マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
︑﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
内
︵
第

二
巻
二
六
二
頁
︶
で
︑﹁
人
の
心
は
不
可
思
議
な
他
の
伝
達
︵
た
と

え
ば
テ
レ
パ
シ
ー
︶
に
対
し
て
︑
あ
る
種
の
寛
容
さ
を
も
た
ね
ば
な

ら
な
い
﹂
と
し
︑
さ
ら
に
︑
我
々
人
間
は
﹁
他
の
目
に
見
え
な
い

環
境
や
同
時
に
存
在
す
る
事
柄
を
理
解
す
る
準
備
が
必
要
﹂
で
あ

る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
︒
続
い
て
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
﹁
過
去
の
回
想
﹂

と
﹁
未
来
の
推
測
﹂
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
た
後
︑
現
在
の
科
学

な
ど
に
お
い
て
は
受
け
容
れ
ら
れ
て
い
な
い
﹁
未
来
﹂
に
対
す
る

考
え
方
に
つ
い
て
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

い
ま
だ
に
一
層
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
の
は
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
未

来
﹂
が
実
際
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
さ
ら
に
進
ん
だ

考
え
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
見
か
け
の
時
間
進
行
は
︑
主
観
的
な

人
間
の
感
覚
で
あ
り
︑﹁
無
限
の
精
神
﹂
に
存
在
す
る
よ
う
に
宇

宙
に
生
来
備
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

︵H
uman Personality  vol.2　

C
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PTER IX
, TRA

N
C

E, PO
SSESSIO

N
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EC
STA

SY, p. 262
︶︵
和
訳
︑
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
は
︑﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
に
記
さ
れ
た
上

記
箇
所
を
読
み
︑
以
下
の
よ
う
に
メ
モ
を
残
し
て
い
る
︒

一
九
〇
四
年
三
月
二
十
七
日　

陰
II, p.262, l.3 from

 below

虫
の
物
を
見
る
が
如
し
︒
面
前
の
処
の
み
見
る
︒

過
た
る
は
過
去
︑
未
来
は
未
見
な
り
︒
然
し
何
れ
も
実
に
現
に

あ
る
な
り
︒

死
者
現
世
の
成
行
を
知
る
は
︑
死
者
の
瞬
間
現
世
の
人
の
数
時

に
当
る
也
︒︵M

yers, II, p.57

13
︶
み
合
す
べ
し
︒﹇
日
記
二
：
四
一

九
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

熊
楠
が
こ
こ
で
言
う
﹁
過
た
る
は
過
去
︑
未
来
は
未
見
な
り
︒
然

し
何
れ
も
実
に
現
に
あ
る
な
り
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

か
︒我

々
人
間
は
通
常

0

0

︑
現
在
と
い
う
も
の
を
︑
過
去
↓
現
在
↓
未

来
と
い
う
﹁
時
間
の
矢
﹂
に
し
た
が
っ
て
見
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
現

在
は
過
去
の
次
に
あ
り
︑
未
来
の
前
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
︒
し

か
し
︑
実
は
︑
過
去
も
未
来
も
︑
常
に
す
で
に
こ
こ
に
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で

あ
る
︒
昆
虫
は
︑
今
こ
の
瞬
間
に
張
り
付
き
生
き
て
い
る
︒
そ
し

て
こ
の
昆
虫
は
︑﹁
面
前
の
処
の
み
見
﹂
て
い
る
よ
う
で
い
て
︑
実

は
︑
こ
の
﹁
面
前
﹂
に
は
︑
過
去
も
未
来
も
孕
ま
れ
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
︑
熊
楠
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
熊
楠
は
︑
マ

イ
ヤ
ー
ズ
の
言
う
よ
う
な
︑
過
去
も
未
来
も
混
合
さ
れ
た
﹁
現
在
﹂

と
い
う
考
え
方
に
こ
そ
︑
圧
倒
的
に
共
感
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
︒

熊
楠
に
と
っ
て
︑
過
去
と
未
来
の
出
来
事
は
︑
区
別
が
付
き
づ

ら
い
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
熊
楠
の
中
で
は
︑
過
去
に
知
っ
て

い
た
こ
と
と
未
来
に
起
こ
る
出
来
事
が
混
合
︵
ミ
ッ
ク
ス
︶
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
る
︒
熊
楠
は
︑
予
知
︵
プ
レ
コ
グ
ニ
シ
ョ
ン
︶
と
前
知

︵
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
︶
と
が
混
ぜ
合
わ
さ
れ
た
処
に
生
き
て
い
た
︒
熊

楠
の
中
で
両
者
の
区
別
は
曖
昧
で
︑
浸
透
性
を
も
っ
て
い
た
の
で

あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
﹁
現
在
﹂
を
生
き
る
熊
楠
に
と
っ
て
は
︑
や

は
り
マ
イ
ヤ
ー
ズ
の
言
う
よ
う
に
︑
未
来
が
実
際
に
す
で
に
﹁
現

在
﹂
に
孕
ま
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
の
ほ
う
が
︑
し
っ
く
り
き
た

の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
熊
楠
が
あ
る
種
﹁
当
然
﹂
と
思
っ
て
い
る

こ
と
は
︑
世
間
で
は
﹁
異
常
﹂
と
さ
れ
て
い
た
︒
マ
イ
ヤ
ー
ズ
が

言
う
よ
う
に
︑
世
間
で
は
﹁
歓
迎
さ
れ
て
い
な
い
﹂
事
柄
で
あ
っ

た
︒
熊
楠
自
身
も
︑
自
分
の
﹁
考
え
方
﹂﹁
在
り
方
﹂
が
︑
世
間
一

般
に
お
い
て
︑
時
に
白
い
目
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
て
い
た
︒

熊
楠
は
︑
自
身
の
こ
と
を
︑
あ
る
種
自
虐
的
に
﹁
夢
中
夢
を
説

く
の
痴
人
︵
一
八
九
二
年
八
月
初
旬
ご
ろ
︹
推
定
︺
中
松
盛
雄
宛
書
簡
︶

﹇
全
集
七
：
一
三
〇
﹈
な
ど
と
言
う
︒
小
田
晋
︵
精
神
科
医
︑
一
九
三

三
～
二
〇
一
三
︶
は
︑
神
秘
的
な
傾
向
を
も
つ
宗
教
家
︑
作
家
︑
芸

術
家
な
ど
霊
的
人
間
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
類
型
モ
デ
ル
と
し
て

﹁
夢
幻
様
人
格
︵
オ
ネ
イ
ロ
イ
ド
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
ー
︶﹂
と
い
う

人
格
類
型
を
提
唱
し
て
い
る
﹇
小
田
：
二
〇
〇
参
照
﹈︒
そ
の
特
徴

は
︑
た
と
え
ば
︑
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①
生
き
生
き
と
し
た
直
観
像
︵
直
観
像
素
質
︶

②
意
識
が
変
動
し
や
す
い

③
睡
眠
・
覚
醒
の
リ
ズ
ム
の
特
異
性
︵
浅
い
眠
り
︑
徹
夜
が
平
気

で
こ
れ
に
短
い
夢
の
多
い
眠
り
が
入
る
︶

④
夢
と
現
実
の
相
互
浸
透
性

⑤
精
神
的
な
脆
さ
︑
幼
さ

⑥
自
主
的
な
気
分
変
動

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒
こ
こ
で
︑
一
つ
一
つ
を
検
証
し
て
い
く
紙

幅
は
な
い
が
︑
こ
れ
ら
は
︑
熊
楠
の
性
格
的
特
徴
と
ま
さ
に
ぴ
っ

た
り
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
︒

お
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
︑
熊
楠
が
︑
現
実
と
幻
覚
︑
過
去
と
未

来
の
区
別
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
た
原
因
を
︑
彼
の
脳
の
器
質
的
問

題
︵
側
頭
葉
癲
癇
︶
に
だ
け

0

0

求
め
よ
う
と
は
思
わ
な
い
︒
確
か
に
︑

熊
楠
に
よ
る
︑
こ
れ
ら
の
不
可
思
議
な
出
来
事
の
一
因
が
﹁
病
﹂

に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な

い
︒
そ
こ
に
は
︑H

uman Personality and Its Survival of Bodily D
eath  

vol.1 &
2

と
い
う
書
物
の
影
響
︑
そ
し
て
︑
古
来
生
と
死
の
通
路

と
さ
れ
て
き
た
那
智
山
と
い
う
聖
地
に
漂
う
独
特
な
空
気
の
影
響

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
体
外
離
脱
や
﹁
光
り
を
見
る
﹂
体

験
は
︑
季
節
︵
気
温
︶
と
も
関
係
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
︒

筆
者
は
︑﹁
結
局
︑
熊
楠
は
異
常
な
脳
の
持
ち
主
だ
っ
た
﹂
と
結

論
づ
け
る
つ
も
り
は
な
い
︒
我
々
は
︑
熊
楠
の
体
験
や
言
説
を
見

る
こ
と
で
︑
現
代
社
会
に
お
い
て
﹁
常
識
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も

の
を
疑
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
も
そ
も
︑
な
ぜ
我
々
は
︑
こ

の
現
実
と
幻
覚
の
区
別
や
過
去
↓
現
在
↓
未
来
と
い
う
﹁
時
間
の

矢
﹂
を
も
つ
こ
と
を
﹁
正
常
﹂
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
よ
う
な
区
別
や
矢
印
な
ど
消
え
て
し
ま
っ
た
先
に
は
︑
す
べ

て
が
統
一
さ
れ
た
根
源
的
な
場
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か14
︒

熊
楠
は
︑
自
己
と
他
者
︑
過
去
と
未
来
︑
こ
の
世
と
あ
の
世
の

い
わ
ば
﹁
あ
わ
い
﹂
に
立
っ
て
い
た
︒
こ
こ
に
立
つ
者
が
︑
常
識

0

0

的
な

0

0

一
般
社
会
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
大
変
苦
し
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑

そ
の
人
以
外
の
者
た
ち
の
多
く
が
︑
そ
の
人
を
﹁
も
と
の
場
所
﹂

へ
と
戻
そ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
の
人
自
身
も
﹁
も

と
の
場
所
﹂
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
辛
さ
を
呼
び
起
こ

す
︒
し
か
し
︑
ま
ず
も
っ
て
︑
こ
の
﹁
も
と
の
場
所
﹂
と
は
ど
こ

な
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
こ
は
︑﹁
根
源
的
な
場
︵
全
て
が
一
つ
の
場
︶﹂

か
ら
も
っ
と
も
遠
い
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
現
実
社
会
﹂
で
あ
ろ
う
か
︒
そ

れ
と
も
﹁
現
実
社
会
﹂
を
包
み
こ
む
よ
う
に
し
て
あ
る
︑
こ
の
﹁
根

源
的
な
場
︵
父
母
未
生
以
前
の
場
︶﹂
で
あ
ろ
う
か
︒
熊
楠
は
︑
両

極
の
﹁
あ
わ
い
﹂
で
苦
し
む
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
一

方
で
︑
こ
の
﹁
現
実
世
界
﹂
が
す
べ
て
だ
と
考
え
て
い
る
者
に
は

感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
﹁
根
源
的
な
場
︵
＝
生
命
そ
の
も
の
︶﹂
か

ら
の
力
を
強
烈
に
感
じ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

も
し
︑
さ
ま
ざ
ま
な
区
別
が
不
鮮
明
な
場
︑
そ
し
て
﹁
時
間
の

矢
﹂
が
な
く
な
っ
た
処
が
︑﹁
根
源
的
な
場
﹂
に
も
っ
と
も
近
い
処

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
︑﹁
異
常
﹂
を
有
し
て
い
る
の
は
︑
実
は

我
々
の
方
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
区
別
を
徹
底
化
し
︑
そ
こ
に
安

住
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
は
た
し
て
本
当
に
﹁
正
常
﹂
な
こ
と

で
あ
ろ
う
か
︒﹁
統
一
︵
根
源
的
な
場
︶﹂
こ
そ
﹁
真
﹂
で
あ
る
な
ら

ば
︑
そ
こ
か
ら
完
全
に
離
れ
︑
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
目
を
背
け
よ
う

と
す
る
こ
と
こ
そ
﹁
異
常
﹂
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

付
記

本
稿
は
︑
第
四
九
回
身
心
変
容
技
法
研
究
会
で
の
発
表
を
も
と
に
執
筆
し
た

も
の
で
あ
る
︒

注1　
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
マ
イ
ヤ
ー
ズ
︵Frederick W

illiam
 H

enry M
yers;

一

八
四
三
～
一
九
〇
一
︶：
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
ト
リ
ニ
テ
ィ
カ
レ
ッ

ジ
で
学
ぶ
︒
一
八
七
〇
年
代
か
ら
独
自
に
心
霊
研
究
を
開
始
︒
一
八
八

二
年
に
S
P
R
を
創
設
︒
一
九
〇
三
年
︑
彼
の
生
涯
の
研
究
を
ま
と
め

上
げ
る
目
的
でH

uman Personality and Its Survival of Bodily D
eath  vol,1 

&
2

が
出
版
さ
れ
た
︒
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
︑
人
間
の
人
格
の
一
部
が
︑
肉

体
の
死
を
越
え
て
生
き
延
び
る
と
考
え
て
い
た
︒
今
日
の
我
々
が
よ
く

知
るsublim

inal

︵
識
域
下
の
︶
やtelepathy

︵
テ
レ
パ
シ
ー
︶
と
い
う

語
は
︑
マ
イ
ヤ
ー
ズ
が
創
案
し
た
も
の
で
あ
る
︒
熊
楠
も
︑
日
記
や
書

簡
︑
論
考
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
の
語
を
し
ば
し
ば
使
用
し
て
い
る
︒

2　
マ
イ
ヤ
ー
ズ
は
︑
テ
レ
パ
シ
ー
を
﹁
一
方
の
精
神
か
ら
他
方
の
精
神
へ

の
い
か
な
る
種
類
の
印
象
の
伝
達
を
も
示
す
が
︑
そ
れ
は
感
覚
の
認
識

経
路
と
は
無
関
係
な
も
の
で
あ
る
﹂︵H

uman Personality  vol.1　

G
LO

SSA
RY

 p.xxii

︶
と
定
義
し
て
い
る
︒

3　

熊
楠
は
︑
ア
メ
リ
カ
遊
学
時
代
︵
一
八
八
六
～
一
八
九
二
年
︶
に
は
︑

﹃
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
マ
ン
ス
リ
ー︵Popular Science M

onthly

︶﹄

と
い
う
雑
誌
を
熱
心
に
購
読
し
た
り
︑﹁
科
学
論
文
集
﹂
と
名
付
け
た

抜
書
ノ
ー
ト
な
ど
を
作
成
し
た
り
し
て
い
る
︒

4　

土
宜
法
龍
︵
一
八
五
四
～
一
九
二
三
︶：
京
都
栂
尾
高
山
寺
住
職
︑
の

ち
に
高
野
派
管
長
と
な
る
︒
真
言
宗
聯
合
総
裁
︑
高
野
山
大
学
総
理
な

ど
を
兼
任
し
た
当
時
最
高
の
学
僧
﹇
鶴
見
：
四
三
﹈︒
一
八
七
六
年
︑
慶

應
義
塾
別
科
に
入
り
︑
福
沢
諭
吉
の
も
と
で
洋
学
を
学
ん
だ
︒
一
八
九

三
年
九
月
︑
真
言
宗
を
代
表
し
て
シ
カ
ゴ
万
国
宗
教
会
議
に
出
席
︒
十

月
渡
英
︒
十
月
三
十
日
︑
熊
楠
と
出
会
う
︒
十
一
月
四
日
︑
パ
リ
へ
移

る
︒
パ
リ
に
移
っ
て
か
ら
も
︑
熊
楠
と
頻
繁
に
書
簡
の
や
り
取
り
を
行

っ
た
︒
十
一
月
十
三
日
︑
パ
リ
・
ギ
メ
博
物
館
で
御
法
楽
の
儀
を
執
行
︒

そ
の
他
︑
同
博
物
館
で
︑
仏
教
資
料
の
調
査
・
研
究
・
助
言
を
行
っ
た
︒

熊
楠
が
帰
国
後
︑
両
者
の
書
簡
の
や
り
取
り
は
再
び
頻
繁
と
な
る
︒
こ

れ
ら
の
書
簡
群
は
︑
熊
楠
の
書
い
た
も
の
の
中
で
も
︑
特
に
思
想
性
が

高
い
も
の
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
二
〇
年
と
一
九
二
一
年
の

二
度
︑
熊
楠
は
高
野
山
の
法
龍
を
訪
れ
て
い
る
︒﹇
中
瀬
・
長
谷
川
：

七
三
︑
七
五
参
照
﹈

5　
他
に
も
熊
楠
は
︑

　

 

ま
た
オ
ッ
カ
ル
チ
ズ
ム
の
こ
と
は
小
生
も
少
々
読
み
し
が
︑
名
あ
り

て
実
な
き
よ
う
の
こ
と
に
あ
ら
ず
や
︒︵
日
付
不
明
土
宜
法
龍
宛
書

簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
二
一
﹈

な
ど
と
も
述
べ
て
い
る
︒

6　
熊
楠
は
︑
こ
の
書
簡
を
一
九
〇
四
年
四
月
十
七
日
に
書
き
始
め
た
よ
う

だ
が
中
断
し
︑
六
月
十
五
日
に
再
び
書
き
始
め
て
い
る
︒
消
印
は
︑﹁
紀

伊
勝
浦
三
十
七
年
六
月
二
十
■
︻
不
明
文
字
︼
日
・
京
都
七
条
三
十
七

年
六
月
二
十
三
日
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒

7　

唐
澤
太
輔
﹁
那
智
山
に
お
け
る
超
感
覚
的
知
覚
現
象

―
南
方
熊
楠

に
よ
る
記
述
と
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
と
の
比
較
を
通

じ
て
﹂﹃
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
研
究
﹄
第
十
号
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇

一
六
年
︑
四
〇
︲
四
二
参
照
︒

8　

唐
澤
太
輔
﹁
那
智
山
に
お
け
る
超
感
覚
的
知
覚
現
象

―
南
方
熊
楠

に
よ
る
記
述
と
﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
と
の
比
較
を
通

じ
て
﹂﹃
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
研
究
﹄
第
十
号
︑
東
洋
大
学
︑
二
〇

一
六
年
︑
四
二
︲
四
三
参
照
︒

9　
扇
谷
に
よ
る
︑
熊
楠
の
側
頭
葉
癲
癇
に
つ
い
て
の
詳
細
は
︑
以
下
を
参

照
︒

①M
urai T, H

anakawa T, Sengoku A
 et al. ‘ Tem

poral lobe epilepsy in a 

205

南方熊楠の心霊研究と身心変容体験―那智隠栖期を中心に



genius of natural history: M
R

I volum
etric study of postm

ortem
 brain’ . 

N
eurology  ; 50: 1373-1376, 1998.

②
扇
谷
明
﹁
南
方
熊
楠
の
て
ん
か
ん

―
病
跡
学
的
研
究
﹂﹃
精
神
神

経
学
雑
誌
﹄
第
一
〇
八
巻
第
二
号
︑
二
〇
〇
六
年
︒

10　
他
に
も
︑
熊
楠
に
よ
る
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
へ
の
言
及
は
︑
以
下
の
よ
う
に
︑

い
く
つ
か
見
ら
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑

　

 ︹
︙
︙
︺
心
理
学
に
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
と
て
︑
何
人
も
多
少
︑

今
初
め
て
聞
き
た
る
こ
と
を
こ
れ
に
似
た
る
こ
と
と
混
じ
て
︑
お
の

れ
以
前
よ
り
知
り
お
り
た
る
ご
と
く
想
う
傾
き
あ
り
︒
予
自
身
ご
と

き
︑
四
十
歳
を
超
え
て
よ
り
こ
の
病
お
び
た
だ
し
く
︑
よ
っ
て
毎
事

自
記
手
筆
し
置
か
ざ
る
こ
と
は
︑
た
と
い
従
来
知
り
切
っ
た
る
こ
と

と
い
え
ど
も
憑たの
む
べ
き
証
拠
と
せ
ぬ
定
め
な
り
︒︵
未
発
表
手
稿
﹁
古

谷
氏
の
謝
意
に
答
え
三
た
び
火
斉
珠
に
つ
い
て
述
ぶ
︵
上
︶﹂︶﹇
全

集
六
：
四
七
二
﹈︵
傍
線
―
筆
者
︶

と
︑
熊
楠
は
述
べ
︑
プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
を
﹁
病
﹂
と
し
て
扱
っ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑

　

 

プ
ロ
ム
ネ
シ
ア
と
て
︑
今
始
め
て
見
聞
す
る
こ
と
を
︑
世
に
は
似
た

こ
と
の
多
き
よ
り
︑
か
つ
て
す
で
に
自
分
が
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思

う
︑
一
種
の
錯
誤
等
多
け
れ
ば
︑
事
の
起
こ
ら
ぬ
う
ち
に
夢
な
り
霊

感
な
り
確
か
に
筆
記
し
置
か
ず
し
て
︑
事
起
こ
り
し
後
の
吹
聴
の
み

で
は
︑
研
究
す
べ
き
価
値
な
か
ら
ん
︒︵
一
九
一
一
年
六
月
十
日
～

十
八
日
﹁
千
里
眼
﹂﹃
和
歌
山
新
報
﹄︶﹇
全
集
六
：
一
二
﹈

と
も
述
べ
︑
錯
誤
が
起
こ
ら
な
い
よ
う
に
︑
日
頃
か
ら
夢
や
霊
感
な
ど

は
筆
記
︵
メ
モ
︶
し
て
お
く
べ
き
だ
と
い
う
旨
を
述
べ
て
い
る
︒

11　
﹁
光
を
見
る
﹂
体
験
で
は
な
い
が
︑
熊
楠
の
﹁
臨デス
ベ
ッ
ド
・
ビ
ジ
ョ
ン

終
時
の
幻
﹂
は
︑
天

井
に
満
開
の
紫
色
の
花
を
見
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
以
下
は
︑娘
・

文
枝
︵
一
九
一
一
～
二
〇
〇
〇
︶
の
回
想
で
あ
る
︒

　

 

今
す
で
に
意
識
朦
朧
と
し
た
脳
裡
に
過
ぎ
し
日
の
こ
と
を
想
い
出
し

た
の
か
︑﹁
天
井
に
紫
の
花
が
一
面
に
咲
き
実
に
気
分
が
良
い
︒
頼

む
か
ら
今
日
は
決
し
て
医
師
を
呼
ば
な
い
で
お
く
れ
︒
医
師
が
来
れ

ば
す
ぐ
天
井
の
花
が
消
え
て
し
ま
う
か
ら
﹂
と
懇
願
し
た
︒﹇
南
方

文
枝 

一
九
八
一
︑
飯
倉
・
長
谷
川 

一
九
九
一
所
収
：
二
四
三
頁
﹈

︵
傍
線
―
筆
者
︶

12　
確
か
に
︑
一
九
二
六
年
四
月
二
十
四
日
に
は
︑
三
田
村
か
ら
熊
楠
へ
以

下
の
よ
う
な
葉
書
が
送
ら
れ
て
い
る
︒

　

 

此
程
例
の
連
中
に
て
﹃
彗
星
﹄
相
始
め
︑
春
陽
堂
よ
り
呈
覧
仕
候
筈

に
御
坐
候
︒
右
︑
上
載
致
度
候
間
︑
高
文
一
篇
御
与
成
被
下
度
御
願

申
上
候
︒
願
用
ま
で
︒︵
一
九
二
六
年
四
月
二
十
四
日
付
南
方
熊
楠

宛
書
簡
︶﹇
南
方
・
三
田
村
：
二
〇
五
﹈

三
田
村
は
右
記
で
︑
こ
の
度
﹃
彗
星
﹄
と
い
う
雑
誌
を
始
め
た
の
で
︑

文
章
を
書
い
て
く
れ
な
い
か
と
熊
楠
に
依
頼
を
し
て
い
る
︒

13　
こ
こ
で
熊
楠
が
﹁︵M

yers, II, p.57

︶
み
合
わ
す
べ
し
﹂
と
し
て
い
る
箇

所
は
︑﹃
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
﹄
第
二
巻
七
章
﹁
死
者
の

幻
影
﹂
で
あ
る
︒
こ
の
箇
所
に
は
︑
あ
る
人
が
昔
の
親
友
の
姿
を
窓
辺

に
見
た
あ
と
︑
新
聞
を
開
く
と
そ
の
人
の
死
亡
記
事
が
載
っ
て
い
た
と

い
う
話
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
箇
所
を
読
み
︑
熊
楠
は
︑
我
々
人

間
に
よ
る
一
般
的
な
時
間
感
覚
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
︑﹁
死
者

の
瞬
間
現
世
の
人
の
数
時
に
当
る
﹂
よ
う
に
︑
生
者
と
は
異
な
る
死
者

の
時
間
感
覚
が
あ
り
う
る
こ
と
を
メ
モ
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

14　
熊
楠
は
︑
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

　

 

大
日
に
取
り
て
は
現
在
あ
る
の
み
︒
過
去
︑
未
来
一
切
な
し
︒
人
間

の
見
様
と
全
く
反
す
︒︵
一
九
〇
三
年
八
月
八
日
付
土
宜
法
龍
宛
書

簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
三
三
五
﹈

　

さ
ら
に
︑

　

 

何
と
な
れ
ば
︑
大
日
に
帰
し
て
︑
無
尽
無
究
の
大
宇
宙
の
大
宇
宙
の

ま
だ
大
宇
宙
を
包
蔵
す
る
大
宇
宙
を
︑
た
と
え
ば
顕
微
鏡
一
台
買
う

て
だ
に
一
生
見
て
楽
し
む
と
こ
ろ
尽
き
ず
︑
そ
の
ご
と
く
楽
し
む
と

こ
ろ
尽
き
ざ
れ
ば
な
り
︒︵
一
九
〇
三
年
七
月
十
八
日
付
土
宜
法
龍

宛
書
簡
︶﹇
往
復
書
簡
：
三
〇
〇
﹈

と
も
述
べ
て
い
る
︒
熊
楠
の
考
え
る
︑
す
べ
て
が
完
全
に
統
一
さ
れ
た

根
源
的
な
場
と
は
︑
ど
う
や
ら
﹁
大
日
︵
如
来
︶﹂
だ
っ
た
よ
う
だ
︒
そ

し
て
︑
そ
こ
に
は
︑
今
ま
さ
に
こ
の
瞬
間
し
か
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

︵
現
在
あ
る
の

み
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
熊
楠
は
︑
こ
の
よ
う
な
全
て
を
包
蔵
す
る
﹁
大

日
﹂
へ
入
る
方
法
を
知
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒
熊
楠
は
︑
顕
微
鏡
を

通
じ
て
︑
極
小
の
微
生
物
の
中
に
︑
す
べ
て
を
見
て
い
た

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
︒

顕
微
鏡
か
ら
根
源
的
な
場
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
る
熊
楠
に
は
︑
ま
さ
に

﹁
現
在
﹂
し
か
な
か
っ
た
︒

凡
例
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は
じ
め
に
―
李
白
の
詩
作
か
ら

近
代
以
前
の
中
国
に
お
け
る
身
心
変
容
の
問
題
を
考
え
る
際
に
︑

道
教
に
よ
る
身
体
変
容
の
実
践
は
重
要
な
側
面
と
な
る
︒
従
来
︑

こ
う
し
た
道
教
の
実
践
に
つ
い
て
は
︑
技
法
の
文
献
的
な
研
究
が

多
く
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
︒
本
稿
で
は
視
点
を
変
え
て
︑
実
践
が

ど
の
よ
う
な
﹁
場
﹂
で
お
こ
な
わ
れ
た
か
を
考
え
た
い
︒
と
く
に
︑

中
国
道
教
史
の
黄
金
時
代
で
あ
る
唐
代
の
道
教
に
お
い
て
︑
身
体

変
容
へ
の
実
践
が
お
こ
な
わ
れ
た
﹁
場
﹂
に
対
す
る
観
念
を
︑
宗

教
思
想
の
観
点
か
ら
理
解
し
た
い
︒

唐
代
の
道
教
実
践
の
直
接
的
な
記
録
は
残
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
諸

書
か
ら
そ
の
片
鱗
を
拾
っ
て
検
討
す
る
し
か
な
い
︒
ま
ず
紹
介
す

る
の
は
︑
実
践
を
詩
に
よ
っ
て
語
っ
た
李
白
の
作
品
で
あ
る1
︒
李

白
の
﹁
遊
太
山
・
其
一
﹂
は
︑
天
宝
元
年
に
泰
山
に
登
っ
た
経
験

を
歌
っ
て
い
る2
︒
そ
の
中
に
︑
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
︒

飛
流
灑
絶
巘
︑
水
急
松
声
哀
︒
北
眺
崿
嶂
奇
︑
傾
崖
向
東
摧
︒

洞
門
閉
石
扇
︑
地
底
興
雲
雷
︒
登
高
望
蓬
瀛
︑
想
象
金
銀
台
︒

天
門
一
長
嘯
︑
萬
里
清
風
來
︒
玉
女
四
五
人
︑
飄
揺
下
九
垓
︒

含
笑
引
素
手
︑
遺
我
流
霞
杯
︒
稽
首
再
拜
之
︑
自
愧
非
仙
才
︒

泰
山
の
急
峻
な
崖
を
飛
び
散
り
な
が
ら
流
れ
落
ち
る
滝
︑
そ
の

水
が
石
に
あ
た
っ
て
く
だ
け
る
音
が
周
囲
の
松
の
枝
の
あ
い
だ

に
響
き
渡
っ
て
味
わ
い
深
い
︒
北
に
い
よ
い
よ
と
が
っ
た
頂
上

部
分
が
見
え
て
き
て
︑
そ
の
東
へ
と
傾
く
よ
う
な
山
勢
が
続
い

て
い
る
︒
そ
こ
に
あ
る
﹁
洞
門
﹂︑
神
仙
世
界
へ
の
入
口
は
石
門

に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
が
︑
地
の
底
か
ら
雲
が
た
ち
あ
が

り
︑
そ
の
中
か
ら
雷
の
よ
う
な
音
が
お
こ
っ
て
く
る
︒
洞
門
に

は
入
れ
な
い
の
で
︑
頂
上
の
高
い
場
所
に
登
っ
て
︑
蓬
萊
瀛
州

の
あ
る
東
方
を
望
み
︑
神
仙
世
界
に
あ
る
と
い
う
金
銀
の
高
殿

を
想
念
す
る
︒
天
門
に
む
か
っ
て
長
く
息
を
ふ
き
つ
け
る
﹁
嘯
﹂

を
す
れ
ば
︑
は
る
か
彼
方
か
ら
清
風
が
吹
い
て
く
る
︒
そ
れ
に

乗
っ
て
四
︑
五
人
︵
二
十
人
？
︶
の
仙
女
が
︑
漂
い
つ
つ
天
上
か

ら
降
り
て
く
る
︒
そ
し
て
笑
み
を
含
み
な
が
ら
白
い
手
を
差
し

出
し
︑
わ
た
し
に
﹁
流
霞
﹂
の
盃
を
く
れ
る
︒
わ
た
し
は
頭
を

深
く
下
げ
て
彼
女
ら
を
再
拝
し
︑
自
分
に
神
仙
の
才
が
欠
け
て

い
る
こ
と
を
恥
じ
る
︒

こ
の
部
分
は
か
ね
て
か
ら
︑
李
白
の
道
教
信
仰
を
述
べ
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
て
き
た
︒
た
と
え
ば
武
部
利
男
氏
の
解
説
に
よ
る
と
︑

﹁
道
教
で
は
神
仙
の
す
み
か
を
洞
天
と
い
い
︑
天
に
通
じ
る
と
い
う

意
味
を
も
つ
︒
し
た
が
っ
て
こ
の
詩
に
お
け
る
﹁
洞
門　

石
扇
を

閉
じ
﹂
と
い
う
句
か
ら
も
︑
神
仙
の
に
お
い
が
感
じ
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒﹁
地
底　

雲
雷
を
興
す
﹂
は
青
木
正
児
先
生
の
﹁
李
白
﹂

︵
集
英
社
・
漢
詩
大
系
︶
に
﹁
想
像
す
る
に
︑
洞
の
内
が
深
い
穴
に

な
っ
て
い
て
︑
そ
の
底
に
水
の
落
ち
る
音
が
物
凄
く
響
く
の
で
あ

ろ
う
﹂
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
﹂
と
解
説
し
て
い

る3
︒こ

の
解
説
で
﹁
洞
門
﹂
を
﹁
洞
天
﹂
の
こ
と
と
指
摘
す
る
の
は

た
だ
し
い
︒
泰
山
は
︑
中
国
全
土
の
洞
天
を
十
大
洞
天
・
三
十
六

小
洞
天
に
体
系
化
し
た
司
馬
承
禎
︵
六
四
三
︲
七
三
五
︶
の
い
う
第

二
小
洞
天
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
こ
の
詩
に
は
﹁
神
仙
の
に
お
い
が

感
じ
ら
れ
る
﹂
ど
こ
ろ
か
︑
多
く
の
道
教
用
語
が
用
い
ら
れ
て
い

る4
︒
例
え
ば
﹁
流
霞
﹂
は
︑
六
朝
時
代
の
上
清
経
典
の
一
つ
﹃
皇

天
上
清
金
闕
帝
君
霊
書
紫
文
﹄に
み
ら
れ
る
道
教
用
語
で
あ
り5
︑
太

陽
光
線
の
精
華
を
い
う
︒﹁
金
銀
台
﹂
と
は
︑
李
白
の
﹁
登
高
丘
而

望
遠
海
︵
高
丘
に
登
っ
て
遠
海
を
望
む
︶﹂
と
い
う
詩
に
﹁
銀
台
金
闕

如
夢
中
︑
秦
皇
漢
武
空
相
待
﹂
と
い
う
﹁
銀
台
金
闕
﹂
の
こ
と
で

あ
ろ
う6
︒﹁
金
闕
﹂
と
は
︑
道
教
の
神
・
金
闕
帝
君
の
金
闕
宮
の
こ

と
で
あ
る
︒
同
じ
く
六
朝
時
代
の
上
清
経
典
の
一
つ
﹃
洞
真
上
清

青
要
紫
書
金
根
衆
経
﹄
巻
下
に
次
の
よ
う
に
あ
る7
︒
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上
清
金
闕
宮
在
三
元
宮
之
北
︑
相
去
五
萬
里
︹
︙
︙
︺
台
外
有

四
門
︑
門
有
兩
闕
︑
一
闕
金
︑
一
闕
玉
︹
︙
︙
︺
内
有
清
精
玉

芝
流
霞
之
泉
︒︹
︙
︙
︺
玉
童
玉
女
各
三
百
人
︑
散
香
其
間
︑
闕

上
有
九
層
金
台
︒

上
清
金
闕
宮
と
い
う
神
仙
の
宮
殿
が
三
元
宮
の
北
に
あ
り
︑
両

者
は
五
万
里
離
れ
て
い
る
︹
︙
︙
︺
金
闕
宮
の
台
の
外
に
は
四

つ
の
門
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
門
に
は
二
つ
の
門
闕
が
あ
る
︒
そ

の
一
つ
は
金
門
で
︑
も
う
一
つ
は
玉
門
で
あ
る
︹
︙
︙
︺
そ
の

内
側
に
は
清
精
玉
芝
流
霞
の
泉
が
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
玉
童
玉
女
が

そ
れ
ぞ
れ
三
百
人
お
り
︑
そ
の
中
庭
で
香
り
も
の
を
撒
い
て
お

り
︑
闕
の
上
に
は
九
層
の
金
台
が
あ
る
︒

こ
れ
は
神
仙
世
界
の
建
築
配
置
を
述
べ
て
い
る
︒
李
白
は
︑
こ

う
し
た
経
典
の
述
べ
る
建
築
物
の
あ
り
さ
ま
を
瞑
想
し
︑
ま
る
で

自
分
が
そ
こ
に
い
る
よ
う
に
想
念
し
て
い
る
の
で
あ
る8
︒

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
︑
李
白
が
﹁
洞
門
﹂
に
入
れ
な
か
っ
た

点
で
あ
る
︒
洞
門
は
閉
じ
ら
れ
て
い
た
た
め
︑
高
い
場
所
に
登
っ

て
上
記
の
瞑
想
を
し
た
︒
つ
ま
り
︑
李
白
は
本
来
︑
こ
う
し
た
太

陽
光
線
の
精
華
を
取
り
込
ん
だ
り
︑﹁
流
霞
﹂
を
飲
ん
だ
り
す
る
実

践
を
︑
洞
天
の
内
部
で
実
践
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒

ま
た
︑
泰
山
は
洞
天
で
あ
り
︑
そ
れ
ゆ
え
に
李
白
は
洞
門
を
探

っ
て
い
る
と
い
う
点
も
重
要
で
あ
る
︒
李
白
が
︑
名
山
を
訪
ね
て

は
詩
を
書
い
て
い
た
こ
と
は
有
名
だ
が
︑
名
山
に
住
む
こ
と
を
﹁
洞

天
の
入
口
を
窺
う
﹂
と
表
現
し
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ

っ
た
︒﹁
送
王
屋
山
人
魏
萬
還
王
屋
并
序
﹂
に
次
の
よ
う
に
み
え
る9
︒

仙
人
東
方
生
︑
浩
蕩
弄
雲
海
︒
沛
然
乘
天
游
︑
獨
往
失
所
在
︒

︹
︙
︙
︺
西
涉
清
洛
源
︑
頗
驚
人
世
喧
︒
採
秀
臥
王
屋
︑
因
窺
洞

天
門
︒

魏
万
は
︑
仙
人
の
東
方
朔
の
よ
う
に
︑
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
雲
の

海
を
自
由
自
在
に
行
き
交
い
︑
も
く
も
く
と
し
た
雲
の
塊
に
乗

っ
て
︑
い
ず
こ
と
も
知
れ
ず
消
え
失
せ
る
︹
︙
︙
︺
彼
は
西
の

か
た
洛
陽
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
り
︑
そ
の
俗
人
た
ち
の
か
ま

び
す
し
さ
に
呆
れ
果
て
た
︒
そ
こ
で
︑
山
居
で
自
足
す
る
た
め

に
王
屋
山
に
住
し
︑
洞
天
の
門
に
入
る
こ
と
を
求
め
た
︒

こ
れ
は
︑
魏
万
が
王
屋
山
で
修
道
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の

で
あ
る
︒
王
屋
山
は
司
馬
承
禎
の
い
う
第
一
大
洞
天
で
あ
っ
た
︒

以
上
を
要
す
る
に
︑
李
白
が
追
い
求
め
た
昇
仙
の
道
教
実
践
の

た
め
に
は
︑﹁
洞
天
﹂
と
い
う
﹁
場
﹂
が
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
り
︑

そ
れ
を
ふ
ま
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
李
白
の
詩
作
と
実
践
も
よ
り

真
正
に
理
解
で
き
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
以
下
︑
こ
の
﹁
洞
天
﹂
と

い
う
﹁
場
﹂
を
さ
ら
に
考
察
し
て
い
こ
う
︒

1
「
洞
天
」と
は
何
か
―
中
国
の
洞
窟
観
念

い
っ
た
い
﹁
洞
天
﹂
と
は
ど
の
よ
う
な
観
念
な
の
か
︒
実
際
の

洞
窟
と
の
関
わ
り
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒

次
に
示
す
﹃
太
平
広
記
﹄
巻
一
四
﹁
嵩
山
叟
﹂
の
話
は
︑
中
国

の
洞
窟
観
念
を
よ
く
反
映
し
て
い
て
興
味
深
い
︒
便
宜
的
に
分
断

し
て
読
ん
で
み
よ
う
︒

嵩
山
叟
︑
晋
時
人
也
︒
世
説
云
︑
嵩
山
北
有
大
穴
︑
莫
測
其
深

浅
︒
百
姓
毎
歲
遊
観
其
上
︒
叟
嘗
誤
堕
穴
中
︒
同
輩
冀
其
儻
不

死
︑
投
食
於
穴
︒
堕
者
得
而
食
之
︑
巡
穴
而
行
︒
十
許
日
︑
忽

曠
然
見
明
︒
有
草
屋
一
区
︑
中
有
二
仙
対
碁
︒
局
下
有
数
杯
白

飲
︒
堕
者
告
以
飢
渴
︑
碁
者
与
之
飲
︒
飲
畢
︑
気
力
十
倍
︒

晋
の
時
に
嵩
山
叟
と
よ
ば
れ
る
人
が
い
た
︒﹁
世
説
﹂
に
次
の
よ

う
な
話
が
あ
る
︒
嵩
山
の
北
に
大
き
な
穴
が
あ
り
︑
そ
の
深
さ

は
ど
れ
く
ら
い
か
わ
か
ら
な
い
︒
人
々
は
毎
年
︑
そ
の
上
に
見

物
に
来
訪
し
て
い
た
︒
嵩
山
叟
は
誤
っ
て
穴
の
中
に
落
ち
て
し

ま
っ
た
︒
友
人
た
ち
は
彼
が
穴
の
中
で
死
ん
で
い
な
い
こ
と
を

願
っ
て
︑
穴
に
食
べ
物
を
投
げ
て
や
っ
た
︒
彼
は
こ
れ
を
食
べ

て
生
き
な
が
ら
え
︑
地
上
に
上
が
れ
な
い
た
め
穴
に
そ
っ
て
奥

へ
進
ん
だ
︒
十
日
ほ
ど
進
む
と
︑
忽
然
と
し
て
視
界
が
広
が
っ

て
明
る
く
な
っ
た
︒
そ
こ
に
は
茅
葺
き
の
家
が
一
つ
あ
り
︑
中

で
は
二
人
の
仙
人
が
碁
を
打
っ
て
い
た
︒
碁
盤
の
わ
き
に
何
杯

か
白
い
飲
み
物
が
あ
っ
た
︒
彼
は
二
人
に
﹁
す
み
ま
せ
ん
︑
腹

が
減
っ
て
の
ど
が
か
わ
い
て
い
る
ん
で
す
﹂
と
言
う
と
︑
碁
を

打
っ
て
い
た
二
人
は
彼
に
そ
の
白
い
飲
み
物
を
く
れ
た
︒
飲
み

終
え
る
と
︑
気
力
が
十
倍
も
充
実
す
る
の
を
感
じ
た
︒

奥
へ
進
む
と
明
る
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
奥
に
暗
い
洞
窟

と
は
別
の
空
間
が
あ
る
の
で
あ
る
︒
仙
人
が
い
る
の
は
︑
そ
こ
が

神
仙
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
こ
こ
ま
で
︑
嵩
山
叟
は

た
ま
た
ま
神
仙
世
界
に
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
︑
そ
こ
が
神
仙

世
界
だ
と
は
認
識
し
て
い
な
い
︒

碁
者
曰
︑
汝
欲
留
此
否
︒
答
不
願
停
︒
碁
者
教
云
︑
従
此
西
行

数
十
歩
︑
有
大
井
︒
井
中
多
怪
異
︑
慎
勿
畏
之
︑
必
投
身
井
中
︒

自
当
得
出
︒
若
飢
︑
可
取
井
中
物
食
之
︒
如
其
言
入
井
︒
中
多

蛟
龍
︑
然
見
叟
輒
避
其
路
︒
於
是
随
井
而
行
︒
井
中
物
如
青
泥 図１　嵩山少室山の高峰
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而
香
美
︑
食
之
了
不
飢
︒
半
年
許
︑
乃
出
蜀
青
城
山
︒
因
得
帰

洛
下
︒

碁
を
打
つ
人
は
彼
に
聞
い
た
︒﹁
お
ま
え
は
こ
こ
に
い
た
い
か
﹂︒

﹁
い
た
く
あ
り
ま
せ
ん
﹂︒﹁
な
ら
ば
︑
こ
こ
か
ら
西
に
数
十
歩
行

く
と
︑
大
き
な
井
戸
が
あ
る
︒
井
戸
の
中
に
は
奇
妙
な
も
の
が

多
く
い
る
が
︑
冷
静
に
恐
れ
ず
︑
必
ず
井
戸
の
中
に
身
を
投
じ

な
さ
い
︒
お
の
ず
と
脱
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
︒
も
し

腹
が
減
っ
た
ら
︑
井
戸
の
中
の
も
の
を
食
べ
る
が
よ
い
﹂︒
そ
こ

で
彼
は
︑
言
わ
れ
た
通
り
井
戸
に
入
っ
た
︒
中
に
は
蛇
の
類
が

た
く
さ
ん
い
た
が
︑
彼
を
見
る
と
す
ぐ
に
道
を
あ
け
た
︒
か
く

し
て
︑
井
戸
の
穴
に
そ
っ
て
進
ん
だ
︒
井
戸
の
中
の
も
の
は
青

い
泥
の
よ
う
だ
が
味
が
よ
く
︑
こ
れ
を
食
べ
る
と
ま
っ
た
く
腹

が
減
ら
な
い
︒
半
年
ば
か
り
す
る
と
︑
四
川
の
青
城
山
に
出
た
︒

こ
の
た
め
︑
洛
陽
に
帰
る
こ
と
が
で
き
た
︒

穴
の
内
部
に
も
う
一
つ
穴
が
あ
り
︑
そ
れ
は
別
の
通
路
と
な
っ

て
い
て
︑
は
る
か
彼
方
に
通
じ
て
い
る
︒
そ
し
て
内
部
に
は
︑
食

べ
る
と
腹
が
減
ら
な
く
な
る
よ
う
な
︑
仙
人
の
食
糧
が
あ
る
︒

問
張
華
︑
華
曰
︑
此
仙
館
丈
夫
︒
所
飲
者
玉
漿
︑
所
食
者
龍
穴

石
髄
︒
子
其
得
仙
者
乎
︒
遂
尋
洞
却
往
︑
不
知
所
之
︒

の
ち
に
彼
は
︑
こ
の
経
験
に
つ
い
て
博
学
者
の
張
華
に
質
問
し

た
︒
張
華
が
言
う
に
は
︑﹁
碁
を
打
っ
て
い
た
者
は
︑
神
仙
の
宮

館
の
門
番
だ
︒
飲
ん
で
い
た
の
は
玉
の
エ
キ
ス
︑
食
べ
た
の
は

龍
穴
の
石
の
髄
だ
︒
あ
な
た
は
仙
人
に
な
れ
た
は
ず
だ
よ
﹂︒
こ

の
話
を
聞
い
た
彼
は
洞
窟
に
戻
っ
て
い
き
︑
行
方
知
れ
ず
に
な

っ
た
︒

張
華
︵
二
三
二
︲
三
〇
〇
︶
は
西
晋
の
人
で
︑﹃
博
物
志
﹄
の
著

が
あ
る
︒
そ
れ
に
か
こ
つ
け
て
︑
こ
の
話
の
謎
解
き
を
す
る
役
割

と
し
て
登
場
す
る
︒
張
華
の
話
を
聞
い
た
嵩
山
叟
は
︑
自
分
が
迂

闊
に
も
仙
人
に
な
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
た
こ
と
に
気
が
つ
き
︑
洞

窟
に
戻
っ
て
い
く
︒
そ
の
後
︑
仙
人
に
な
れ
た
か
ど
う
か
は
わ
か

ら
な
い
︒
以
下
は
︑
こ
の
話
と
は
別
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
︒

玄
中
記
云
︑
蜀
郡
青
城
山
有
洞
穴
︑
分
為
三
道
︑
西
北
通
崑
崙
︒

茅
君
伝
云
︑
青
城
是
第
五
洞
九
仙
宝
室
之
天
︑
周
回
二
千
里
︑

十
洞
天
之
一
也
︑
入
山
十
里
得
至
焉
︒
出
神
仙
拾
遺
︒

﹃
玄
中
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
蜀
郡
の
青
城
山
に
洞
窟
が
あ
り
︑
中
は

分
れ
て
三
つ
の
道
と
な
り
︑
西
北
は
崑
崙
山
に
通
じ
て
い
る
と

い
う
︒﹃
茅
君
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑
青
城
は
第
五
洞
︑
九
仙
宝
室
の

天
と
よ
ば
れ
︑
そ
の
広
さ
は
二
千
里
︑
十
洞
天
の
一
つ
で
あ
り
︑

山
に
入
っ
て
十
里
で
そ
こ
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
︒﹃
神

仙
拾
遺
﹄
に
出
る
︒

﹃
玄
中
記
﹄
と
﹃
茅
君
伝
﹄
の
文
は
︑
後
人
が
編
集
し
た
時
に
付

加
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
末
尾
に
︑
こ
の
話
の
出
典
と
し
て
︑
唐

末
の
道
士
の
杜
光
庭
︵
八
五
〇
︲
九
三
三
︶
の
﹃
神
仙
拾
遺
﹄︵﹃
神

仙
伝
拾
遺
﹄︶
が
示
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
話
の
冒
頭
に
は
﹁
世
説
﹂

と
あ
る
か
ら
︑﹃
神
仙
伝
拾
遺
﹄
が
﹃
世
説
﹄
に
も
と
づ
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
劉
義
慶
︵
四
〇
三
︲
四
四
四
︶﹃
世
説
新

語
﹄
の
体
例
と
合
わ
な
い
の
で
︑
同
じ
著
者
の
﹃
幽
明
録
﹄
の
逸

文
な
の
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
話
に
登
場
す
る
青
城
山
は
︑
四
川
省
都
江
堰
市
に
あ
る
山

地
で
︑
道
教
の
天
師
道
発
祥
の
地
の
一
つ
︒
天
師
道
︵
五
斗
米
道
︶

の
創
始
者
の
張
道
陵
︵
張
陵
︑
張
天
師
︶
は
晩
年
︑
青
城
山
に
入
っ

て
百
二
十
三
歳
で
昇
天
し
た
と
さ
れ
る
︒
山
中
︑
最
も
有
名
な
常

道
観
に
天
師
洞
と
い
う
洞
窟
が
あ
る
︒
河
南
の
嵩
山
か
ら
四
川
の

青
城
山
ま
で
︑
地
図
上
で
千
キ
ロ
以
上
離
れ
て
お
り
︑
実
際
に
地

下
の
道
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒

杜
光
庭
は
﹃
玄
中
記
﹄
お
よ
び
﹃
茅
君
伝
﹄
を
引
用
し
︑
こ
の

話
は
洞
天
で
の
実
体
験
を
述
べ
て
い
る
と
前
提
し
て
い
る
︒
そ
の

上
で
︑
青
城
山
の
洞
窟
は
第
五
洞
天
で
あ
り
︑
複
数
の
名
山
に
通

じ
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
︒﹃
玄
中
記
﹄
は
︑
晋
の
郭
璞

︵
二
七
六
︲
三
二
四
︶
の
作
と
さ
れ
︑
超
常
的
な
話
を
集
め
た
本
で

あ
る
︒﹃
茅
君
伝
﹄
は
︑
江
蘇
の
南
京
に
あ
る
句
曲
山
︵
茅
山
︶
に

棲
む
茅
君
と
い
う
神
の
伝
記
で
あ
る
︒
両
者
と
も
︑
書
物
は
な
く

な
っ
て
佚
文
し
か
残
っ
て
い
な
い
︒

こ
の
話
か
ら
洞
窟
観
の
要
点
を
ま
と
め
る
と
︑
次
の
よ
う
に
な

る
︒一　

名
山
の
洞
窟
内
部
は
神
仙
が
棲
む
別
世
界
に
な
っ
て
お
り
︑

天
地
が
あ
っ
て
明
る
く
︑
宮
殿
や
建
物
が
あ
り
︑
現
実
世
界
と

違
わ
な
い
︒

二　

洞
窟
内
部
に
は
神
仙
が
食
べ
る
特
殊
な
食
糧
が
あ
り
︑
そ

れ
を
授
か
る
と
仙
人
に
な
れ
る
︒

三　

洞
窟
内
部
の
通
路
は
︑
他
の
名
山
の
洞
窟
に
通
じ
て
い
る
︒

四　

こ
う
し
た
地
下
の
神
仙
世
界
は
全
国
に
散
在
し
︑
ベ
ス
ト

テ
ン
を
﹁
十
洞
天
﹂
と
い
う
︒

以
下
︑
こ
の
要
点
に
沿
っ
て
︑
洞
窟
観
の
性
質
を
分
析
し
て
み

よ
う
︒

2
洞
窟
の
内
部
と
性
質

第
一
に
︑
嵩
山
叟
は
嵩
山
の
穴
に
墜
落
し
︑
地
上
に
上
が
れ
な

く
な
っ
た
︒
し
か
も
こ
の
穴
は
︑
上
か
ら
見
る
と
嵩
山
叟
の
姿
が

見
え
な
い
し
︑
声
も
聞
こ
え
な
い
ほ
ど
深
い
︒
だ
か
ら
友
人
た
ち

は
︑
彼
が
死
ん
で
な
い
こ
と
を
期
待
し
て
︑
食
糧
を
投
げ
込
ん
だ
︒

こ
の
話
の
背
景
に
は
︑
穴
が
祭
祀
の
対
象
で
あ
り
︑
穴
の
中
に

神
が
棲
ん
で
い
る
︑
と
い
う
信
仰
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
原

文
で
は
﹁
百
姓
毎
歲
遊
観
其
上
﹂
と
あ
る
が
︑﹁
百
姓
﹂︵
一
般
の

人
々
︶
が
毎
年
穴
の
上
に
集
う
の
は
な
ぜ
か
︒
お
そ
ら
く
︑
毎
年

決
ま
っ
た
時
期
に
︑
山
中
に
あ
る
穴
に
お
参
り
し
︑
供
物
を
供
え

た
風
習
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

洞
窟
に
供
え
る
古
い
例
は
他
に
も
あ
る
︒
晋
代
の
伝
説
を
集
め

た
干
宝
︵
？
︲
三
三
六
︶
の
﹃
捜
神
記
﹄
に
よ
る
と
︑
益
州
に
は

﹁
黄
公
﹂
の
霊
を
祀
っ
た
洞
窟
が
あ
っ
た10
︒

益
州
之
西
︑
雲
南
之
東
︑
有
神
祠
︒
尅
山
石
爲
室
︑
下
有
人
奉

祠
之
︒
自
穪
黃
公
︑
因
言
此
神
︑
張
良
所
受
黃
石
公
之
靈
也
︒

清
淨
不
烹
殺
︑
諸
祈
禱
者
︑
持
一
百
錢
︑
一
雙
筆
︑
一
丸
墨
︑
石

室
中
前
請
乞
︒
先
聞
石
室
中
有
聲
︑
須
臾
︑
問
來
人
何
欲
︒
既

言
︑
便
具
語
吉
凶
︑
不
見
其
形
︒
至
今
如
此
︒

益
州
の
西
︑
雲
南
の
東
に
神
祠
が
あ
る
︒
山
石
を
開
鑿
し
て
石
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室
を
作
り
︑
そ
の
下
で
お
祭
り
を
し
た
︒﹁
黄
公
﹂
と
自
称
し
て

お
り
︑
そ
の
た
め
こ
の
神
は
︑
張
良
が
教
え
を
受
け
た
黄
石
公

の
霊
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
清
浄
で
動
物
を
殺
し
て
犠
牲
と
す

る
こ
と
は
せ
ず
︑
祈
禱
す
る
者
た
ち
は
︑
一
百
銭
と
筆
一
本
と

墨
一
つ
を
持
っ
て
︑
石
室
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
お
願
い
を
す

る
︒
す
る
と
ま
ず
石
室
の
奥
か
ら
声
が
聞
こ
え
︑
し
ば
ら
く
す

る
と
︑
来
意
を
聞
か
れ
る
︒
そ
れ
を
述
べ
る
と
︑
吉
凶
を
詳
し

く
語
っ
て
く
れ
る
が
︑
そ
の
姿
は
見
え
な
い
︒
今
に
至
る
も
こ

の
よ
う
に
続
い
て
い
る
︒

石
室
と
は
洞
窟
の
こ
と
で
あ
る
︒﹁
黄
公
﹂
と
は
︑
お
そ
ら
く

﹃
史
記
﹄
の
張
良
伝
に
登
場
す
る
黄
石
公
の
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
も
と

も
と
黄
石
公
は
石
の
神
だ
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
が
洞
窟
と
結
び
つ
い

て
崇
敬
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
筆
と
墨
は
︑
張

良
に
一
篇
の
書
を
授
け
た
黄
石
公
ら
し
い
ア
イ
テ
ム
で
あ
る
︒
ま

た
こ
の
祠
は
︑
動
物
を
殺
し
て
犠
牲
に
し
な
い
こ
と
が
特
筆
さ
れ

て
い
る
︒
こ
れ
は
五
斗
米
道
︵
天
師
道
︶
の
特
徴
で
も
あ
る
︒
当

時
の
民
間
宗
教
の
祠
な
ど
で
は
︑
酒
や
肉
が
備
え
ら
れ
て
い
た
が
︑

天
師
道
で
は
当
初
か
ら
酒
や
肉
を
供
え
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
︒

天
師
道
の
伝
説
に
よ
れ
ば
︑
張
良
は
張
道
陵
の
先
祖
と
さ
れ
て
い

る11
︒
そ
の
張
良
の
先
生
で
あ
る
黄
石
公
へ
の
祭
祀
が
天
師
道
と
結

び
つ
い
て
︑
こ
こ
で
祭
祀
が
続
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ

こ
か
ら
類
推
す
る
に
︑
嵩
山
翁
の
例
は
︑
民
間
で
信
仰
さ
れ
て
い

た
洞
窟
の
神
の
信
仰
に
再
解
釈
が
加
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
か
︒

第
二
に
︑
嵩
山
叟
は
深
い
穴
に
墜
落
し
た
の
に
死
な
な
か
っ
た
︒

そ
れ
は
︑
こ
の
洞
窟
の
入
口
が
井
戸
の
よ
う
に
直
下
で
は
な
く
︑
下

に
向
か
う
斜
面
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
鍾
乳
洞
は
一
般
に
︑
水

流
に
よ
っ
て
洞
穴
が
作
ら
れ
る
の
で
︑
横
穴
に
な
る
こ
と
が
多
い

が
︑
天
上
が
崩
落
し
て
︑
外
部
に
穴
が
通
じ
る
と
︑
そ
こ
は
急
傾

斜
だ
っ
た
り
︑
直
下
に
広
が
っ
た
り
す
る
場
合
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑

こ
の
洞
窟
が
穴
の
底
に
鍾
乳
洞
の
洞
窟
が
続
く
﹁
天
坑
﹂
と
い
う

地
形
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
︒
横
穴
の
場
合
は
人

が
入
り
込
み
や
す
い
が
︑
こ
う
し
た
地
形
は
︑
人
が
入
る
こ
と
を

拒
ん
で
い
る
︒
つ
ま
り
︑
嵩
山
叟
の
場
合
は
洞
窟
世
界
に
入
り
込

む
偶
然
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
︒

第
三
に
︑
嵩
山
叟
は
穴
の
奥
へ
と
進
ん
だ
︒
彼
は
タ
イ
マ
ツ
を

持
っ
て
い
な
い
か
ら
︑
暗
闇
を
手
探
り
で
進
ん
だ
は
ず
だ
︒
こ
れ

は
奥
が
横
穴
だ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
︒
彼
が
進
む
先
は
暗
闇
で

あ
る
︒
暗
闇
は
死
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
そ
の
暗
闇
を
手
探
り
で

進
む
の
は
︑
死
の
世
界
を
歩
む
こ
と
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
れ
は
︑
宗

教
的
な
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
な
り
う
る
︒

暗
闇
の
先
に
は
明
る
い
世
界
が
あ
る
︒
そ
こ
は
︑
永
遠
の
生
の

世
界
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
洞
窟
の
イ
メ
ー
ジ
に
︑﹁
死
と
再
生
﹂

︵
ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
︶︑﹁
洞
窟
は
大
地
の
子
宮
で
あ
り
地
下

の
墓
で
あ
る
﹂︵
エ
ー
リ
ッ
ヒ
・
ノ
イ
マ
ン
︶
と
い
っ
た
説
明
を
あ
て

は
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
︒
確
か
に
︑
石
の
穴
で
あ
る
洞
窟

は
﹁
陰
﹂
で
あ
り
女
性
性
を
帯
び
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ
う
し
た

洞
窟
や
大
地
の
女
性
性
を
中
国
の
洞
窟
世
界
の
構
造
と
比
較
す
る

と
︑
相
違
す
る
特
徴
も
目
立
つ
︒
ア
メ
リ
カ
の
中
国
文
学
者
ジ
ン
・

ワ
ン
は
次
の
よ
う
に
い
う12
︒

中
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
例
に
見
ら
れ
る
石
の
洞
窟
と
宗
教

と
の
関
連
は
︑
そ
の
よ
う
な
象
徴
形
式
が
︑
石
器
時
代
に
炉
端

で
も
あ
り
聖
域
で
も
あ
っ
た
洞
窟
と
い
う
さ
ら
に
古
い
原
型
か

ら
展
開
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
し
か
し
指
摘

し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
中
国
の
人
々
が
西
洋
の

人
々
と
同
じ
く
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
や
宗
教
活
動
の
舞
台
と
し

て
石
窟
に
魅
了
さ
れ
た
と
は
い
っ
て
も
︑
洞
窟
の
イ
メ
ー
ジ
に

つ
き
も
の
の
子
宮
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
へ
の
西
洋
の
強
い
愛
着
に
︑

中
国
は
到
底
及
ば
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︹
︙
︙
︺
こ
れ
ら

︵
中
国
の
女
媧
・
西
王
母
・
観
音
な
ど
地
母
神
の
神
的
な
力
を
持
つ
存

在
︶
の
母
な
る
形
象
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
律
的
に
力
を
振
る
う
よ

う
で
あ
っ
て
︑
グ
レ
ー
ト
・
マ
ザ
ー
の
一
団
と
し
て
概
念
化
さ

れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
︒

私
も
中
国
の
洞
窟
観
念
を
子
宮
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
で
解
釈
す
る

の
は
無
理
だ
と
考
え
て
い
る
︒
中
国
の
洞
窟
観
に
は
︑
同
時
代
の

人
間
世
界
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
側
面
が
重
要
で
は
な
か
ろ
う

か
︒
そ
れ
は
︑
以
下
の
よ
う
な
洞
窟
内
の
シ
ン
ボ
ル
の
意
味
か
ら

考
察
で
き
る
︒

ま
ず
︑
嵩
山
叟
が
出
会
っ
た
仙
人
は
︑
囲
碁
を
打
っ
て
い
た
︒
囲

碁
は
白
と
黒
の
石
を
並
べ
︑
白
は
﹁
陽
﹂︑
黒
は
﹁
陰
﹂
と
い
う
二

種
類
の
﹁
気
﹂
の
動
向
を
示
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
を
後
漢
の
班

固
︵
三
二
︲
九
二
︶
は
﹁
奕
旨
﹂
と
い
う
文
で
碁
の
名
人
に
こ
う
語

ら
せ
て
い
る13
︒

局
必
方
正
︑
象
地
則
也
︒
道
必
正
直
︑
神
明
徳
也
︒
棋
有
白
黒
︑

陰
陽
分
也
︒
駢
羅
列
布
︑
效
天
文
也
︒

碁
局
が
必
ず
方
正
な
の
は
︑
地
の
規
則
を
か
た
ど
っ
て
い
る
︒
碁

盤
の
線
が
必
ず
直
角
に
交
差
し
て
い
る
の
は
︑
宇
宙
の
法
則
性

の
表
れ
で
あ
る
︒
碁
石
に
白
と
黒
が
あ
る
の
は
︑
陰
陽
の
区
別

で
あ
る
︒
そ
の
碁
石
が
碁
局
に
並
ぶ
の
は
︑
天
文
に
倣
っ
て
い

る
︒

つ
ま
り
︑
囲
碁
は
宇
宙
の
シ
ン
ボ
ル
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
を
仙

人
が
打
っ
て
い
る
の
は
︑
宇
宙
の
気
の
動
向
を
彼
ら
が
観
察
し
て

図２　句曲山（茅山）華陽洞の洞口
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い
る
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
彼
ら
は
仙
人
と
い
っ
て
も
﹁
神
仙
の

宮
館
の
門
番
﹂
に
す
ぎ
な
い
︒
要
は
︑
門
番
が
暇
つ
ぶ
し
に
囲
碁

を
や
っ
て
い
た
だ
け
の
こ
と
だ
︒
こ
れ
は
︑
人
間
世
界
に
あ
り
が

ち
な
こ
と
で
︑
そ
れ
を
仙
人
も
や
っ
て
い
る
の
が
面
白
い
の
で
あ

る
︒
そ
ん
な
下
っ
端
の
仙
人
が
く
れ
た
飲
み
物
で
も
︑
嵩
山
叟
の

飢
え
は
癒
え
︑
気
力
十
倍
と
な
っ
た
︒
ま
し
て
神
仙
の
宮
館
に
住

む
︑
偉
い
仙
人
か
ら
薬
を
授
か
っ
た
ら
︑
不
老
不
死
は
間
違
い
な

い
︒
こ
の
よ
う
な
類
推
を
導
く
設
定
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
こ

の
考
え
方
の
背
後
に
は
︑
仙
人
に
も
上
下
関
係
が
あ
る
こ
と
︑
そ

れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
仙
人
の
官
僚
的
構
造
が
予
想
で
き
る
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
洞
窟
観
念
は
︑
原
始
の
洞
窟
が
持
つ
神
話
的
原
型

に
よ
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
人
間
世
界
の
官
僚
制
度
に
由
来
し

て
い
る
︒
地
下
の
神
仙
世
界
は
︑
城
壁
で
囲
ま
れ
た
︑
皇
帝
と
皇

族
と
官
僚
た
ち
の
棲
息
す
る
宮
殿
の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
で
あ
る
︒

つ
ぎ
に
︑
洞
窟
内
の
時
間
と
空
間
は
︑
一
般
庶
民
の
そ
れ
と
は

ま
っ
た
く
異
な
る
︒
空
間
は
ど
こ
ま
で
も
続
き
︑
時
間
は
経
つ
の

を
忘
れ
る
︒
嵩
山
叟
の
話
に
は
見
え
な
い
が
︑
洞
窟
の
内
部
が
︑
日

常
的
な
時
間
と
空
間
を
超
越
す
る
性
質
を
持
つ
こ
と
に
関
し
て
︑
梁

の
任
昉
が
伝
え
る
次
の
話
が
参
考
に
な
る14
︒

信
安
郡
石
室
山
︑
晋
時
王
質
伐
木
︑
至
︑
見
童
子
数
人
︑
棋
而

歌
︒
質
因
聴
之
︑
童
子
以
一
物
与
質
︑
如
棗
核
︒
質
含
之
︑
不

覚
飢
︒
俄
頃
︑
童
子
謂
曰
︑
何
不
去
︒
質
起
︑
視
斧
柯
爛
尽
︒

既
帰
︑
無
復
時
人
︒

信
安
郡
の
石
室
山
の
こ
と
︒
晋
の
時
代
に
王
質
が
た
き
ぎ
を
と

り
に
山
中
に
入
っ
た
と
こ
ろ
︑
石
室
で
童
子
が
数
人
︑
碁
を
打

ち
な
が
ら
歌
を
歌
っ
て
い
た
︒
王
質
が
こ
れ
を
見
物
し
て
い
る

と
︑
童
子
は
あ
る
物
を
彼
に
く
れ
た
︒
棗
の
実
の
よ
う
で
あ
っ

た
︒
こ
れ
を
食
べ
る
と
腹
が
減
っ
た
の
を
感
じ
な
く
な
っ
た
︒
し

ば
ら
く
し
て
︑
童
子
が
彼
に
言
っ
た
︑﹁
ど
う
し
て
い
つ
ま
で
も

い
る
の
か
﹂︒
そ
こ
で
王
質
は
立
ち
上
が
り
︑
た
き
ぎ
を
切
る
つ

も
り
で
持
っ
て
き
た
斧
を
見
る
と
︑
木
の
柄
が
朽
ち
て
い
た
︒
村

に
帰
り
つ
い
た
が
︑
自
分
の
顔
見
知
り
は
誰
も
い
な
く
な
っ
て

い
た
︒

碁
を
打
っ
て
い
る
童
子
は
︑
じ
つ
は
仙
人
で
あ
る
︒
彼
ら
は
︑
年

を
経
て
若
返
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
王
質
は
︑
た
き
ぎ
を
と
り
に
行

く
と
い
う
日
常
的
な
行
動
の
な
か
で
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
に
は
ま

り
こ
ん
だ
︒
つ
ま
り
︑
異
空
間
が
日
常
の
す
ぐ
隣
に
存
在
し
て
い

る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
は
日
常
を
超
え
た
世
界
︑
つ
ま
り
日
常
的
な

時
間
を
超
越
し
た
世
界
に
な
っ
て
い
る
︒

3
茅
山
の
道
教
に
よ
る
洞
天
の
構
想

洞
窟
世
界
に
つ
い
て
︑
よ
り
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
の
は
﹃
真

誥
﹄
稽
神
枢
で
あ
る
︒﹃
真
誥
﹄
は
︑
梁
の
陶
弘
景
︵
四
五
六
︲
五

三
六
︶
の
編
に
な
る
が
︑
実
質
的
に
は
神
降
ろ
し
の
記
録
で
あ
る
︒

こ
の
神
降
ろ
し
は
︑
い
ま
の
江
蘇
省
南
京
近
く
の
句
曲
山
︵
茅
山
︶

の
麓
で
四
世
紀
半
ば
に
お
こ
な
わ
れ
た15
︒﹃
真
誥
﹄
稽
神
枢
の
次
の

部
分
は16
︑﹁
嵩
山
叟
﹂
で
杜
光
庭
が
引
用
し
て
い
た
﹃
茅
君
伝
﹄

︵﹃
茅
君
内
伝
﹄︶
に
基
づ
い
て
い
る
︒

大
天
之
内
有
地
中
之
洞
天
三
十
六
所
︑
其
第
八
是
句
曲
山
之
洞
︑

週
廻
一
百
五
十
里
︑
名
曰
金
壇
華
陽
之
天
︒
洞
墟
四
郭
︑
上
下

皆
石
也
︒
上
平
處
︑
在
土
下
正
當
十
三
四
里
而
出
上
地
耳
︒
東

西
四
十
五
里
︑
南
北
三
十
五
里
︑
正
方
平
︒
其
内
虚
空
之
處
一

百
七
十
丈
︑
下
處
一
百
丈
︑
下
墌
猶
有
原
阜
壟
偃
︑
上
蓋
正
平

也
︒
其
内
有
陰
暉
夜
光
︑
日
精
之
根
︑
照
此
空
内
︑
明
竝
日
月

矣
︒

大
宇
宙
の
中
に
地
中
の
洞
天
三
十
六
箇
所
が
あ
る
︒
そ
の
第
八

番
目
が
句
曲
山
﹇
茅
山
﹈
の
洞
天
で
あ
っ
て
︑
周
囲
は
百
五
十

里
︑
金
壇
華
陽
の
天
と
呼
ば
れ
る
︒
洞
天
内
の
空
間
は
四
壁
上

下
す
べ
て
石
で
あ
る
︒
上
方
の
平
ら
な
部
分
は
地
下
に
あ
り
︑
た

っ
た
の
十
三
︑
四
里
で
上
方
の
土
地
に
出
る
︒
東
西
は
四
十
五

里
︑
南
北
は
三
十
五
里
︑
き
っ
ち
り
と
四
角
で
平
ら
で
あ
る
︒
そ

の
内
部
の
虚
空
の
部
分
は
︵
高
い
と
こ
ろ
は
︶
百
七
十
丈
の
高
さ
︑

低
い
と
こ
ろ
は
百
丈
の
高
さ
︒
基
底
部
に
は
や
は
り
原
野
や
丘

陵
︑
塚
や
堰
が
あ
る
が
︑
上
部
の
蓋
の
部
分
は
真
っ
平
ら
で
あ

る
︒
そ
の
内
部
に
は
陰
暉
夜
光
と
日
精
の
根
と
が
あ
っ
て
こ
の

空
間
内
部
を
照
ら
し
︑
そ
の
明
る
さ
は
日
月
に
匹
敵
す
る
︒

﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
七
に
﹃
茅
君
内
伝
﹄
を
引
い
て
﹁
大
天
之
内
有

地
中
之
洞
天
三
十
六
所
︑
羅
浮
山
之
洞
︑
周
回
五
百
里
︑
名
曰
朱

明
曜
真
之
天
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹃
真
誥
﹄
の
こ
の
文
は
﹃
茅
君

内
伝
﹄
に
由
来
し
︑﹃
茅
君
内
伝
﹄
に
は
﹁
洞
天
﹂
と
よ
ば
れ
る
洞

窟
世
界
の
こ
と
が
︑
よ
り
詳
し
く
載
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ

る
︒
以
下
の
文
の
下
線
部
で
は
︑
洞
天
に
入
り
込
む
偶
然
性
が
強

調
さ
れ
て
い
る17
︒

虚
空
之
内
皆
有
石
階
︑
曲
出
以
承
門
口
︑
令
得
往
来
上
下
也
︒

人
卒
行
出
入
者
︑
都
不
覚
是
洞
天
之
中
︑
故
自
謂
是
外
之
道
路

也
︒

洞
天
の
内
部
空
間
に
は
︑
い
ず
れ
も
石
段
が
あ
り
︑
く
ね
く
ね

と
曲
が
っ
て
門
口
へ
と
続
い
て
お
り
︑
往
来
し
上
下
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
︒
忽
卒
に
出
入
り
す
る
者
は
こ
こ
が
洞
天
の

中
だ
と
は
ま
っ
た
く
気
が
つ
か
な
い
で
︑
あ
い
変
わ
ら
ず
自
分

で
は
外
界
の
道
路
だ
と
思
っ
て
い
る
︒

﹃
茅
君
内
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑
洞
天
内
部
に
は
︑
太
陽
と
月
の
光
は

も
ち
ろ
ん
︑
草
木
や
川
の
流
れ
︑
空
を
飛
ぶ
鳥
や
雲
や
風
な
ど
︑
自

然
の
景
観
も
外
と
同
じ
で
あ
る
︒
そ
し
て
句
曲
洞
天
は
︑
東
は
林

屋
山
洞
天
︵
蘇
州
︶︑
北
は
泰
山
洞
天
︵
山
東
︶︑
西
は
峨
嵋
山
洞
天

︵
四
川
︶︑
南
は
羅
浮
山
洞
天
︵
広
東
︶
に
地
下
の
大
道
で
つ
な
が
っ

て
い
る
︒
そ
れ
ば
か
り
か
︑
そ
の
途
中
︑
枝
分
か
れ
し
た
小
道
か

ら
他
の
洞
天
へ
も
通
行
で
き
る
︒
華
陽
洞
天
に
は
︑
茅
君
の
三
兄

弟
が
居
住
す
る
宮
殿
が
あ
る
︒
こ
こ
は
︑
天
下
の
十
洞
天
の
第
八

洞
天
に
列
せ
ら
れ
て
い
る
︒

以
上
の
よ
う
に
︑﹁
嵩
山
叟
﹂
の
話
と
﹃
茅
君
内
伝
﹄
の
洞
天
説

と
は
共
通
性
が
み
て
と
れ
る
︒
こ
こ
か
ら
︑﹁
嵩
山
叟
﹂
の
話
は
︑

当
時
の
茅
山
の
道
教
︵
上
清
経
典
︶
で
知
ら
れ
て
い
た
洞
天
説
に
も

と
づ
い
て
い
る
と
み
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
︒
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4
洞
天
の
地
下
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
由
来

四
世
紀
中
頃
の
﹃
茅
君
内
伝
﹄
の
洞
天
説
で
は
︑
す
で
に
地
中

の
洞
天
三
十
六
箇
所
が
あ
り
︑
そ
の
第
八
番
目
が
句
曲
山
︵
茅
山
︶

の
洞
天
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
す
で
に
中
国
の
各
地

に
存
在
す
る
洞
窟
信
仰
を
統
合
し
た
構
想
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が

み
て
と
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
各
地
の
洞
窟
信
仰
と
の
関
わ

り
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
が
︑
こ
れ
は
か
な
り
困

難
な
作
業
で
あ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
︒
本
稿
で
は
さ
し
あ
た
り
︑

﹃
真
誥
﹄
で
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
江
蘇
・
蘇
州
の
林
屋
洞
と
河

南
・
済
源
の
王
屋
洞
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
︒

林
屋
洞
は
︑
蘇
州
の
太
湖
の
中
程
に
浮
か
ぶ
島
に
存
在
す
る
︒

こ
の
島
に
は
包
山
と
よ
ば
れ
る
丘
陵
が
あ
り
︑
そ
の
地
下
に
巨
大

な
洞
窟
が
あ
る
︒
こ
の
洞
窟
は
地
下
の
ホ
ー
ル
状
で
︑
床
部
分
が

水
流
に
よ
っ
て
削
ら
れ
て
︑
結
果
と
し
て
石
が
林
立
す
る
形
状
に

な
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
そ
れ
が
林
屋
洞
と
い
う
名
称
と
関
連
し

て
い
る
︒

こ
の
洞
窟
は
︑
道
教
で
霊
宝
経
と
さ
れ
る
経
典
が
出
現
し
た
と

さ
れ
て
い
る
︒
霊
宝
経
を
崇
敬
す
る
グ
ル
ー
プ
は
道
教
史
で
﹁
霊

宝
派
﹂
と
称
さ
れ
る
︒
葛
洪
︵
二
八
三
︲
三
四
三
︶
の
﹃
抱
朴
子
﹄

内
篇
・
弁
問
篇
に
よ
る
と
︑
霊
宝
経
に
は
﹁
正
機
﹂﹁
平
衡
﹂﹁
飛

亀
授
祑
﹂
と
い
う
三
篇
が
あ
り
︑
呉
王
が
石
を
伐
っ
て
宮
室
を
作

ろ
う
と
し
た
と
き
︑
石
の
間
か
ら
︑
紫
色
の
文
字
の
金
簡
を
み
つ

け
た
の
が
そ
れ
だ
と
い
う
︒
呉
王
は
︑
こ
れ
を
読
む
こ
と
が
で
き

ず
︑
使
者
を
遣
わ
し
て
孔
子
に
質
問
し
た
と
こ
ろ
︑
孔
子
は
﹁
こ

れ
こ
そ
は
霊
宝
の
処
方
︑
長
生
の
法
術
だ
︒
禹
王
が
こ
れ
を
服
用

し
︑
水
の
世
界
に
隠
居
し
長
生
を
得
て
︑
天
の
紫
庭
に
参
列
し
た
︒

禹
は
︑
こ
れ
を
名
山
の
石
箱
の
中
に
封
印
し
た
﹂
と
答
え
た
と
い

う
︒
こ
れ
と
同
様
な
話
が
︑
古
い
霊
宝
経
典
の
一
つ
﹃
太
上
霊
宝

五
符
序
﹄
巻
上
に
見
え
る18
︒
以
下
に
要
旨
を
記
す
︒

呉
王
は
治
世
の
十
二
年
正
月
に
︑
包
山
の
隠
居
︑
号
は
﹁
龍

威
丈
人
﹂
を
訪
ね
て
︑
包
山
の
洞
窟
探
索
を
依
頼
し
た
︒
龍
威

丈
人
は
タ
イ
マ
ツ
の
火
を
た
よ
り
に
︑
百
七
十
四
日
か
け
て
洞

窟
の
奥
を
巡
っ
て
帰
還
し
た
︒
そ
の
報
告
に
よ
れ
ば
︑
洞
窟
の

奥
︑
七
千
里
も
行
っ
た
と
こ
ろ
に
巨
大
な
ホ
ー
ル
が
あ
り
︑
そ

こ
に
は
ド
ア
の
よ
う
に
無
数
の
穴
が
集
ま
っ
て
い
た
︒
そ
の
穴

の
先
に
は
︑
さ
ら
に
街
道
が
続
い
て
い
る
︒
そ
こ
の
ホ
ー
ル
は

天
上
が
見
え
な
い
ほ
ど
高
く
︑
太
陽
や
月
も
あ
る
︒
そ
し
て
宮

殿
楼
閣
が
立
っ
て
お
り
︑﹁
天
后
の
別
宮
﹂﹁
太
陰
の
堂
﹂
な
ど

と
看
板
が
か
か
っ
て
い
た
︒
彼
は
そ
こ
が
神
仙
の
館
だ
と
わ
か

っ
た
の
で
︑
三
日
斎
戒
し
て
か
ら
中
に
立
ち
入
っ
た
︒
部
屋
に

入
る
と
北
側
の
机
に
︑
赤
い
字
で
書
か
れ
た
一
巻
の
書
物
が
置

い
て
あ
っ
た
が
︑
彼
に
は
そ
の
文
字
は
読
め
な
か
っ
た
︒
彼
は

そ
れ
を
手
に
と
っ
て
持
ち
出
し
た
︒
す
る
と
部
屋
の
ド
ア
が
背

後
で
自
動
的
に
閉
ま
り
︑
部
屋
の
中
か
ら
音
楽
が
流
れ
て
き
た
︒

彼
は
恐
ろ
し
く
な
っ
て
︑
そ
れ
以
上
は
先
に
進
ま
ず
︑
そ
の
書

を
持
っ
て
引
き
返
し
︑
洞
窟
か
ら
脱
出
し
た
︒

さ
て
︑
龍
威
丈
人
は
そ
の
書
を
呉
王
に
献
上
し
た
が
︑
呉
王

は
そ
の
書
の
文
字
が
読
め
な
か
っ
た
た
め
︑
使
者
を
派
遣
し
て

孔
子
に
見
せ
た
︒
孔
子
は
︑
み
ず
か
ら
が
知
っ
て
い
る
童
謡
に

も
と
づ
き
︑
赤
鳥
か
ら
授
か
っ
た
と
い
う
使
者
の
ウ
ソ
を
見
抜

き
な
が
ら
も
︑
そ
の
書
が
禹
か
ら
伝
え
ら
れ
た
﹃
上
三
天
太
上

霊
宝
真
経
﹄
で
あ
る
こ
と
を
使
者
に
教
え
て
や
っ
た
︒
使
者
は

孔
子
の
指
摘
に
恐
縮
し
て
︑
ウ
ソ
を
つ
い
た
こ
と
を
白
状
し
た
︒

孔
子
の
傍
ら
に
い
た
弟
子
の
子
路
が
︑
こ
や
つ
は
呉
王
の
命
令

を
う
ら
ぎ
る
奸
臣
だ
か
ら
︑
手
打
ち
に
す
べ
き
だ
︑
と
孔
子
に

進
言
し
た
︒
孔
子
は
そ
れ
を
制
止
し
つ
つ
︑
こ
う
言
っ
た
︒﹁
こ

の
書
物
は
天
官
の
霊
妙
な
る
蘊
蓄
で
あ
り
︑
大
聖
が
著
し
た
も

の
で
す
︒
上
に
あ
っ
て
は
太
和
と
陰
陽
の
気
に
つ
い
て
︑
下
に

あ
っ
て
は
道
の
教
え
と
養
生
の
要
領
を
説
い
て
い
ま
す
︒
仙
人

で
な
け
れ
ば
こ
の
文
字
を
使
う
こ
と
は
で
き
ず
︑
君
王
の
身
で

は
そ
の
法
術
を
習
得
で
き
ま
せ
ん
︒
呉
王
が
世
間
か
ら
離
れ
て

自
然
の
運
行
に
身
を
任
せ
︑
深
い
山
中
に
隠
棲
し
て
煩
い
か
ら

自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
時
に
︑
私
は
︑
道
の
奥
深
い
言
葉

で
あ
る
こ
の
霊
妙
な
る
文
字
の
極
意
を
︑
王
に
お
伝
え
し
ま
し

ょ
う
﹂︒
呉
王
は
孔
子
の
話
を
聞
い
て
︑
自
分
に
は
無
理
だ
と
絶

望
し
︑
そ
れ
か
ら
は
こ
の
文
字
を
解
釈
し
よ
う
と
し
な
く
な
っ

た
︒
そ
し
て
こ
の
書
物
は
︑
箱
に
し
ま
っ
て
あ
っ
た
の
に
行
方

知
れ
ず
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
後
︑
呉
王
の
国
は
越
王
勾

踐
に
よ
っ
て
併
呑
さ
れ
た
︒

図４　林屋洞の見取り図

図３　林屋洞の入口
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﹃
抱
朴
子
﹄
と
﹃
太
上
霊
宝
五
符
序
﹄
が
同
じ
ソ
ー
ス
に
も
と
づ

く
の
は
見
や
す
い
︒﹃
抱
朴
子
﹄
は
四
世
紀
中
頃
ま
で
の
話
で
︑﹃
太

上
霊
宝
五
符
序
﹄
の
話
は
︑
そ
れ
よ
り
後
出
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
︒

﹃
抱
朴
子
﹄
は
﹃
茅
君
内
伝
﹄
と
ほ
ぼ
同
時
期
な
の
で
︑﹃
太
上
霊

宝
五
符
序
﹄
の
話
は
﹃
茅
君
内
伝
﹄
よ
り
後
の
時
代
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
霊
宝
経
の
洞
天
説
は
﹃
茅
君
内
伝
﹄
を

導
入
し
て
︑
そ
れ
を
禹
王
の
伝
説
と
習
合
さ
せ
︑
彼
ら
の
道
教
︵
霊

宝
派
︶
に
と
っ
て
最
重
要
の
神
話
に
改
変
し
た
こ
と
に
な
る
︒

林
屋
洞
と
茅
山
が
地
下
で
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
茅
山
の
洞

天
説
は
︑
霊
宝
経
と
茅
山
の
道
教
︵
上
清
経
を
主
と
す
る
︶
の
何
ら

か
の
現
実
的
関
係
を
反
映
し
て
い
る
と
も
想
定
さ
れ
る
︒
茅
山
と

包
山
に
は
共
通
す
る
神
話
が
多
く
︑﹁
茅
﹂
と
﹁
包
﹂
は
発
音
が
似

て
い
る
︒
本
稿
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
︑
も
し
か
し
た
ら
何
ら
か

の
混
同
が
歴
史
的
に
生
じ
た
可
能
性
も
あ
り
︑
解
明
は
ま
だ
進
ん

で
い
な
い
︒

つ
ぎ
に
王
屋
洞
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
︒
王
屋
洞
は
河
南
省
洛

陽
の
西
北
︑
大
行
山
脈
の
南
端
に
位
置
す
る
︒
こ
こ
は
﹃
真
誥
﹄

で
し
ば
し
ば
降
臨
す
る
魏
華
存
と
い
う
女
神
と
関
連
し
て
い
る
︒

魏
華
存
は
︑
王
屋
山
の
神
で
あ
る
王
褒
と
い
う
神
仙
か
ら
上
清
経

典
を
伝
授
さ
れ
た19
︒
永
嘉
の
乱
で
西
晋
が
混
乱
し
︑
北
か
ら
の
異

民
族
の
襲
来
を
避
け
て
︑
人
々
が
華
北
か
ら
江
蘇
に
移
住
し
た
の

に
と
も
な
い
︑
魏
華
存
の
も
と
に
あ
っ
た
経
典
が
江
蘇
に
伝
わ
り
︑

上
清
経
典
と
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒﹃
真
誥
﹄
で
神
降
ろ
し
を
担
当

し
た
楊
羲
は
︑
魏
華
存
の
家
に
伝
わ
っ
た
上
清
経
典
を
知
悉
し
て

い
た
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹃
真
誥
﹄
の
神
降
ろ
し
に
は
王
屋
山
の
こ
と
が

多
く
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

王
屋
山
で
は
︑
長
生
の
薬
草
で
修
行
で
き
た
︒﹃
真
誥
﹄
巻
五
に

次
の
よ
う
に
あ
る20
︒

君
曰
︑
昔
毛
伯
道
・
劉
道
恭
・
謝
稚
堅
・
張
兆
期
︑
皆
後
漢
時

人
也
︒
學
道
在
王
屋
山
中
︑
積
四
十
餘
年
︑
共
合
神
丹
︒
毛
伯

道
先
服
之
而
死
︑
道
恭
服
之
又
死
︑
謝
稚
堅
・
張
兆
期
見
之
︑
如

此
不
敢
服
之
︒
並
捐
山
而
歸
去
︒
後
見
伯
道
・
道
恭
在
山
上
︑

二
人
悲
愕
︑
遂
就
請
道
︑
與
之
茯
苓
持
行
方
︑
服
之
皆
數
百
歳
︒

今
猶
在
山
中
︒

君
が
言
う
に
は
︑
む
か
し
毛
伯
道
・
劉
道
恭
・
謝
稚
堅
・
張
兆

期
ら
は
︑
み
な
後
漢
の
時
の
人
で
あ
る
︒
道
を
学
ん
で
王
屋
山

中
に
お
り
︑
四
十
年
あ
ま
り
を
へ
て
︑
神
丹
を
合
成
し
た
︒
毛

伯
道
は
先
に
こ
れ
を
服
し
て
死
し
︑
道
恭
も
こ
れ
を
服
し
て
ま

た
死
ん
だ
︒
謝
稚
堅
と
張
兆
期
は
こ
れ
を
見
て
︑
こ
う
な
る
の

で
あ
れ
ば
こ
れ
を
服
す
る
に
は
及
ば
な
い
と
考
え
︑
二
人
と
も

山
を
す
て
て
里
に
戻
っ
た
︒
の
ち
に
伯
道
・
道
恭
が
山
上
に
い

る
の
を
見
て
︑
二
人
と
も
後
悔
し
︑
も
う
一
度
王
屋
山
に
赴
き

毛
伯
道
ら
に
就
い
て
学
び
︑
茯
苓
持
行
方
を
与
え
ら
れ
︑
こ
れ

を
服
し
て
み
な
数
百
歳
と
な
り
︑
今
な
お
山
中
に
住
ん
で
い
る
︒

王
屋
山
で
は
︑
現
在
で
も
多
く
の
薬
草
が
採
集
さ
れ
る21
︒
魏
華

存
は
王
屋
山
の
神
で
あ
る
王
褒
か
ら
薬
方
を
授
か
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
︒
魏
華
存
の
伝
記
﹃
魏
夫
人
内
伝
﹄
の
末
尾
に
︑
次
の
よ
う

に
あ
る22
︒

初
︑
王
君
告
夫
人
曰
︑
學
者
當
去
疾
除
病
︒
因
授
甘
草
穀
仙
方
︑

夫
人
服
之
︒
夫
人
能
隸
小
有
王
君
并
傳
︑
事
甚
詳
悉
︒

初
め
︑
王
君
︵
王
褒
︶
は
夫
人
に
こ
う
告
げ
た
︒
学
者
は
疾
病

を
去
り
除
く
べ
し
︑
と
︒
そ
こ
で
甘
草
穀
仙
方
を
授
け
︑
夫
人

は
こ
れ
を
服
し
た
︒
夫
人
は
隸
書
を
能
く
し
︑
小
有
王
君
并

︵
内
︶
伝
を
書
き
︑
夫
人
の
事
は
そ
こ
に
は
な
は
だ
詳
し
い
︒

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
神
仙
の
王
褒
は
魏
夫
人
に
﹁
甘
草
穀
仙
方
﹂

を
授
け
た
︒﹁
王
褒
伝
﹂
は
魏
華
存
撰
と
さ
れ
て
お
り
︑
王
褒
の
薬

方
は
お
そ
ら
く
魏
華
存
が
持
っ
て
い
た
薬
方
の
反
映
な
の
だ
と
想

像
さ
れ
る
︒

以
上
か
ら
︑
王
屋
山
で
採
れ
る
薬
草
の
薬
方
が
魏
華
存
と
い
う

宗
教
者
と
結
び
つ
き
︑
そ
れ
が
上
清
経
の
伝
承
と
な
っ
て
︑
茅
山

に
至
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
茅
山
と
王
屋
山
が
と

も
に
洞
天
と
し
て
地
下
で
つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
︑
こ
う
し
た
宗

教
上
の
実
際
関
係
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
と
同
時

に
︑
洞
天
の
あ
る
山
で
は
薬
草
が
採
取
で
き
︑
そ
れ
は
身
心
変
容

の
実
践
の
た
め
に
重
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

図５　王母洞洞口外観、崖のへこみの建築物の背後に洞口がある

図６　王母洞洞口
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5
洞
天
と
身
心
変
容
の
実
践

次
に
︑
唐
代
に
受
け
継
が
れ
た
洞
天
思
想
か
ら
洞
天
の
現
場
で

の
宗
教
実
践
を
探
っ
て
み
た
い
︒
唐
代
に
お
い
て
洞
天
思
想
は
︑

司
馬
承
禎
︵
六
四
三
︲
七
三
五
︶
が
﹃
天
地
宮
府
図
﹄
で
﹁
十
大
洞

天
﹂﹁
三
十
六
小
洞
天
﹂﹁
七
十
二
福
地
﹂
を
提
示
し
た
こ
と
で
︑
非

常
に
流
行
し
た
︒
時
の
皇
帝
で
あ
る
玄
宗
は
︑
司
馬
承
禎
を
重
用

し
︑
洞
天
で
の
道
教
祭
祀
を
お
こ
な
っ
た
︒

司
馬
承
禎
の
洞
天
思
想
を
考
え
る
に
は
︑﹃
上
清
天
地
宮
府
図

経
﹄
二
巻
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る23
︒﹃
上
清
天
地
宮
府
図
経
﹄
は
伝

存
し
て
い
な
い
が
︑﹃
雲
笈
七
籤
﹄
巻
二
七
所
載
の
﹃
天
地
宮
府

図
﹄
が
そ
れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
︒
そ
の
序
文
で
あ
る
﹁
天
地

宮
府
図
叙
﹂
に
は
次
の
よ
う
に
い
う
︒

至
於
天
洞
區
畛
︑
高
卑
乃
異
︒
真
靈
班
級
︑
上
下
不
同
︒
又
日

月
星
斗
︑
各
有
諸
帝
︑
並
懸
景
位
︑
式
辨
奔
翔
︒
所
以
披
簒
經

文
︑
據
立
図
象
︒
方
知
兆
朕24
︑
庶
覿
希
夷25
︑
則
臨
目
内
思
︑
馳

心
有
詣26
︑
端
形
外
謁
︑
望
景
無
差
︒
乃
名
曰
﹃
天
地
宮
府
圖
﹄︒

洞
天
の
区
別
に
つ
い
て
は
︑
高
低
に
相
違
が
あ
る
︒
神
仙
の
等

級
も
︑
上
下
で
同
じ
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
日
月
星
辰
に
は
そ
れ

ぞ
れ
統
率
者
が
い
る
の
で
︑
す
べ
て
肖
像
の
位
牌
を
掛
け
て
︑
飛

翔
す
べ
き
先
を
わ
か
り
や
す
く
し
て
あ
る
︒
ゆ
え
に
経
典
を
斟

酌
し
て
︑
そ
の
記
述
に
沿
っ
て
図
像
を
立
て
た
︒
身
体
が
虚
寂

玄
妙
で
あ
る
こ
と
を
察
す
る
こ
と
︵
感
覚
を
喪
失
し
て
坐
忘
の
境

地
に
至
る
こ
と
︶︑
そ
う
す
れ
ば
図
を
見
な
が
ら
心
神
が
洞
天
に

馳
せ
跳
び
︑
名
山
に
行
っ
て
外
か
ら
見
る
の
と
︑
影
を
見
て
も

違
い
が
な
い
ほ
ど
同
様
で
あ
る
︵
洞
天
で
修
養
す
る
の
と
同
じ
効

果
が
得
ら
れ
る
︶︒

つ
ま
り
﹃
天
地
宮
府
図
﹄
は
︑
洞
天
の
実
際
情
況
を
描
写
し
た

図
画
を
主
と
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
お
そ
ら
く
︑
直

接
に
洞
天
へ
赴
い
て
修
養
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
物
︵
た
と
え

ば
皇
族
や
宮
廷
の
女
性
・
官
僚
︶
を
念
頭
に
し
て
作
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
︒
そ
の
山
水
画
を
前
に
見
な
が
ら
静
座
し
︑
自
身
の
身

体
を
無
化
し
て
絵
の
内
部
の
山
中
に
飛
翔
さ
せ
る
こ
と
で
︑
実
際

に
現
地
へ
行
っ
た
の
と
同
様
な
修
養
が
で
き
る
よ
う
な
図
な
の
で

あ
る
︒

司
馬
承
禎
に
と
っ
て
﹁
坐
忘
﹂
と
い
う
実
践
が
重
要
で
あ
る
︒
彼

の
﹃
坐
忘
論
﹄
に
よ
れ
ば27
︑
真
の
坐
忘
と
は
︑
長
生
修
煉
の
基
礎

あ
る
い
は
初
始
の
段
階
で
あ
る
︒
長
生
の
修
煉
は
︑﹁
形
﹂︵
身
体
︶

と
﹁
神
﹂︵
心
︶
と
の
俱
全
で
あ
る
べ
き
だ
︒﹁
形
﹂
の
修
養
の
た

め
に
は
﹁
服
気
﹂︵
太
陽
や
月
の
光
線
の
精
華
や
薬
草
の
摂
取
を
含
む
︶

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒﹁
形
﹂
の
最
終
的
な
飛
翔
に
は
錬
金
術

に
よ
る
金
丹
が
必
要
で
あ
る
が
︑
そ
の
ま
え
に
形
神
俱
全
を
用
意

で
き
な
け
れ
ば
︑
金
丹
が
あ
っ
て
も
役
に
立
た
な
い
︒
以
上
の
よ

う
な
坐
忘
・
服
気
・
金
丹
の
実
践
に
つ
い
て
︑
優
れ
た
気
と
素
材

を
提
供
で
き
る
自
然
条
件
を
備
え
て
い
る
の
が
洞
天
な
の
で
あ
る
︒

結
語

最
後
に
︑
冒
頭
の
李
白
の
詩
に
戻
っ
て
︑
李
白
が
実
践
し
よ
う

と
し
た
こ
と
を
再
考
し
て
み
よ
う
︒

李
白
が
泰
山
に
登
っ
た
少
し
前
に
︑
玄
宗
は
開
元
一
三
年
︵
七

二
五
︶
に
泰
山
に
登
っ
て
封
禅
を
挙
行
し
た
︒
そ
の
後
︑
司
馬
承

禎
の
建
議
を
受
け
入
れ
て
︑
五
岳
名
山
の
上
清
真
人
を
祀
っ
た
︒

李
渤
﹁
王
屋
山
貞
一
司
馬
先
生
伝
﹂
に
次
の
よ
う
に
あ
る28
︒

於
王
屋
山
自
選
形
勝
︑
置
壇
宇
以
居
之
︒
先
生
因
上
言
︑
今
五

嶽
之
神
祠
︑
皆
是
山
林
之
神
︑
非
正
真
之
神
也
︒
五
嶽
皆
有
洞

府
︑
各
有
上
清
真
人
降
任
其
職
︑
請
別
立
齋
祠
︒
帝
從
其
言
︒

因
置
真
君
祠
︑
其
形
像
制
度
︑
皆
請
先
生
推
按
道
經
︑
創
為
之

焉
︒

司
馬
承
禎
は
み
ず
か
ら
優
れ
た
場
所
を
選
び
︑
壇
と
建
物
を
た

て
て
住
持
し
た
︒
次
の
よ
う
に
玄
宗
に
上
書
し
た
︒﹁
い
ま
の
五

岳
の
︵
封
禅
の
た
め
の
︶
神
祠
は
︑
い
ず
れ
も
山
林
の
神
で
あ
っ

て
︑
正
真
の
神
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
五
岳
に
は
み
な
﹁
洞
府
﹂

︵
洞
天
︶
が
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
上
清
の
真
人
が
降
り
た
っ
て
そ
こ

を
主
宰
し
て
い
ま
す
の
で
︑
ど
う
か
神
祠
と
は
別
に
斎
宮
を
立

て
て
い
た
だ
き
た
い
﹂︒
玄
宗
は
そ
の
上
書
に
従
っ
た
︒
そ
こ
で
︑

真
君
祠
を
建
て
て
︑
そ
こ
に
安
置
す
る
神
像
の
設
計
は
︑
す
べ

て
司
馬
承
禎
が
道
教
経
典
を
も
と
に
し
て
創
始
し
た
︒

司
馬
承
禎
の
建
議
に
よ
れ
ば
︑
五
岳
に
は
洞
天
が
あ
り
︑
そ
こ

に
上
清
真
人
が
棲
ん
で
い
る
か
ら
︑
皇
帝
は
真
人
を
祭
祀
し
て
国

家
の
安
寧
を
祈
願
す
べ
き
な
の
で
あ
る
︒
玄
宗
は
こ
の
建
議
を
容

れ
て
︑
開
元
一
九
年
︵
七
三
一
︶
か
ら
開
元
二
〇
年
︵
七
三
二
︶
に

か
け
て
︑
五
岳
に
真
君
祠
を
建
立
し
︑
青
城
山
に
は
丈
人
祠
を
︑
廬

山
に
は
九
天
使
者
庿
を
建
立
し
た29
︒
し
た
が
っ
て
︑
天
宝
元
年
に

李
白
が
泰
山
に
登
っ
た
時
に
は
︑
泰
山
で
は
す
で
に
真
君
祠
の
祭

祀
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
李
白
が
冒
頭
の
詩
で
い
う

と
こ
ろ
の
洞
天
と
は
︑
泰
山
の
山
中
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
洞
天

の
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
︑
実
際
に
あ
っ
た
泰
山
真
君
祠
の
こ
と

で
も
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
泰
山
頂
上
に
は
︑
当
時
︑
す
で
に
国
家
か
ら
管
理
さ

れ
た
道
観
が
建
立
さ
れ
て
お
り
︑
当
時
の
李
白
の
道
教
の
資
格
で

は
︑
立
ち
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
で

李
白
は
︑
泰
山
の
別
の
場
所
で
瞑
想
を
お
こ
な
い
つ
つ
︑
自
分
の

資
格
の
低
さ
を
嘆
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
現
在
の
道
観
に
は
︑

建
築
物
の
背
後
に
洞
窟
の
洞
門
が
あ
る
こ
と
が
頻
見
す
る
︒
こ
こ

か
ら
類
推
す
る
に
︑
泰
山
真
君
祠
の
建
物
内
部
に
は
︑
洞
天
の
核

心
と
な
る
洞
窟
が
あ
り
︵
あ
る
い
は
洞
窟
を
ふ
さ
ぐ
形
で
建
物
が
立

っ
て
お
り
︑
建
築
物
を
通
っ
て
洞
窟
内
に
入
っ
て
い
け
る
よ
う
な
構
造

で
︶︑
最
善
の
修
道
方
法
は
︑
そ
の
内
部
で
服
気
を
す
る
こ
と
だ
っ

図７　司馬承禎「坐忘論」が刻された石
碑、背面に刻してある
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た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

洞
窟
の
内
部
に
は
︑
上
述
の
よ
う
に
神
仙
の
宮
殿
や
太
陽
・
月

な
ど
が
存
在
す
る
︒
そ
れ
が
具
体
的
に
は
︑
鍾
乳
石
な
ど
自
然
に

生
じ
た
奇
怪
な
形
状
の
石
を
指
す
の
か
︑
断
定
は
で
き
な
い
が
︑
い

ず
れ
に
せ
よ
︑
神
仙
の
宮
殿
や
太
陽
や
月
が
あ
る
の
だ
か
ら
︑
李

白
が
高
き
に
登
っ
て
お
こ
な
っ
た
よ
う
に
︑
そ
こ
か
ら
﹁
流
霞
﹂

な
ど
の
気
の
精
華
を
と
り
こ
む
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
︒
つ

ま
り
李
白
は
︑
洞
天
内
部
で
お
こ
な
う
べ
き
実
践
を
︑
次
善
の
策

と
し
て
︑
泰
山
の
頂
上
の
高
い
地
点
で
東
方
の
気
に
よ
っ
て
お
こ

な
っ
た
︑
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

ち
な
み
に
︑
彼
は
こ
の
詩
の
数
年
後
に
︑
当
時
の
道
教
の
最
高

位
に
あ
た
る
上
清
経
法
の
法
籙
を
授
か
っ
た
こ
と
が
︑
彼
の
詩
作

品
か
ら
推
定
で
き
る
︒
も
し
泰
山
に
登
っ
た
時
点
で
彼
が
上
清
経

法
を
持
っ
て
い
た
ら
︑
玉
女
か
ら
流
霞
の
杯
を
も
ら
っ
た
と
き
に
︑

﹁
仙
才
に
あ
ら
ざ
る
を
恥
ず
﹂
る
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

付
記

本
稿
は
︑
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五
〇
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巻
七
一
二
︒

29　

雷
聞
﹃
郊
庙
之
外

―
隋
唐
国
家
祭
祀
与
宗
教
﹄︵
北
京
三
聯
書
店
︑

二
〇
〇
九
年
︶︒
拙
稿
﹁
第
一
大
洞
天
王
屋
山
洞
の
陽
台
観
と
紫
微
宮

の
現
況
﹂︵﹃
洞
天
福
地
研
究
﹄
第
三
号
︑
三
五
︲
五
四
頁
︑
二
〇
一
二

年
三
月
︶︒

参
考
文
献
（
注
に
掲
出
以
外
）

小
南
一
郎
﹁
壺
型
の
宇
宙
﹂﹃
東
方
学
報
﹄
第
六
一
冊
︑
一
六
五
︲
二
二
一
︑

一
九
八
九
年
三
月
︒

大
室
幹
雄
﹃
囲
碁
の
民
話
学
﹄
せ
り
か
書
房
︑
一
九
七
七
年
︒

三
浦
國
雄
﹃
中
国
人
の
ト
ポ
ス: 

洞
窟
・
風
水
・
壺
中
天
﹄
平
凡
社
︑
一
九

八
八
年
︒
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は
じ
め
に

超
常
的
︑
神
秘
的
要
素
を
帯
び
る
な
ど
︑
通
常
の
観
点
か
ら
説

明
し
に
く
い
体
験
は
︑﹁
変
則
的
体
験
︵anom

alous experience 1
︶﹂

と
総
称
さ
れ
て
い
る
︒
近
年
︑
変
則
的
体
験
は
人
間
の
体
験
の
全

体
性
を
構
成
す
る
重
要
な
一
部
で
あ
る
と
捉
え
て
︑
そ
う
し
た
体

験
を
改
め
て
検
討
し
て
い
こ
う
と
い
う
動
き
が
生
じ
て
い
る

︵C
ardeña, Lynn &

 K
rippner, 2000

︶︒
本
稿
で
取
り
上
げ
る
臨
死
体

験
︵near-death experience

︶
も
︑
何
ら
か
の
危
機
な
ど
に
遭
遇
し

通
常
の
意
識
レ
ベ
ル
が
低
下
し
て
い
る
状
態
で
起
き
る
変
則
的
体

験
で
あ
る
︒
日
本
で
も
︑
事
故
や
病
気
で
生
命
の
危
機
状
態
に
あ

る
と
き
に
︑
花
畑
や
川
の
あ
る
光
景
を
見
た
︑
亡
く
な
っ
た
人
に

会
っ
た
と
い
う
体
験
を
し
た
人
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
聞
か
れ
る
︒
本

稿
で
は
︑
日
本
人
の
臨
死
体
験
の
調
査
結
果
に
基
づ
い
て
︑
現
象

面
か
ら
の
そ
の
全
体
像
を
提
示
し
て
い
く
︒
ま
た
︑
後
半
は
︑﹁
宗

教
経
験
に
お
け
る
負
の
感
情
の
浄
化
﹂
と
い
う
本
研
究
会
の
テ
ー

マ
と
の
重
な
り
合
う
︑
臨
死
体
験
後
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

1
研
究
の
背
景

1-

1
　
臨
死
体
験
研
究
の
発
展

臨
死
体
験
と
は
︑﹁
典
型
的
に
死
に
近
づ
い
た
人
︑
も
し
く
は
生

理
的
ま
た
は
情
緒
的
に
強
い
危
機
状
態
に
あ
る
人
に
起
こ
る
︑
超

越
的
で
神
秘
的
な
要
素
を
含
む
体
験
﹂
と
定
義
さ
れ
る
︵G

reyson, 

2000: pp.315-316

2
︶︒
た
と
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
﹃
国
家
篇
﹄
戦
士
エ

ル
の
蘇
生
譚
な
ど
紀
元
前
の
昔
か
ら
臨
死
体
験
と
思
わ
れ
る
体
験

が
記
録
さ
れ
て
き
た
が
︑
死
に
隣
接
す
る
体
験
と
し
て
研
究
の
対

象
と
な
っ
て
く
る
の
は
︑
一
九
七
〇
年
代
か
ら
で
あ
る
︒
初
期
に

は
︑
患
者
の
臨
終
時
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
︵death bed vision

︶
や
蘇
生

し
た
患
者
の
臨
死
体
験
を
取
り
上
げ
て
死
後
存
続
仮
説
の
検
証
を

試
み
た
オ
シ
ス
と
ハ
ラ
ル
ド
ソ
ン
︵O

sis &
 H

araldsson, 1977

︶
が
︑

臨
死
体
験
の
先
駆
的
な
研
究
を
し
て
い
る
︒
臨
死
体
験
研
究
は
︑

主
に
ア
メ
リ
カ
で
展
開
し
て
い
く
が
︑
臨
床
現
場
で
患
者
が
語
る

体
験
に
耳
を
傾
け
︑
死
の
瞬
間
に
お
け
る
意
識
状
態
を
洞
察
す
る

こ
と
に
精
力
を
傾
け
た
キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
・
ロ
ス
︑
死
か
ら
蘇
生
し

た
多
く
の
患
者
の
体
験
を
聞
い
て
︑
そ
の
体
験
に
共
通
性
が
あ
る

こ
と
を
著
し
た
ム
ー
デ
ィ
︵M

oody, 1975, 1977

︶
な
ど
が
臨
死
体

験
を
通
し
て
人
間
の
死
の
瞬
間
や
死
後
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
て

い
る
︒

一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
︑
臨
死
体
験
の
組
織
的
︑
統
計
的
な

手
法
で
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
︑
臨
死
体
験
は
︑
性

別
︑
人
種
︑
民
族
な
ど
の
違
い
や
︑
文
化
的
・
宗
教
的
背
景
な
ど

を
問
わ
ず
発
生
し
て
い
る
体
験
で
あ
り
︑
瀕
死
状
態
に
陥
っ
た
人

の
三
～
四
割
に
み
ら
れ
る
こ
と
︵R

ing, 1980; Sabom
, 1982

︶︑
さ

ら
に
︑
臨
死
体
験
後
に
は
死
後
の
生
命
の
存
続
へ
の
確
信
︑
死
の

恐
れ
へ
の
減
少
︑
他
者
へ
の
受
容
性
の
増
大
と
い
っ
た
価
値
観
の

変
化
︑
五
感
の
鋭
敏
化
や
超
常
的
感
覚
の
出
現
と
い
っ
た
感
覚
の

変
化
が
生
じ
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
る
︵R

ing,1984; Sabom
, ibid.; 

A
twater, 1988/1998

︶
な
ど
︑
臨
死
体
験
の
幅
広
い
現
象
的
な
側
面

も
明
ら
か
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

1-

2
　
臨
死
体
験
の
原
因
論

と
こ
ろ
で
︑
臨
死
体
験
は
︑
人
間
に
備
わ
っ
た
心
理
的
︑
脳
生

理
学
的
な
何
ら
か
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
︑
死
に

よ
っ
て
も
存
続
す
る
魂
︵
意
識
︶
の
証
左
な
の
か
︑
当
初
か
ら
盛

ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
︒
臨
死
体
験
の
原
因
論
︵etiology

︶
に
つ

い
て
の
仮
説
が
数
多
く
提
出
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
心
理
学

的
仮
説
︑
神
経
生
理
学
的
︵
脳
生
理
学
的
︶
仮
説
︑
意
識
の
実
体
験

仮
説
の
大
き
く
三
つ
に
分
類
さ
れ
る
︒
こ
の
中
で
︑
原
因
論
論
争

に
つ
い
て
の
主
要
な
対
立
軸
と
み
な
さ
れ
て
き
た
の
は
︑
脳
生
理

学
的
な
仮
説
と
︑
死
後
存
続
を
示
す
と
さ
れ
る
︑
意
識
の
実
体
験

仮
説
で
あ
る
︒
脳
生
理
学
的
な
仮
説
の
主
要
な
も
の
と
し
て
は
︑
低

酸
素
症
説
︵W

hinnery, 1997

︶︑
エ
ン
ド
ル
フ
ィ
ン
や
他
の
内
因
性
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第四部　身心変容技法と心霊的体験と洞窟

日
本
人
の
臨
死
体
験
と
臨
死
体
験
後
に
辿
る
過
程

―
二
〇
事
例
に
お
け
る
質
的
研
究
の
結
果
か
ら

第
四
部
❖
身
心
変
容
技
法
と
心
霊
的
体
験
と
洞
窟

岩
崎
美
香

明
治
大
学
大
学
院
情
報
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
科
博
士
後
期
課
程



オ
ピ
オ
イ
ド
・
ペ
プ
チ
ド
の
分
泌
作
用
説
︵C

arr,1982; Saavedra-
A

guilar &
 G

óm
ez-Jeria, 1989

︶︑
大
脳
右
側
頭
葉
の
刺
激
作
用
に
よ

る
神
秘
体
験
誘
導
説
︵Persinger, 1989

︶
な
ど
が
あ
り
︑
近
年
で
は
︑

覚
醒
と
レ
ム
睡
眠
の
混
成
と
し
て
見
出
さ
れ
る
︑
レ
ム
睡
眠
侵
入

説︵N
elson, 2010

︶︑
死
に
際
し
て
の
脳
活
動
の
活
発
化
説︵Borjigin, 

et al., 2013

︶
な
ど
の
仮
説
も
提
出
さ
れ
て
い
る
︒

一
方
︑
意
識
の
実
体
験
仮
説
は
︑
当
事
者
た
ち
の
記
憶
の
再
構

成
と
し
て
は
説
明
で
き
な
い
︑
臨
死
体
験
に
附
随
す
る
出
来
事
を

論
拠
と
す
る
︒
臨
死
体
験
で
は
︑
昏
睡
状
態
だ
っ
た
患
者
に
よ
る

当
時
の
周
囲
の
様
子
や
起
き
た
事
実
の
正
確
な
詳
述
︵Sabom

, 

1998

︶︑
盲
目
の
臨
死
体
験
者
に
よ
る
視
覚
的
な
事
物
や
状
況
の
把

握
︵R

ing &
 C

ooper, 1997

︶︑
子
ど
も
の
臨
死
体
験
で
本
人
が
生
ま

れ
る
前
に
亡
く
な
っ
た
肉
親
の
出
現
︵Badham

 &
 Badham

; 1982; 

ベ
ッ
カ
ー
︑
一
九
九
二
b
︶︑
臨
死
体
験
の
中
で
︑
時
を
同
じ
く
し

て
亡
く
な
っ
た
知
人
や
肉
親
に
思
い
が
け
ず
遭
遇
す
る
ピ
ー
ク
・

イ
ン
・
ダ
リ
ア
ン
現
象
︵Badham

 &
 Badham

, ibid.; M
oody, 1975; 

R
ing, 1980; Sabom

, 1982

︶
な
ど
が
報
告
さ
れ
る
が
︑
そ
の
よ
う
な

出
来
事
が
体
験
さ
れ
る
の
は
︑
身
体
と
意
識
︵
こ
こ
ろ
︶
が
分
離

し
て
実
際
に
体
験
し
て
い
る
こ
と
の
裏
付
け
に
他
な
ら
な
い
と
さ

れ
る
︒

し
か
し
︑
脳
生
理
学
的
な
仮
説
︑
意
識
の
実
体
験
仮
説
に
し
て

も
︑
一
長
一
短
で
あ
り
︑
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
に
つ
い
て
は
結
論

づ
け
る
こ
と
は
難
し
い
︒

ま
ず
︑
後
者
の
意
識
の
実
体
験
仮
説
に
関
し
て
は
︑
臨
死
体
験

時
に
本
人
の
記
憶
の
再
構
成
で
は
説
明
で
き
な
い
出
来
事
が
起
き

た
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
体
か
ら
意
識
が
離
れ
て
体
験
し
て
い
る
の

だ
と
い
う
こ
と
の
直
接
的
な
証
拠
に
は
な
ら
な
い
︒
あ
く
ま
で
も

間
接
的
な
証
拠
で
あ
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
︒

前
者
の
脳
生
理
学
的
な
仮
説
に
つ
い
て
は
︑
部
分
的
に
は
臨
死

体
験
を
説
明
で
き
る
も
の
も
多
い
が
︑
臨
死
体
験
を
包
括
的
に
説

明
す
る
仮
説
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
と
は
い
え
︑
今
後
︑
主
観
的
な

体
験
に
重
要
な
か
か
わ
り
を
持
つ
脳
の
機
能
と
領
域
を
﹁
局
所
同

定
﹂
す
る
手
段
が
進
歩
す
る
中
で
︑
脳
生
理
学
的
な
分
野
で
の
総

合
的
な
新
し
い
解
明
が
進
む
可
能
性
も
期
待
さ
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
脳
生
理
学
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
の
解
明
に
期
待
が

か
け
ら
れ
る
一
方
で
︑
そ
れ
は
必
ず
し
も
臨
死
体
験
そ
の
も
の
の

解
明
に
は
結
び
つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
自
ら
が
臨
死
体
験
を
し
た
脳
外
科
医
の
ア
レ
グ
ザ

ン
ダ
ー
は
︑
意
識
を
司
る
と
さ
れ
る
脳
の
諸
領
域
が
機
能
停
止
し

て
い
た
際
の
臨
死
体
験
に
つ
い
て
︑
ど
の
脳
生
理
学
的
な
仮
説
も

当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
脳
の
は
た
ら
き
に
還
元
し
て
説
明

づ
け
ら
れ
な
い
と
す
る
立
場
を
と
る
︵
ア
レ
グ
ザ
ン
ダ
ー
︑
二
〇
一

二
／
二
〇
一
三
︶︒

ま
た
︑
臨
死
体
験
を
研
究
す
る
医
師
の
パ
ー
ニ
ア
が
指
摘
す
る

よ
う
に
︑
近
年
主
流
に
な
っ
て
い
る
M
R
I
や
P
E
T
を
用
い

た
脳
画
像
に
よ
る
研
究
に
お
い
て
も
意
識
と
脳
の
相
関
性
が
示
さ

れ
た
に
す
ぎ
ず
︑
そ
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
臨
死
体
験
が
脳
生
理
学
的

な
も
の
と
相
関
関
係
に
あ
る
と
し
て
も
因
果
関
係
ま
で
を
結
論
づ

け
る
も
の
で
は
な
い
︵
パ
ー
ニ
ア
︑
二
〇
〇
五
／
二
〇
〇
六
︶︒

さ
ら
に
︑
脳
は
意
識
の
視
座
で
あ
り
︑
脳
に
心
が
あ
る
と
い
う

よ
う
な
観
点
か
ら
検
討
す
る
こ
と
を
疑
問
視
す
る
見
方
も
あ
る
︒

た
と
え
ば
︑
超
心
理
学
を
研
究
す
る
認
知
科
学
者
の
石
川
は
︑
臨

死
体
験
で
の
体
外
離
脱
体
験
で
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
よ
う
な
透
視

現
象
は
︑
体
外
の
環
境
に
拡
が
る
知
覚
を
想
定
す
る
方
が
合
理
的

で
あ
り
︑
脳
の
中
に
意
識
︵
こ
こ
ろ
︶
が
詰
め
こ
ま
れ
て
い
る
と

い
う
﹁
心
の
詰
め
こ
み
理
論
﹂
の
観
点
か
ら
説
明
す
る
の
は
妥
当

性
を
も
た
な
い
と
す
る
︵
石
川
︑
二
〇
一
二
︶︒

こ
れ
ら
の
指
摘
か
ら
考
え
る
と
︑
臨
死
体
験
は
︑
脳
内
に
閉
じ

ら
れ
た
意
識
の
体
験
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
意
識
が
身
体
と
分
離
す

る
実
体
験
な
の
か
と
い
う
問
い
以
前
に
︑
脳
の
は
た
ら
き
と
意
識

︵
こ
こ
ろ
︶
と
の
因
果
関
係
を
前
提
に
し
︑
脳
と
い
う
場
所
が
意
識

を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
と
い
っ
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
自
体
を
再
考
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
本
稿
で
は
現
象
面
を
中
心
に
臨
死
体
験
を
論

じ
て
い
く
た
め
︑
原
因
論
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
す
る
こ

と
に
す
る
が
︑
脳
︑
意
識
︵
こ
こ
ろ
︶︑
身
体
の
新
た
な
相
関
関
係

を
探
り
つ
つ
︑
脳
内
現
象
な
の
か
実
体
験
な
の
か
と
い
う
二
項
対

立
を
超
え
て
再
検
討
す
べ
き
時
期
に
き
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

1-

3
　
日
本
で
の
臨
死
体
験
に
つ
い
て
の
研
究

臨
死
体
験
研
究
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
し
て
欧
米
圏
で
行
わ
れ

て
き
た
た
め
︑
日
本
を
含
む
ア
ジ
ア
地
域
な
ど
で
は
臨
死
体
験
に

つ
い
て
ま
だ
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
︒

で
は
︑
日
本
で
臨
死
体
験
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
で

あ
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
︑
近
代
の
民
間
伝
承
を
収
集
し
た
柳
田
國

男
の
﹃
遠
野
物
語
﹄︵
一
九
一
〇
／
一
九
八
九
︶
で
︑
花
園
の
中
で

亡
く
な
っ
た
近
親
者
に
会
い
︑
そ
の
後
︑
呼
び
戻
さ
れ
て
息
を
吹

き
返
す
と
い
っ
た
逸
話
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
で
は
︑
死
に
か

け
た
人
が
亡
く
な
っ
た
親
族
に
会
っ
た
り
︑
花
園
や
川
な
ど
の
光

景
を
見
る
と
い
っ
た
体
験
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
比
較
的
よ
く

知
ら
れ
た
現
象
で
あ
っ
た
︒
こ
う
し
た
現
象
が
改
め
て
取
り
上
げ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
欧
米
で
の
臨
死
体
験
に
つ
い
て
の

著
作
が
翻
訳
書
を
通
じ
て
日
本
に
紹
介
さ
れ
て
か
ら
で
あ
る
︒

一
九
八
〇
年
代
半
ば
に
は
︑
ま
ず
日
本
人
の
臨
死
体
験
談
を
見

直
そ
う
と
す
る
動
き
が
生
じ
る
︒
ム
ー
デ
ィ
の
﹃
か
い
ま
み
た
死

後
の
世
界
﹄
に
影
響
を
受
け
た
と
す
る
民
話
伝
承
研
究
家
の
松
谷

は
︑
日
本
各
地
の
人
々
の
﹁
あ
の
世
の
話
﹂
の
体
験
談
を
数
多
く

集
め
て
編
纂
す
る
︵
松
谷
︑
一
九
八
六
／
二
〇
〇
三
︶︒

日
本
で
臨
死
体
験
へ
の
関
心
を
大
き
く
呼
び
起
こ
し
た
の
は
︑
九

〇
年
代
初
頭
︑
臓
器
移
植
法
案
と
脳
死
問
題
が
論
議
さ
れ
︑﹁
人
の

死
と
は
何
か
﹂
に
つ
い
て
世
の
中
の
関
心
が
高
ま
る
中
で
放
映
さ

れ
た
︑
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
﹁
臨
死
体
験
﹂︵
N
H
K
総
合
︑
一
九

九
一
年
三
月
一
七
日
放
送
︶
で
あ
る
︒
番
組
制
作
に
関
わ
っ
た
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
の
立
花
は
︑
同
名
の
著
作
﹃
臨
死
体
験
﹄
上
巻
︵
一

九
九
四
a
／
二
〇
〇
〇
a
︶︑
下
巻
︵
一
九
九
四
b
／
二
〇
〇
〇
b
︶﹂

で
︑
欧
米
の
臨
死
体
験
研
究
の
成
果
を
幅
広
く
網
羅
し
︑
日
本
人

の
臨
死
体
験
者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
精
力
的
に
試
み
つ
つ
︑
臨

死
体
験
が
脳
生
理
学
的
な
現
象
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
身
体
か
ら
分

離
し
た
意
識
の
実
体
験
な
の
か
︑
臨
死
体
験
の
発
生
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
つ
い
て
検
証
を
試
み
て
い
る
︒

宗
教
学
の
領
域
か
ら
も
臨
死
体
験
が
検
討
さ
れ
る
︒
ベ
ッ
カ
ー

は
歴
史
的
に
み
て
臨
死
体
験
が
日
本
人
を
含
む
東
洋
人
の
宗
教
観

や
死
生
観
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
可
能
性
を
指
摘
︒
現
代

の
臨
死
体
験
者
の
体
験
を
私
た
ち
の
よ
り
よ
い
生
き
方
や
死
生
観

の
形
成
の
手
が
か
り
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
を
提
言
す
る
︵
ベ
ッ

カ
ー
︑
一
九
九
二
a
︶︒

医
療
現
場
で
も
臨
死
体
験
に
つ
い
て
の
調
査
・
研
究
が
行
わ
れ
︑

医
師
の
山
村
は
︑
昏
睡
状
態
に
陥
っ
た
患
者
の
四
割
近
く
が
臨
死

体
験
を
し
て
い
る
こ
と
︑
患
者
の
個
人
的
な
背
景
的
要
因
と
は
無
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関
係
に
臨
死
体
験
が
起
き
て
い
る
こ
と
な
ど
︑
ア
メ
リ
カ
で
の
研

究
結
果
と
一
致
す
る
よ
う
な
事
実
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
︵
山
村
︑

一
九
九
八
︶︒

こ
の
よ
う
に
日
本
で
は
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
ま
で
︑

臨
死
体
験
に
関
心
が
も
た
れ
︑
調
査
・
研
究
に
つ
い
て
も
活
発
な

動
き
が
生
じ
た
︒
一
方
︑
日
本
で
の
一
般
的
な
関
心
の
焦
点
は
︑
臨

死
体
験
が
死
後
の
意
識
の
存
続
を
意
味
す
る
実
体
験
な
の
か
︑
そ

れ
と
も
あ
く
ま
で
も
脳
内
に
あ
る
意
識
が
体
験
す
る
︑
い
わ
ゆ
る

脳
内
現
象
な
の
か
と
い
う
問
題
に
集
中
し
た
︒
こ
の
問
題
に
結
論

を
下
す
こ
と
は
容
易
で
な
く
︑
次
第
に
一
般
か
ら
の
臨
死
体
験
へ

の
関
心
は
薄
ら
い
で
い
く
︒
二
〇
〇
〇
年
以
降
︑
日
本
で
の
臨
死

体
験
研
究
の
動
向
も
散
発
的
な
も
の
に
転
じ
て
い
く
︒

2
日
本
人
の
臨
死
体
験

2-

1
　
研
究
の
目
的

臨
死
体
験
に
つ
い
て
は
︑
臨
死
体
験
自
体
は
も
ち
ろ
ん
臨
死
体

験
後
ま
で
に
及
ぶ
広
い
領
域
の
現
象
面
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

る
︒
し
か
し
︑
日
本
で
は
こ
う
し
た
臨
死
体
験
の
全
体
像
の
把
握

や
解
明
に
ま
で
は
踏
み
込
め
て
は
お
ら
ず
︑
臨
死
体
験
研
究
か
ら

の
応
用
に
必
要
な
知
見
も
深
化
し
て
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
な
状
況

を
踏
ま
え
て
︑
研
究
で
は
調
査
事
例
に
基
づ
い
て
日
本
人
の
臨
死

体
験
の
現
象
的
な
側
面
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
指

し
た
︒

2-

2
　
研
究
の
方
法

ま
ず
調
査
対
象
と
な
る
日
本
人
の
臨
死
体
験
者3
を
ス
ノ
ー
ボ
ー

ル
・
サ
ン
プ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
選
定
し
︑
半
構
造
的
な
イ
ン
タ
ビ

ュ
ー
調
査
を
実
施
し

5︑
4た

︒
得
ら
れ
た
す
べ
て
の
調
査
デ
ー
タ
を
修

正
版
グ
ラ
ン
デ
ッ
ド
・
セ
オ
リ
ー
・
ア
プ
ロ
ー
チ︵
以
下
︑M︲

G
T
A
︶

の
手
法
に
よ
っ
て
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
し
て
結
果
図
を
作
成
し
︑
臨
死

体
験
の
プ
ロ
セ
ス
の
全
体
像
を
捉
え
た
︒
本
稿
で
は
こ
う
し
た
方

法
で
捉
え
た
臨
死
体
験
の
プ
ロ
セ
ス
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
が
︑
臨

死
体
験
の
現
象
面
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
く
た
め
に
︑
必
要

に
応
じ
て
個
々
の
事
例
に
も
触
れ
て
い
く
︒

2-

3
　
調
査
結
果
に
み
る
調
査
対
象
者

表
1
に
調
査
対
象
者
と
臨
死
体
験
の
概
要
を
示
し
た
︒
調
査
対

象
者
の
性
別
内
訳
は
︑
男
性
八
事
例
︑
女
性
一
二
事
例
で
あ
る6
︒

臨
死
体
験
当
時
の
年
齢
は
︑
六
歳
か
ら
六
九
歳
ま
で
に
及
ん
で
い

る
︒
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
時
の
年
齢
は
一
五
歳
か
ら
八
〇
歳
に
わ
た
る
︒

臨
死
体
験
か
ら
の
経
過
年
月
は
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
時
期

の
数
カ
月
前
か
ら
四
三
年
前
ま
で
㴑
る
も
の
ま
で
が
あ
り
︑
平
均

経
過
年
数
は
二
二
年
で
あ
っ
た
︒
臨
死
体
験
に
至
る
ま
で
の
状
況

は
︑
高
熱
︑
突
然
の
発
作
︑
急
性
の
疾
病
︑
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
︑
病

気
の
手
術
︑
交
通
事
故
︑
薬
物
の
過
剰
摂
取
︑
出
産
な
ど
多
岐
に

わ
た
る
︒

対
象
者
の
当
時
の
属
性
は
︑
主
婦
︑
学
生
︑
会
社
員
︑
教
員
︑
自

営
業
︑
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
な
ど
多
様
で
あ
る
︒
信
仰
に
つ
い
て
は
︑
両

親
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
︑
幼
い
頃
に
洗
礼
を
受
け
た
な
ど
︑
キ
リ
ス

ト
教
の
影
響
下
に
あ
っ
た
対
象
者
が
二
例
︑
仏
教
色
が
強
い
家
で

あ
っ
た
と
す
る
対
象
者
が
一
例
︑
創
価
学
会
が
二
例
︑
祖
先
崇
拝

が
一
例
︑
出
身
地
の
民
俗
宗
教
が
一
例
︑
一
一
事
例
は
信
仰
し
て

い
る
も
の
は
な
い
と
回
答
し
︑
二
事
例
が
無
回
答
と
い
う
結
果
で

あ
っ
た
︒

こ
れ
ま
で
の
結
果
に
お
い
て
︑
調
査
対
象
者
の
男
女
比
は
二
対

三
の
割
合
で
︑
女
性
が
若
干
多
い
も
の
の
︑
年
齢
︑
属
性
︑
信
仰
︑

臨
死
体
験
に
至
る
経
緯
に
お
い
て
︑
と
く
に
共
通
す
る
要
素
は
み

ら
れ
な
い
︒

補
足
と
し
て
臨
死
体
験
に
つ
い
て
の
知
識
の
有
無
に
つ
い
て
触

れ
て
お
く
と
︑
臨
死
体
験
を
す
る
以
前
に
︑
臨
死
体
験
に
つ
い
て

の
知
識
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
の
は
二
〇
事
例
中
二
例
︑
不

明
は
三
例
︑
残
り
一
五
事
例
が
臨
死
体
験
を
す
る
以
前
に
何
ら
か

の
形
で
臨
死
体
験
に
つ
い
て
知
っ
て
お
り
︑
七
割
以
上
の
体
験
者

が
体
験
時
よ
り
前
に
臨
死
体
験
の
知
識
を
持
っ
て
い
た
︒
た
だ
し
︑

臨
死
体
験
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
体
験
者
の
う
ち
三
例
は
︑
自
分

が
知
っ
て
い
る
臨
死
体
験
の
タ
イ
プ
と
は
︑
ま
っ
た
く
異
な
る
内

容
の
臨
死
体
験
を
し
た
と
し
て
い
る
︒
体
験
者
が
臨
死
体
験
に
つ

い
て
知
っ
て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
︑
そ
の
臨
死
体
験
が
事
前
知
識

の
影
響
下
で
体
験
さ
れ
た
も
の
と
結
論
づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

2-

4
　
夢
と
は
区
別
さ
れ
得
る
か

夢
と
の
違
い
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
対
象
者
は
二
〇
事
例
中

一
四
例
で
︑
そ
の
う
ち
夢
と
変
わ
ら
な
い
と
答
え
た
の
が
二
例
︑
夢

と
は
っ
き
り
と
異
な
る
と
し
て
い
る
の
は
一
二
例
で
あ
り
︑
対
象

者
の
六
割
が
夢
と
は
異
な
っ
た
体
験
だ
と
し
て
い
る
︒
夢
と
は
異

な
る
体
験
で
あ
る
と
い
う
理
由
と
し
て
は
︑﹁
何
年
た
っ
て
も
そ
の

記
憶
が
鮮
明
で
あ
る
﹂︑﹁
意
識
が
戻
っ
て
か
ら
も
臨
死
体
験
と
現

実
と
で
は
ど
ち
ら
が
現
実
か
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
リ
ア
ル
な
体

験
だ
っ
た
﹂︑﹁
目
覚
め
て
い
る
の
と
同
じ
状
態
で
実
際
に
体
験
し

た
こ
と
で
あ
る
﹂︑﹁
体
ご
と
行
っ
て
い
た
と
い
う
感
覚
が
あ
っ
た
﹂

と
い
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
︑
睡
眠
中
に
み
る
通
常
の
夢
と
の
違
い

が
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
い
た
︒

2-

5　

ど
の
よ
う
な
内
容
の
体
験
が
あ
る
の
か

表
1
に
も
二
〇
事
例
の
臨
死
体
験
の
概
略
を
記
し
た
が
︑
ど
の

よ
う
な
内
容
の
体
験
が
あ
る
の
か
︑
内
容
別
に
具
体
的
に
例
示
し

て
い
く
︒

◇
身
体
か
ら
離
れ
る

︹
事
例
B
：
体
験
時
二
八
歳
／
男
性
︺

多
忙
な
日
が
続
き
︑
会
社
で
夜
中
ま
で
報
告
書
を
書
い
て
い
た
︒

呼
吸
が
乱
れ
て
苦
し
く
な
り
︑
心
臓
の
鼓
動
が
バ
ク
バ
ク
と
し
て

倒
れ
込
ん
だ
︒
真
っ
暗
な
状
態
に
な
っ
た
が
︑
ふ
と
気
が
つ
く
と
︑

倒
れ
て
い
る
自
分
を
上
の
方
か
ら
見
て
い
た
︒﹁
自
分
は
死
ぬ
か
も

し
れ
な
い
︒
死
ぬ
の
は
い
や
だ
︒
ま
だ
見
ぬ
パ
ー
ト
ナ
ー
に
会
い

た
い
︑
結
婚
し
た
い
﹂
と
強
く
感
じ
た
そ
の
瞬
間
︑
真
っ
白
な
も

の
す
ご
い
光
に
照
ら
さ
れ
︑
倒
れ
て
い
る
自
分
に
吸
い
込
ま
れ
る

よ
う
に
入
っ
て
い
っ
た
︒

︹
事
例
Q
：
体
験
時
二
一
歳
／
男
性
︺

夜
中
に
集
中
治
療
室
で
目
覚
め
た
後
︑
足
が
左
右
に
横
揺
れ
し

始
め
て
︑
そ
の
う
ち
に
全
身
が
ガ
ク
ガ
ク
動
き
出
し
︑
気
が
付
い

た
ら
天
井
が
す
ぐ
近
く
に
あ
っ
た
︒
下
を
見
る
と
自
分
は
ベ
ッ
ド

の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
た
︒
体
の
痛
み
は
一
切
感
じ
ず
︑
不
思
議

と
余
裕
が
あ
っ
て
部
屋
の
中
を
飛
び
回
っ
て
空
中
遊
泳
を
存
分
に

楽
し
ん
だ
︒
そ
ろ
そ
ろ
戻
ら
な
く
て
は
と
思
い
︑
横
た
わ
る
自
分

の
体
に
対
し
て
垂
直
に
立
っ
て
足
を
重
ね
る
と
︑
ス
ッ
と
重
量
が
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か
か
り
︑
ベ
ッ
ド
の
上
の
自
分
に
意
識
が
戻
っ
た
︒
ほ
ど
な
く
し

て
︑
ベ
ッ
ド
に
寝
た
ま
ま
違
う
病
室
に
移
さ
れ
る
が
︑
容
態
が
よ

く
な
り
︑
歩
け
る
よ
う
に
な
る
と
真
っ
先
に
そ
の
病
室
に
行
っ
て

み
た
︒
そ
の
部
屋
の
中
は
本
来
な
ら
ベ
ッ
ド
か
ら
見
え
る
範
囲
で

し
か
わ
か
ら
な
い
は
ず
が
︑
あ
の
夜
︑
空
中
遊
泳
し
た
時
に
見
て

覚
え
て
い
る
間
取
り
も
ぴ
っ
た
り
で
︑
看
護
師
さ
ん
の
休
憩
場
所

に
置
か
れ
て
い
る
漫
画
本
や
特
徴
の
あ
る
テ
ィ
ー
カ
ッ
プ
な
ど
も

す
べ
て
一
緒
だ
っ
た
︒
た
だ
︑
た
だ
︑
不
思
議
な
体
験
だ
っ
た
と

思
っ
た
︒

◇
人
生
回
顧

︹
事
例
O
：
体
験
時
一
五
歳
／
女
性
︺

事
故
に
遭
っ
て
病
院
に
運
ば
れ
て
手
術
を
し
て
い
る
最
中
に
︑
自

分
の
人
生
を
㴑
っ
て
記
憶
を
逆
走
す
る
走
馬
灯
体
験
を
し
た
︒
四

歳
頃
ま
で
㴑
っ
た
時
に
︑
こ
の
ま
ま
全
部
㴑
っ
た
ら
︑
自
分
は
死

ぬ
の
で
は
な
い
か
と
怖
く
な
っ
た
と
こ
ろ
︑
場
面
が
切
り
替
わ
り
︑

暗
く
て
広
い
ト
ン
ネ
ル
を
歩
い
て
い
た
︒
ト
ン
ネ
ル
の
先
に
光
が

見
え
て
︑
当
時
大
好
き
だ
っ
た
バ
ン
ド
の
メ
ン
バ
ー
に
手
招
き
さ

れ
︑
そ
こ
に
近
づ
い
て
い
く
と
︑
目
が
覚
め
た
︒
目
が
覚
め
る
と

き
に
︑
白
く
て
美
し
い
光
が
外
界
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
に
分

か
れ
て
い
く
の
を
目
に
し
た
︒

◇
ト
ン
ネ
ル

︹
事
例
K
：
体
験
時
三
〇
歳
／
女
性
︺

手
術
の
後
︑
麻
酔
が
醒
め
る
か
醒
め
な
い
か
の
時
に
急
に
息
が

苦
し
く
な
っ
た
︒
周
囲
が
騒
ぐ
声
が
次
第
に
遠
の
い
て
聞
こ
え
な

く
な
り
︑
右
横
に
穴
が
水
平
に
伸
び
て
い
る
ト
ン
ネ
ル
が
現
れ
た
︒

ト
ン
ネ
ル
の
奥
に
は
小
さ
な
穴
が
開
い
て
い
て
︑
き
れ
い
な
ピ
ン

ク
色
が
見
え
た
︒
ト
ン
ネ
ル
に
頭
か
ら
す
ご
い
勢
い
で
吸
い
込
ま

れ
て
い
っ
た
︒
一
番
奥
に
行
く
手
前
で
今
度
は
足
が
引
っ
張
ら
れ

る
よ
う
な
感
じ
で
引
き
戻
さ
れ
た
︒

◇
川
と
向
こ
う
側
に
い
る
人
物

︹
事
例
L
：
体
験
時
六
七
歳
／
女
性
︺

気
が
つ
く
と
︑
川
が
流
れ
︑
美
し
く
光
る
よ
う
に
花
々
が
咲
い

て
い
る
場
所
に
い
た
︒
川
に
架
か
る
橋
の
欄
干
ま
で
花
で
埋
め
尽

く
さ
れ
て
い
た
︒
川
の
向
こ
う
側
に
は
︑
半
年
前
に
亡
く
な
っ
た

父
親
が
手
招
き
を
し
な
が
ら
﹁
こ
っ
ち
へ
来
い
！
﹂
と
言
い
︑
そ

の
隣
で
は
父
の
兄
が
﹁
来
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
﹂
と
言
っ
て
い
た
︒
橋

を
渡
ろ
う
と
す
る
の
だ
け
れ
ど
︑﹁
来
る
な
﹂
と
言
わ
れ
た
の
で
渡

れ
な
く
て
橋
の
前
で
も
じ
も
じ
し
て
い
た
︒
そ
う
し
て
い
る
う
ち

に
︑
目
覚
め
た
︒

︹
事
例
F
：
体
験
時
二
六
歳
／
女
性
︺

出
産
直
後
︑
病
院
の
ベ
ッ
ド
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
︑
突
然
天

井
が
ド
ー
ン
と
落
ち
て
く
る
の
を
感
じ
︑
す
ご
い
光
が
差
し
た
か

の
よ
う
に
周
囲
が
真
っ
白
に
な
っ
た
︒
た
く
さ
ん
の
花
の
咲
く
野

原
が
見
え
︑
す
ぐ
先
に
き
れ
い
な
水
が
流
れ
て
い
る
う
ね
っ
た
小

川
が
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
人
た
ち

が
二
︑
三
人
立
っ
て
い
て
︑
こ
ち
ら
を
見
て
い
た
︒
そ
ち
ら
に
行

き
た
く
な
っ
て
︑
行
こ
う
と
し
た
が
︑
名
前
を
呼
ば
れ
て
我
に
返

っ
た
︒
見
る
と
︑
ベ
ッ
ド
の
傍
ら
で
母
親
が
自
分
の
名
を
呼
び
な

表１　体験者と体験内容の概要

事例 性別 調査時
の年齢

体験時 
の年齢

体験時
の属性 きっかけ 体験内容 の概要

A 男性 15歳 10歳 小学生 高熱が２週間
継続 

マントを着た顔のない女性とエレベーターに乗った。エレベーターが開くと、周囲
は明るく、赤や黄色の花々が見えた

B 男性 41歳 28歳 メーカー
研究員 心臓発作 倒れて真っ暗になり、気がつくと自分の体を斜め上から見下ろしていた。「死ぬの

はいやだ」と思った瞬間、真っ白な光に照らされ、自分の体に戻った
C1 男性 41歳 13歳 中学生 脳髄膜炎 自分が寝ている姿を見た。また、何度も天井の方向へ昇っていくことを繰り返した 

C2 男性 41歳 26歳 映像
制作者 肺水腫 観音様のような女性が招くかのように現れた。招きを断ると、女性が憤怒相になっ

た 

D 男性 28歳 6歳 幼稚園生 扁桃腺の手術 薄暗い光で照射されたドームのような部屋の天井から、ベッドに横たわる自分を
見ていた

E 女性 62歳 49歳 パート
勤務 交通事故 花が両脇に咲く白い舗装道路をずっと歩いていて、最後にお葬式の花輪のところ

で行き止まった

F 女性 48歳 26歳 主婦 出産 
天井が落ち、強い光で周囲が真っ白になった。花畑とそこに流れる小川が見え、
満面の笑みを浮かべた３人の人が立っていた。行こうとしていたら、母親の声で
我に返った

G 女性 61歳 20歳 大学生 高熱が継続 周りの人に話しかけても反応がなかった。振り返ると、布団に寝ている自分の姿
があった 

H 女性 69歳 69歳 主婦 脳静脈瘤の手
術 

川の向こうで父が自分を呼んで手招きし、母は川のずっと下流で自分に背を向け
て立っていた 

I 男性 45歳 13歳 中学生 池で溺れる 池の底から出る光の中に入ると、太陽が６つある他の惑星に生まれ変わり、そこ
で一生を生きる体験をした 

J 女性 57歳 30歳 小学校
教師 急性腎不全 遠くに星のような光が輝く、宇宙空間のような奥行きのある暗がりの中に漂ってい

た

K 女性 73歳 30歳 主婦 卵巣のう腫の
手術 水平方向に伸びる円錐型のトンネルに吸い込まれ、奥に行く手前で引き戻された

L 女性 80歳 67歳 自営業 急な血圧の上
昇 

一面輝くような花の咲く場所で、川の向こうから父に呼ばれ、伯父には来るなと言
われた 

M 女性 64歳 23歳 大学生 心臓発作 夜中にお手洗いから出たら、廊下の突き当たりのところが、金色に輝く坂道になって
いた。音楽が聴こえ、よい香りが漂う中、坂道を登っていくと、突然真っ暗になった

N 女性 56歳 35歳 会社員 甲状腺機能亢
進症

オレンジ色のポピーのような花が咲いている花畑に行った。行けども行けども誰に
も会わず、「飽きたな」と思った頃に、下から呼ぶ声がした

O 女性 33歳 15歳 中学生 自動車事故
最初に人生を逆行する走馬灯体験をした。場面が切り換り、長いトンネルの中を
歩いていると、その先から当時好きだったバンドのメンバーに手招きされた。目を
覚ました時に、真っ白な光が人や物へと分かれていくのを見た

P 男性 56歳 46歳 プロミュー
ジシャン

抗生物質のア
レルギー反応

周囲の人、遠方の人も含め、その時何をして何を感じているかがわかった。明るく
て暖かい色をした光が見え、そこに行きたくなった

Q 男性 41歳 21歳 大学生 腹膜炎の手術
身体が左右に横揺れした後に、気がつくと天井近くにいた。下には集中治療室の
ベッドに横たわる自分が見えた。体の痛みはなく、そのまま部屋の中でしばらく空
中遊泳を楽しんだ

R 女性 52歳 30歳頃 主婦
インフルエンザ
による高熱が
継続

家の前のバス停からバスに乗ったところ、山の中のビルに着いた。ビルの外階段
の踊り場から下を眺めると、キラキラ光る川の真ん中に、濃いブルーのラメの服を
着た若い男が、岸にいる人の手を取って一人ひとり川の向こうに渡すのが見えた

S 女性 51歳 20歳 大学生 薬物の過剰摂
取

目の前にムンクの「叫び」の絵のような眼の落ちくぼんだ人の顔が見え、耳元でジ
ェット機のエンジンの隣にいるような轟音が聞こえた。気がつくと、ホテルか病院
のような場所のエレベーターホールの上から、キャスター付きのベッドで運ばれて
いく自分らしき姿を見ていた

※C1とC2は2回臨死体験をした同一人物

219

日本人の臨死体験と臨死体験後に辿る過程―二〇事例における質的研究の結果から



が
ら
︑
体
を
ゆ
す
っ
て
い
た
︒

◇
乗
り
物
で
移
動

︹
事
例
A
：
体
験
時
一
〇
歳
／
男
性
︺

エ
レ
ベ
ー
タ
ー
が
開
い
て
︑
黒
い
服
を
着
た
顔
の
な
い
女
の
人

が
い
た
︒
そ
の
女
の
人
と
一
緒
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
に
乗
っ
て
︑
上

か
下
に
移
動
し
た
︒
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
扉
が
開
い
た
ら
︑
外
は
明

る
く
て
︑
赤
や
黄
色
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
が
見
え
た
︒

︹
事
例
R
：
体
験
時
三
〇
歳
頃
／
女
性
︺

家
の
前
の
バ
ス
停
か
ら
路
線
バ
ス
に
乗
っ
た
︒
そ
の
バ
ス
は
関

越
自
動
車
道
を
走
り
︑
山
の
中
の
ビ
ル
に
着
い
た
︒
ビ
ル
の
外
階

段
の
踊
り
場
か
ら
︑
光
を
反
射
し
て
キ
ラ
キ
ラ
輝
い
て
い
る
川
が

見
え
た
︒
川
の
真
ん
中
に
は
︑
青
い
キ
ャ
ッ
プ
を
か
ぶ
り
︑
青
い

ラ
メ
の
ス
ー
ツ
を
着
た
若
い
男
性
が
い
て
︑
川
岸
に
い
る
人
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
手
を
取
っ
て
川
の
向
こ
う
側
に
渡
し
て
い
た
︒

◇
別
の
世
界
に
転
生

︹
事
例
Ⅰ
：
体
験
時
一
三
歳
／
男
性
︺

池
で
溺
れ
て
︑
気
が
つ
く
と
溺
れ
る
自
分
を
少
し
上
の
方
か
ら

見
て
い
た
︒
池
の
底
か
ら
も
の
す
ご
い
光
が
来
て
︑
そ
こ
に
吸
い

込
ま
れ
る
よ
う
に
入
っ
て
い
っ
た
︒
入
っ
て
い
く
と
今
度
は
真
っ

暗
に
な
っ
た
が
︑
遠
く
に
点
の
よ
う
な
光
が
見
え
た
︒
小
さ
く
見

え
た
光
に
近
づ
き
︑
そ
の
中
に
入
っ
た
瞬
間
︑
別
の
惑
星
に
生
ま

れ
変
わ
っ
た
︒
そ
の
惑
星
で
子
供
か
ら
大
人
に
な
り
︑
年
老
い
て

死
ん
で
︑
一
万
年
く
ら
い
を
過
ご
し
た
体
験
が
あ
っ
た
︒
気
が
つ

く
と
︑
自
分
は
救
助
さ
れ
て
池
の
畔
に
横
た
わ
っ
て
い
た
︒
溺
れ

て
か
ら
気
が
つ
く
ま
で
の
時
間
は
わ
ず
か
一
五
分
だ
っ
た
︒

◇
宇
宙
空
間
を
漂
う

︹
事
例
J
：
体
験
時
三
〇
歳
／
女
性
︺

気
が
つ
く
と
宇
宙
空
間
の
よ
う
な
奥
行
き
の
あ
る
暗
が
り
の
中

に
漂
っ
て
い
た
︒
自
分
は
︑
ゆ
っ
た
り
と
ひ
っ
く
り
返
っ
た
り
︑
腹

ば
い
に
な
っ
た
り
し
な
が
ら
無
重
力
の
よ
う
な
状
態
で
︑
時
間
の

感
覚
も
な
く
浮
か
ん
で
い
た
︒
左
前
方
の
奥
に
︑
き
ら
ー
ー
っ
と

輝
く
星
の
よ
う
な
も
の
が
︑
そ
こ
だ
け
一
点
特
別
に
輝
い
て
い
た
︒

◇
心
地
よ
い
感
覚

︹
事
例
P
：
体
験
時
四
六
歳
／
男
性
︺

暖
色
系
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
し
た
き
れ
い
な
光
が
目
の
前
に

広
が
っ
て
い
た
︒
一
番
よ
い
湯
加
減
の
温
泉
に
入
っ
た
よ
う
な
温

か
い
感
じ
が
し
て
︑
と
て
も
よ
い
気
持
ち
に
な
り
︑
空
間
を
フ
ワ

ー
っ
と
漂
っ
て
い
た
︒

◇
不
快
な
感
覚

︹
事
例
S
：
体
験
時
二
〇
歳
／
女
性
︺

目
の
前
に
ム
ン
ク
の
﹁
叫
び
﹂
の
絵
の
中
に
登
場
す
る
よ
う
な

眼
の
落
ち
く
ぼ
ん
だ
人
の
顔
が
見
え
︑
耳
元
で
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
エ

ン
ジ
ン
の
隣
に
い
る
よ
う
な
ゴ
ー
ー
ー
っ
と
い
う
も
う
す
ご
い
騒

音
が
聞
こ
え
た
︒
気
が
つ
く
と
︑
ホ
テ
ル
か
病
院
の
よ
う
な
場
所

の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
ホ
ー
ル
の
真
上
か
ら
︑
誰
か
を
の
せ
た
担
架
が

台
車
で
運
ば
れ
て
い
る
の
が
見
え
た
︒
台
車
を
運
ん
で
い
る
人
た

ち
が
何
か
を
言
っ
て
い
る
の
も
聞
こ
え
た
︒
体
験
は
全
体
を
通
し

て
心
地
よ
さ
を
ま
っ
た
く
感
じ
な
か
っ
た
︒

◇
臨
死
体
験
と
連
続
す
る
体
験

︹
事
例
H
：
体
験
時
六
九
歳
／
女
性
︺

退
院
が
決
ま
っ
た
時
に
父
親
が
車
で
自
分
を
迎
え
に
来
て
く
れ

た
︒
父
親
の
車
は
︑
自
分
が
乗
っ
た
車
の
後
を
ず
っ
と
つ
い
て
来

て
く
れ
た
︒
家
に
到
着
し
た
ら
︑
リ
ビ
ン
グ
の
テ
ー
ブ
ル
の
と
こ

ろ
に
︑
ち
ょ
こ
ん
と
母
親
が
座
っ
て
い
た
︒
思
わ
ず
︑﹁
ど
う
し
た

の
？
﹂
と
尋
ね
た
︒

そ
の
後
︑
自
分
の
部
屋
に
布
団
を
敷
い
て
寝
た
記
憶
が
あ
る
が
︑

自
分
の
部
屋
で
目
を
覚
ま
し
て
み
る
と
︑
父
や
母
は
い
な
か
っ
た
︒

2-

6
　
臨
死
体
験
の
内
容
に
つ
い
て
の
概
括

前
項
で
ど
ん
な
こ
と
が
体
験
さ
れ
て
い
た
か
を
例
示
し
た
が
︑
体

験
内
容
を
概
括
す
る
と
︑
臨
死
体
験
の
前
半
で
体
験
さ
れ
て
い
る

の
は
︑
人
生
回
顧
︑
自
分
の
体
を
離
れ
て
の
俯
瞰
︑
移
動
や
移
行
︑

光
に
包
ま
れ
る
︑
異
世
界
の
光
景
︑
何
ら
か
の
存
在
と
の
出
会
い

な
ど
で
あ
る
︒
後
半
で
は
︑
帰
る
よ
う
に
促
さ
れ
る
な
ど
︑
そ
こ

に
留
ま
れ
な
く
な
る
事
態
が
生
じ
て
い
た
︒
体
験
に
は
︑
心
地
よ

く
て
苦
痛
の
な
い
感
覚
︑
時
間
の
超
越
感
︑
リ
ア
ル
な
体
感
な
ど
︑

特
有
の
感
覚
や
知
覚
な
ど
が
伴
っ
て
い
る
︒
恐
怖
や
苦
痛
を
感
じ

た
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
内
容
は
ほ
と
ん
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑

ま
れ
に
︵
二
〇
例
中
一
例
︶
苦
痛
の
体
験
が
伴
っ
た
ケ
ー
ス
︵
事
例

S
︶
も
あ
っ
た
︒
臨
死
体
験
時
の
体
外
離
脱
に
お
い
て
目
に
し
た

事
物
が
後
か
ら
の
確
認
で
事
実
と
一
致
を
み
た
と
い
う
事
例
︵
事

例
Q
︶
も
あ
っ
た
︒
臨
死
体
験
を
し
て
か
ら
意
識
が
戻
っ
た
後
に

も
︑
臨
死
体
験
と
連
続
性
の
あ
る
体
験
が
あ
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス

︵
事
例
H
な
ど
︶
も
み
ら
れ
る
︒

2-

7
　
構
成
要
素
と
日
本
人
の
臨
死
体
験

構
成
要
素
の
点
か
ら
は
︑
ケ
ル
ヒ
ャ
ー
が
欧
米
圏
の
主
な
臨
死

体
験
の
構
成
要
素
と
し
て
取
り
上
げ
た
︑
ト
ン
ネ
ル
体
験
︑
体
外

離
脱
体
験
︑
人
生
回
顧
︑
人
物
と
の
遭
遇
︑
他
界
体
験
の
五
つ
の

構
成
要
素
︵Kellehear, 2009

︶
が
︑
日
本
人
の
事
例
か
ら
も
み
ら
れ
︑

構
成
要
素
の
点
か
ら
は
欧
米
圏
の
臨
死
体
験
と
日
本
人
の
臨
死
体

験
は
類
似
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

2-

8
　
臨
死
体
験
全
体
の
プ
ロ
セ
ス

調
査
結
果
に
つ
い
て
︑
さ
ら
に
現
象
面
で
の
プ
ロ
セ
ス
に
肉
薄

す
る
た
め
に
︑
M︲

G
T
A
の
手
法
に
よ
っ
て
抽
出
し
た
概
念
や
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
つ
な
が
り
を
検
討
し
︑
臨
死
体
験
の
プ
ロ
セ
ス
全
体

を
把
握
す
る
こ
と
を
試
み
た
︵
図
1
︶︒
上
位
カ
テ
ゴ
リ
ー
同
士
の

つ
な
が
り
の
中
で
そ
の
プ
ロ
セ
ス
展
開
を
み
て
み
る
と
︑
臨
死
体

験
は
ま
ず
︑
心
身
の
変
調
に
よ
る
︿
日
常
意
識
か
ら
の
後
退
﹀
か

ら
始
ま
り
︑
そ
こ
か
ら
︿
異
な
っ
た
世
界
へ
の
参
入
﹀
と
し
て
括

ら
れ
る
世
界
へ
と
移
行
す
る
︒
そ
の
後
︑︿
異
な
っ
た
世
界
か
ら
の

離
脱
﹀
が
起
こ
り
︑︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
で
締
め
く
く
ら
れ
る
︒

臨
死
体
験
は
︑
突
然
に
異
な
る
世
界
に
投
げ
込
ま
れ
︑
現
実
離

れ
し
た
光
景
や
心
地
よ
く
苦
痛
の
な
い
感
覚
︑
そ
し
て
亡
く
な
っ

た
人
な
ど
と
の
出
会
い
な
ど
に
特
色
づ
け
ら
れ
た
日
常
の
外
側
の

世
界
を
体
験
す
る
が
︑
や
が
て
呼
び
戻
さ
れ
る
な
ど
留
ま
れ
な
く

な
る
事
態
が
発
生
し
︑
日
常
世
界
へ
と
帰
還
し
て
い
く
と
い
う
︑
異

な
る
世
界
の
旅
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
プ
ロ
セ
ス
が
み
て
と
れ

る
︒
ま
た
︑
こ
こ
に
は
︑
分
離
︑
過
渡
︑
統
合
か
ら
な
る
イ
ニ
シ

エ
ー
シ
ョ
ン
︵
フ
ァ
ン
・
ヘ
ネ
ッ
プ
︑
一
九
〇
九
／
一
九
九
五
︶
の
構

220

第四部　身心変容技法と心霊的体験と洞窟



造
が
あ
り
︑
臨
死
体
験
は
日
常
と
日
常
の
外
側
の
世
界
を
往
還
す

る
死
と
再
生
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
旅
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ

て
き
た
︒
日
常
と
日
常
の
外
側
を
往
還
す
る
臨
死
体
験
の
旅
は
︑

臨
死
体
験
者
に
以
前
と
は
異
な
っ
た
価
値
観
や
世
界
観
︑
新
た
な

感
覚
を
も
た
ら
し
︑
新
た
な
日
常
の
地
平
へ
と
着
地
し
て
い
く
︒

3
臨
死
体
験
後
に
辿
る
過
程

3-

1
　
臨
死
体
験
後
の
変
化

と
こ
ろ
で
︑
臨
死
体
験
の
旅
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
と
り
わ
け
注

目
さ
れ
る
の
が
︑
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
構
造
で
言
え
ば
統
合
段
階

に
当
た
る
︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
で
あ
る
︒︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
で
は
︑

臨
死
体
験
者
の
二
〇
事
例
中
一
八
例
に
何
ら
か
の
変
化
が
生
じ
て

い
た
︒
臨
死
体
験
後
に
み
ら
れ
る
変
化
と
は
︑
生
命
の
危
機
状
態

を
体
験
し
た
こ
と
に
よ
る
闘
病
体
験
に
よ
る
変
化
と
︑
臨
死
体
験

に
よ
る
変
化
の
大
き
く
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
︒
臨
死

体
験
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
変
化
は
二
〇
事
例
中
一
五
例
に
み
ら
れ

た
︒
臨
死
体
験
に
よ
る
主
な
変
化
と
し
て
は
︑
死
へ
の
考
え
方
・

感
じ
方
の
変
化
︑
世
界
観
・
価
値
観
の
変
化
︑
身
体
や
感
覚
の
変

化
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
︒
死
へ
の
考
え
方
︑
感
じ
方
の
変
化
︵
二

〇
事
例
中
一
三
例
︶
と
は
︑
死
後
の
世
界
を
イ
メ
ー
ジ
化
し
た
り
︑

死
へ
の
恐
怖
が
減
少
す
る
と
い
う
も
の
で
︑
も
っ
と
も
多
い
割
合

で
み
ら
れ
た
︒
そ
こ
で
は
︑
単
に
死
へ
の
恐
怖
が
減
少
す
る
だ
け

で
な
く
︑
死
の
向
こ
う
側
を
も
包
含
す
る
よ
う
な
時
間
意
識
が
芽

生
え
︑
独
特
な
形
式
で
の
死
を
包
含
す
る
あ
り
方
が
み
ら
れ
る7
︒

世
界
観
・
価
値
観
の
変
化
︵
二
〇
事
例
中
九
例
︶
の
内
容
と
し
て

は
︑
目
に
見
え
な
い
世
界
の
確
信
や
︑
世
俗
的
価
値
観
の
刷
新
な

ど
が
み
ら
れ
る
︒

身
体
や
感
覚
の
変
化
︵
二
〇
事
例
中
一
三
例
︶
で
は
︑
持
病
の
治

癒
︑
気
分
の
高
揚
の
継
続
︑
新
た
な
器
官
の
出
現
︑
焼
け
つ
く
よ

う
な
身
体
感
覚
な
ど
の
ほ
か
︑
未
来
予
知
的
な
感
覚
が
生
じ
る
︑
霊

的
存
在
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
見
え
る
・
感
じ
ら
れ
る
な
ど
を
は
じ
め

と
し
た
超
常
的
感
覚
の
出
現
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

臨
死
体
験
と
そ
れ
に
よ
る
変
化
は
︑
そ
の
ま
ま
︑
人
生
に
積
極

的
な
意
味
を
も
た
ら
し
︑
生
き
方
に
豊
か
さ
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と

に
直
結
す
る
場
合
も
あ
る
︒
し
か
し
︑
何
人
か
の
臨
死
体
験
者
か

ら
は
︑
日
常
に
戻
っ
た
後
の
戸
惑
い
︑
試
行
錯
誤
︑
困
難
と
い
う

べ
き
も
の
が
語
ら
れ
た
︒
た
と
え
ば
︑
自
分
が
体
験
し
た
こ
と
は

何
で
あ
っ
た
の
か
理
解
で
き
ず
︑
人
に
も
話
せ
ず
︑
一
人
で
長
い

間
抱
え
込
ん
だ
と
い
う
ケ
ー
ス
や
︑
ま
た
臨
死
体
験
中
に
世
界
の

根
本
に
触
れ
る
よ
う
な
光
の
体
験
を
し
た
が
︑
そ
れ
ゆ
え
に
あ
る

時
期
に
は
光
と
影
が
同
居
す
る
よ

う
な
状
態
に
苦
悩
し
た
と
い
う
ケ

ー
ス
も
み
ら
れ
た
︒
さ
ら
に
︑
臨

死
体
験
の
後
に
関
し
て
︑﹁
不
思
議

な
こ
と
ば
か
り
起
こ
っ
て
し
ま
っ

て
︑
誰
に
訊
い
て
も
わ
か
ら
な
く

て
﹂
と
戸
惑
っ
た
り
︑
あ
る
い
は
︑

異
な
っ
た
世
界
を
感
じ
取
る
感
覚

が
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
社
会

生
活
を
営
む
の
に
困
難
を
覚
え
︑

﹁
ど
う
し
た
ら
普
通
に
戻
れ
る
か
を

考
え
て
一
個
ず
つ
閉
じ
て
い
っ

た
﹂
と
︑
超
常
的
な
感
覚
が
出
現

し
た
こ
と
に
よ
る
日
常
で
の
試
行

錯
誤
に
言
及
す
る
例
も
あ
っ
た
︒

調
査
時
に
は
健
康
で
社
会
的
に
も
活
躍
し
て
い
る
人
た
ち
か
ら
︑
回

想
と
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
語
ら
れ
た
こ
と
は
︑
臨
死
体
験
は
︑
臨

死
体
験
時
と
臨
死
体
験
直
後
の
変
化
の
中
で
完
結
す
る
わ
け
で
は

な
く
︑
臨
死
体
験
の
後
の
長
い
ス
パ
ン
の
中
で
辿
る
過
程
が
あ
る

こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒

3-

2
　
臨
死
体
験
後
の
日
常
へ
の
復
帰
の
プ
ロ
セ
ス

そ
れ
で
は
︑︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
の
プ
ロ
セ
ス
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
︒
臨
死
体
験
全
体
の
流
れ
が
完
結
す
る
︿
日
常

へ
の
復
帰
﹀
に
つ
い
て
︑
再
び
M︲

G
T
A
を
用
い
た
結
果
分
析

︵
図
2
参
照
︶
に
よ
っ
て
み
て
い
く
︒

︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
の
プ
ロ
セ
ス
は
︑
臨
死
体
験
か
ら
生
じ
た

﹁
体
験
の
イ
ン
パ
ク
ト
﹂
を
始
点
に
し
て
二
つ
の
展
開
の
方
向
が
見

出
せ
る
︒
一
つ
は
日
常
の
外
側
の
体
験
で
あ
る
臨
死
体
験
自
体
を
︑

自
問
自
答
を
重
ね
る
こ
と
や
他
者
へ
話
す
試
み
な
ど
を
通
じ
て
日

常
に
持
ち
込
み
︑
体
験
の
両
義
性
に
直
面
し
て
葛
藤
し
な
が
ら
も
︑

日
常
の
内
部
の
価
値
基
準
に
も
照
ら
し
︑
体
験
を
整
理
し
て
意
味

づ
け
て
い
く
展
開
の
方
向
で
あ
る
︒
も
う
ひ
と
つ
は
︑﹁
死
後
イ
メ

ー
ジ
の
明
確
化
﹂
や
﹁
新
し
い
世
界
観
・
価
値
観
へ
の
開
か
れ
﹂

に
よ
る
﹁
見
え
な
い
世
界
を
含
み
込
む
世
界
観
の
形
成
﹂
と
い
っ

た
信
念
体
系
の
変
化
︑
お
よ
び
﹁
身
体
や
感
覚
の
変
容
﹂
と
い
う

臨
死
体
験
に
よ
る
変
化
に
対
し
て
︑
意
味
づ
け
や
整
理
を
伴
い
な

が
ら
︑
バ
ラ
ン
ス
や
安
定
を
獲
得
す
る
方
向
へ
と
調
整
さ
れ
る
方

向
性
で
あ
る
︒
二
つ
の
流
れ
は
︑﹁
体
験
の
再
位
置
づ
け
﹂
を
結
節

点
と
し
て
︑
並
行
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
︒

臨
死
体
験
後
の
変
化
の
展
開
の
プ
ロ
セ
ス
で
注
目
さ
れ
る
の
は
︑

﹁
身
体
や
感
覚
の
変
容
﹂
が
︑﹁
見
え
な
い
世
界
を
含
み
込
む
世
界

観
の
形
成
﹂
を
は
じ
め
と
す
る
信
念
体
験
の
変
化
と
は
異
な
っ
た

展
開
を
辿
る
こ
と
で
あ
る
︒
信
念
体
系
に
関
す
る
変
化
の
辿
る
展

開
で
は
︑﹁
体
験
の
共
有
化
﹂
や
﹁
体
験
の
再
位
置
づ
け
﹂
に
よ
る
︑

体
験
の
整
理
や
意
味
づ
け
の
役
割
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
︒

そ
れ
に
対
し
て
﹁
身
体
や
感
覚
の
変
容
﹂
で
は
︑
超
常
的
な
体
験

や
感
覚
を
確
認
し
合
う
﹁
体
験
の
共
有
化
﹂
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑

超
常
的
な
感
覚
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
体
得
し
た
り
︑
鋭
敏
な
感
覚

を
次
第
に
緩
和
す
る
と
い
っ
た
﹁
バ
ラ
ン
ス
や
安
定
の
獲
得
﹂
が

み
ら
れ
た
︒﹁
身
体
や
感
覚
の
変
容
﹂
で
は
︑
体
験
の
整
理
や
意
味

図１　臨死体験全体のプロセスの推移
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づ
け
だ
け
で
は
な
く
︑
変

容
し
た
鋭
敏
な
感
覚
の
緩

和
や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
果

た
す
役
割
が
大
き
い
︒

﹁
日
常
へ
の
復
帰
﹂の
プ

ロ
セ
ス
の
最
終
で
は
︑﹁
変

わ
ら
ず
過
ご
す
日
常
﹂
に

推
移
す
る
道
筋
と
︑﹁
社

会
へ
の
還
元
﹂
に
向
か
う

展
開
と
に
分
か
れ
た
︒

﹁
変
わ
ら
ず
過
ご
す
日
常
﹂

に
は
︑
臨
死
体
験
に
よ
る

変
化
が
ほ
と
ん
ど
な
い
場

合
と
︑
何
ら
か
の
変
化
は

あ
っ
て
も
︑
行
動
や
生
活

は
変
わ
ら
な
い
と
い
う
場

合
と
が
あ
る
︒
ど
ち
ら
の

場
合
も
︑
臨
死
体
験
後
に

日
常
に
適
応
し
た
状
態
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

﹁
社
会
へ
の
還
元
﹂
で
は
︑

臨
死
体
験
や
事
後
効
果
に

よ
る
変
化
か
ら
モ
チ
ベ
ー

シ
ョ
ン
を
得
て
︑﹁
ク
リ
エ

イ
テ
ィ
ブ
な
活
動
へ
の
反

映
﹂と
い
っ
た
よ
う
に
︑ク

リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
制
作
活

動
に
意
識
を
向
け
た
り
︑

﹁
体
験
の
イ
ン
パ
ク
ト
の

伝
達
﹂︑﹁
社
会
貢
献
活
動

へ
取
り
組
み
﹂︑﹁
霊
的
ケ

ア
役
割
の
引
き
受
け
﹂
と

い
っ
た
社
会
や
他
者
に
対

し
て
新
た
な
は
た
ら
き
か

け
を
す
る
な
ど
︑
臨
死
体

験
以
前
と
は
異
な
っ
た
活

動
が
み
ら
れ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
臨
死
体
験
と
い
う
非
日
常
的
な
体

験
を
日
常
の
中
で
消
化
し
て
︑
日
常
に
調
和
的
に
還
元
し
て
い
く

様
相
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒

要
約
す
る
と
︑
臨
死
体
験
後
の
︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
と
は
︑
臨

死
体
験
と
い
う
日
常
の
外
側
の
世
界
の
体
験
を
日
常
に
持
ち
込
み
︑

困
難
を
調
整
し
︑
出
来
事
を
整
理
し
て
意
味
づ
け
︑
日
常
へ
適
応

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
同
時
に
︑
非
日
常
的
な
世
界
に
触

れ
て
得
た
こ
と
を
調
和
的
に
日
常
へ
と
還
元
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス

で
も
あ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
臨
死
体
験
者
が
元
の
日
常
へ
と
適
応
し

て
い
く
範
囲
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
非
日
常
的
な
体
験
を
日
常
に
還
元

す
る
こ
と
を
通
し
て
新
た
な
生
き
方
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
が
浮

か
び
あ
が
っ
た
︒

3-

3
　
アメ
リ
カ
で
の
臨
死
体
験
後
に
直
面
す
る
困
難
と
の
比
較
検
討

こ
の
よ
う
な
臨
死
体
験
後
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
︑
ア
メ
リ

カ
の
臨
死
体
験
後
に
関
す
る
研
究
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
︒
国
際

臨
死
体
験
学
会
が
ア
メ
リ
カ
の
臨
死
体
験
者
に
実
施
し
た
臨
死
体

験
後
に
直
面
し
た
困
難︵challenge

︶に
つ
い
て
の
調
査
結
果︵Stout, 

Jacquin &
 A

twater, 2006

︶
か
ら
は
︑
以
下
の
よ
う
な
六
つ
の
領
域

の
困
難
が
抽
出
さ
れ
た
︵
表
2
参
照
︶︒
す
な
わ
ち
︑
①
現
実
の
根

本
的
な
転
換
を
扱
う
︑
②
戻
っ
て
き
た
こ
と
を
受
け
入
れ
る
︑
③

体
験
を
分
か
ち
合
う
︑
④
新
し
い
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
価
値
基
準

を
世
俗
的
な
期
待
と
統
合
す
る
︑
⑤
高
ま
っ
た
感
受
性
と
超
常
的

な
能
力
を
調
整
す
る
︑
⑥
人
生
の
目
的
を
見
出
し
て
生
き
る
︑
で

あ
る
︒

六
つ
の
困
難
領
域
を
本
稿
で
検
討
し
た
日
本
人
の
臨
死
体
験
者

の
︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
の
プ
ロ
セ
ス
と
比
較
す
る
と
重
な
る
点
が

多
い
︒
た
と
え
ば
︑
①
﹁
現
実
の
根
本
的
な
転
換
を
扱
う
﹂
と
③

﹁
体
験
を
分
か
ち
合
う
﹂
に
つ
い
て
は
︑
臨
死
体
験
や
そ
れ
に
よ
る

変
化
を
整
理
し
︑
意
味
づ
け
て
い
く
展
開
の
方
向
性
が
み
ら
れ
︑
④

﹁
新
し
い
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
価
値
基
準
を
世
俗
的
な
期
待
と
統
合

す
る
﹂︑
⑤
高
ま
っ
た
感
受
性
と
超
常
的
な
能
力
を
調
整
す
る
﹂︑
⑥

﹁
人
生
の
目
的
を
見
出
し
て
生
き
る
﹂
に
は
︑
臨
死
体
験
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
た
変
化
を
調
整
し
て
︑
日
常
生
活
に
そ
れ
を
還
元
し

て
い
こ
う
と
す
る
展
開
が
み
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
身
体
や
感
覚
の
変
容
と
そ
れ
に
伴
う
困
難
に
相
当
す
る

●生きることへの
自覚の高まり ◆見えない世界を含み込む世界観の形成

●体験のインパクト

●日常への“体験”の持ち込み

●体験の両義性
への直面

●体験の再位置づけ

●体験の共有化と受容の場

●バランスや安定の獲得
●社会への還元

◆身体や感覚の変容

●超常的感覚の高まり ●身体・気分の差異

●死後イメージの
明確化 ●新しい世界観・価値観へ

の開かれ

日常への復帰

有限の生
への自覚

優先順位の
問い直し

他者からの支え
への感謝 死後の世界のイメージ化

これまでの死生観・
宗教観の確信

死の恐怖
の減少

生き残った
使命の探究

●変わらず過ごす日常

以前と変わらない死生観・価値観・心境

変わらない生活や行動

影響や推移の方向

相互に影響

やや弱い影響や
推移の方向

目に見えない世界の
存在の確信

残り続ける鮮明な感覚

体験への自問自答

体験を話す試み

周囲の反応や評価

不可視の世界との接触
予知的な感覚の出現
他者への感応力
自在化した体外離脱
シンクロニシティの多発
UFOの目撃

超常的な感覚変容による混乱

理解されないという思い

受け止めきれない心

体験の振り返りと確信
体験や感覚の共
有者との出会い

異なる現実の確かめ合い

既成宗教
への包接体験への肯定感

体験への意味の付与

持病の治癒

気分の高揚の継続
新たな器官の出現

落ち着かない気分

特別な体験だが気にしない

普通ではない気になる体験との思い

目に見えない世
界への探究心の

萌芽
世俗的価値観の

刷新

ケアや安全
への配慮

体験のインパクトの伝達

迷
い
や
葛
藤
へ
の
揺
れ
戻
り●（○）印・・・・・カテゴリー

◇印・・・・・上位カテゴリー
印なし・・・・概念

クリエイティブな活動への反映
鋭敏な感覚の暫時的緩和

感覚のコントロールの体得
社会貢献活動への取り組み

霊的ケア役割の引き受け

図２　臨死体験後の「日常への復帰」のプロセス
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⑤
﹁
高
ま
っ
た
感
受
性
と
超
常
的
な
能
力
を
調
整
す
る
﹂
で
は
︑
変

容
し
た
身
体
や
感
覚
そ
の
も
の
へ
の
調
整
が
焦
点
と
な
っ
て
お
り
︑

信
念
体
系
の
変
化
に
よ
る
困
難
と
性
質
の
異
な
っ
た
対
処
が
と
ら

れ
る
と
い
う
点
も
︑
日
本
人
の
臨
死
体
験
後
と
一
致
し
て
い
る
︒

仮
説
的
な
プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
の
試
論
的
な
比
較
検
討
の
範
囲

で
は
あ
る
が
︑
日
米
に
お
け
る
臨
死
体
験
後
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い

て
の
共
通
性
が
示
唆
さ
れ
る8
︒

3-

4
　
臨
死
体
験
後
の
プ
ロ
セ
ス
と「
宗
教
経
験
に
お
け
る
負
の
感

情
の
浄
化
」

臨
死
体
験
後
︑
臨
死
体
験
者
は
し
ば
し
ば
︑
臨
死
体
験
で
の
非

日
常
的
な
世
界
を
日
常
の
中
で
ど
う
位
置
づ
け
て
い
く
か
︑
以
前

と
は
変
化
し
た
信
念
体
系
や
変
容
し
た
身
体
・
感
覚
と
と
も
に
日

常
を
ど
う
生
き
て
い
く
か
に
直
面
す
る
︒

こ
れ
は
臨
死
体
験
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
︑
広
く
非
日
常
的
な

体
験
の
後
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
共
通
の
課
題
で
あ
る
︒
そ
の
体
験

が
た
と
え
本
人
に
と
っ
て
魅
力
的
で
素
晴
ら
し
い
と
感
じ
ら
れ
る

も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
︑
非
日
常
的
な
体
験
を
日
常
の
世
界
に
持

ち
込
む
局
面
で
は
日
常
と
の
落
差
や
齟
齬
が
あ
る
た
め
︑
日
常
生

活
で
の
困
難
を
生
じ
や
す
い
︒﹁
宗
教
経
験
に
お
け
る
負
の
感
情
﹂

の
一
つ
は
︑
非
日
常
的
な
宗
教
経
験
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
そ
れ

が
日
常
世
界
と
接
触
す
る
局
面
で
発
生
す
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
︒臨

死
体
験
後
の
︿
日
常
へ
の
復
帰
﹀
の
プ
ロ
セ
ス
・
モ
デ
ル
を

検
討
す
る
こ
と
は
︑
日
常
の
外
側
の
領
域
に
触
れ
て
拡
大
し
た
自

己
意
識
や
感
覚
や
世
界
観
を
日
常
の
中
で
ど
う
扱
う
の
か
と
い
う
︑

広
く
非
日
常
的
な
体
験
の
後
に
生
じ
る
共
通
の
課
題
に
通
じ
る
︒

こ
の
よ
う
な
共
通
の
課
題
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
︑﹁
宗
教
経
験

に
お
け
る
負
の
感
情
の
浄
化
﹂
の
道
筋
に
光
を
当
て
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

お
わ
り
に

臨
死
体
験
は
︑
特
別
な
人
が
体
験
す
る
わ
け
で
な
く
︑
そ
れ
ま

で
非
日
常
的
な
体
験
と
は
ほ
と
ん
ど
縁
の
な
か
っ
た
ご
く
普
通
の

人
が
生
命
の
危
機
状
態
に
陥
っ
た
と
き
に
︑
思
い
が
け
ず
生
じ
て

い
る
︒
本
人
に
と
っ
て
予
期
せ
ぬ
そ
の
体
験
の
内
容
は
︑
日
常
の

外
側
の
世
界
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
り
︑
本
人
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト

を
残
す
︒
そ
の
結
果
︑
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
︑
日
常

に
戻
っ
て
か
ら
も
そ
の
影
響
が
続
い
て
い
く
な
ど
起
伏
に
富
ん
だ
︑

複
雑
な
過
程
を
辿
る
︒
本
稿
は
臨
死
体
験
の
調
査
結
果
に
基
づ
い

て
臨
死
体
験
全
体
の
様
相
を
具
体
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
た
︒

本
稿
で
は
主
に
現
象
面
を
論
じ
た
が
︑
臨
死
体
験
の
発
生
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
目
を
向
け
る
と
︑
臨
死
体
験
は
︑
こ
れ
ま
で
の
認
知

的
な
枠
組
み
を
は
み
出
す
よ
う
な
︑
危
機
状
態
時
の
心
身
の
相
関

性
の
顕
在
化
が
み
ら
れ
る
現
象
と
し
て
も
再
発
見
さ
れ
得
る
こ
と

が
近
年
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
臨
死
体
験
を
通
し
て
︑
心
身
の
相
関

性
に
つ
い
て
の
包
括
的
で
新
し
い
視
座
が
拓
か
れ
て
い
く
こ
と
も

あ
り
得
る
だ
ろ
う
︒
変
則
的
な
体
験
で
あ
る
臨
死
体
験
を
多
角
的

に
深
く
検
討
し
て
い
く
意
義
は
︑今
後
と
も
大
き
い
と
考
え
て
い
る
︒

謝
辞

本
稿
の
た
め
の
調
査
に
あ
た
り
︑
ご
協
力
い
た
だ
き
︑
臨
死
体
験
と
臨
死
体

験
後
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
っ
た
臨
死
体
験
者
の
方
々
︑
ま
た
臨
死
体
験

者
の
方
々
を
ご
紹
介
く
だ
さ
っ
た
皆
様
に
︑
心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

注1　
変
則
的
︵anom

alous

︶
と
は
︑
通
常
で
は
な
い
︑
例
外
的
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
︒
異
常
な
︵abnorm

al

︶
と
い
う
こ
と
と
は
区
別
さ
れ
る
︒

2　
臨
死
体
験
は
︑
研
究
初
期
に
は
限
り
な
く
死
に
近
づ
い
て
い
た
こ
と
が

必
要
条
件
と
さ
れ
た
が
︑
そ
の
後
︑
臨
床
的
に
は
死
に
近
づ
い
た
と
は

言
え
な
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
も
︑
臨
死
体
験
に
特
徴
的
な
体
験
が
出
現

し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る︵O

wens, C
ook &

 Steavenson, 
1990

︶︒
こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
て
︑
グ
レ
イ
ソ
ン
は
臨
死
体
験
に

つ
い
て
﹁
典
型
的
に
は
死
に
近
づ
い
た
人
︑
も
し
く
は
生
理
的
ま
た
は

情
緒
的
に
強
い
危
機
状
態
に
あ
る
人
に
起
こ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
本
稿

で
も
︑
危
機
状
態
が
伴
う
が
︑
臨
床
的
な
死
に
近
づ
い
た
わ
け
で
は
な

い
も
の
を
含
め
て
臨
死
体
験
と
捉
え
る
︒

3　

臨
死
体
験
は
︑︵
ⅰ
︶
何
ら
か
の
危
機
状
態
に
お
い
て
発
生
し
て
い
る

こ
と
︑︵
ⅱ
︶
神
秘
的
・
超
越
的
な
表
象
内
容
を
含
む
こ
と
を
要
件
と

し
て
い
る
︒
内
容
に
関
し
て
︑
何
が
臨
死
体
験
か
に
つ
い
て
の
分
類
や

尺
度
が
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
い
る
︒
本
稿
の
研
究
で
は
︑
も
っ
と
も

包
括
的
で
あ
る
ム
ー
デ
ィ
の
一
五
要
素
︵
①
言
い
表
し
難
さ
︑
②
死
の

宣
告
を
聞
く
︑
③
平
和
で
安
ら
か
な
気
持
ち
︑
④
普
通
で
な
い
騒
音
を

聞
く
︑
⑤
暗
い
ト
ン
ネ
ル
を
見
る
︑
⑥
体
外
離
脱
を
す
る
︑
⑦
霊
的
存

在
と
会
う
︑
⑧
光
の
存
在
と
し
て
の
ま
ば
ゆ
い
光
を
体
験
す
る
︑
⑨
パ

ノ
ラ
マ
的
な
人
生
の
回
想
︑
⑩
す
べ
て
の
知
識
が
存
在
す
る
領
域
を
体

験
︑
⑪
光
の
都
市
を
体
験
︑
⑫
さ
ま
よ
え
る
霊
的
存
在
の
領
域
を
体
験
︑

⑬
超
自
然
的
な
救
済
を
体
験
︑
⑭
境
界
も
し
く
は
限
界
を
感
知
す
る
︑

⑮
身
体
に
戻
る
︵M

oody, 1975, 1977

︶︶
の
内
︑
二
要
素
以
上
が
み

表２　臨死体験者が直面する6つの主要な困難

困難の種類 内　容

困難１ 現実の根本的な転換
を扱う

予期せぬ突然の現実に対しての転換を体験して、生、死、死後、身体、心、魂についての新しい概念を伴っ
て戻ってくるが、臨死体験やそこから示唆されることを受け入れるのに多くの時間を費やす。

困難２ 戻ってきたことを受け
入れる

現実よりもリアルであった臨死体験の中で、純粋で無条件の愛を感じ、本当の故郷や究極の場所へ行った
と感じた。死への恐怖を強く否定し、時がくればそれを喜んで享受すると考えるようになる。再びそこに戻り
たいとか、ホームシックを感じるなどする。

困難３ 体験を分かち合う
自分で体験を受容するだけでなく、起きたことに対処したり、理解するために他人と分かち合うことが重要性
を持った。体験を分かち合う時に、①言い表しがたい体験を表現する、②誰に打ち明けるかを選ぶ、③否
定的な反応に対処する、④話す相手に関心を合わせる、といった困難に直面する。

困難４
新しいスピリチュアルな
価値基準を世俗的な
期待と統合する

新しいパラダイムと以前の人生とを適合させることを強いられる。生活の主要部分に摩擦が起こり、転職、離
婚、所属宗教コミュニティからの遠ざかりが生じることもある。心身をケアする仕事に従事したり、臨死体験
者の自助グループの活動に関わるようになる。

困難５ 高まった感受性と超常
的な能力を調整する

他人の強い感情やネガティブな行動に敏感になったり、五感の知覚の増大や、直感能力、ヒーリング能力、テ
レパシーなどの超常的な感覚が出現する。高まった感受性や超常的な能力をうまく生活やキャリアに組み込
むこともあるが、どう扱ってよいかわからず能力を閉ざしたり、忙しさに紛らわすことを選択する場合もある。

困難６ 目的を見出して生きる
この人生、この現実に戻ってきたのには理由があると信じている。自分には特別な目的があると感じている
が、それが何かを明確に見出している人は少数である。臨死体験からのメッセージやそこから学んだことに
従って生きたいと強く望み、自分の使命を遂行できないことを恐れる。

（Stout, Y.M., Jacquin, L.A., & P.M.H., Atwater （2006）. Six major challenges faced by near-death experiencers. Journal of Near-
Death Studies, 25（1）, 49-62. より筆者作成） 注）困難の種類1〜6は原文に基づいて筆者訳出
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ら
れ
る
か
︑
も
し
く
は
グ
レ
イ
ソ
ン
の
四
つ
の
尺
度
︵
①
認
知
的
特
徴
︑

②
情
緒
的
特
徴
︑
③
超
常
的
特
徴
︑
④
超
越
的
な
特
徴
︵G

reyson, 
1983

︶︶
の
基
準
に
合
致
す
る
か
で
︑
臨
死
体
験
に
該
当
す
る
か
ど
う

か
の
識
別
を
行
っ
た
︒

4　
デ
ー
タ
収
集
は
︑
二
〇
〇
八
年
三
月
か
ら
二
〇
一
五
年
四
月
の
期
間
に

実
施
し
た
︒
知
人
の
紹
介
な
ど
を
介
し
て
臨
死
体
験
者
の
方
々
に
会
っ

た
︒
あ
ら
か
じ
め
︑
臨
死
体
験
の
内
容
︑
そ
の
後
の
変
化
︑
本
人
の
生

活
背
景
に
つ
い
て
の
質
問
項
目
を
設
定
し
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
ガ
イ
ド
を

用
意
し
︑
そ
れ
に
基
づ
い
て
半
構
造
化
さ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を

実
施
し
た
︒

5　
倫
理
的
配
慮
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
る
︒
調
査
は

筆
者
が
所
属
す
る
大
学
院
の
指
導
教
官
ら
に
よ
っ
て
倫
理
面
に
つ
い
て

検
討
さ
れ
︑
承
認
を
受
け
た
上
で
︑
実
施
さ
れ
た
︒
調
査
開
始
前
に
︑

調
査
対
象
者
に
対
し
て
︑
文
書
と
口
頭
で
調
査
の
趣
旨
に
つ
い
て
事
前

説
明
を
行
っ
た
︒
そ
し
て
︑
調
査
の
内
容
は
自
身
の
臨
死
体
験
に
つ
い

て
で
あ
る
こ
と
︑
調
査
に
協
力
す
る
か
ど
う
か
は
自
由
意
志
で
あ
り
途

中
で
あ
っ
て
も
拒
否
で
き
る
こ
と
︑
拒
否
・
中
断
の
場
合
も
不
利
益
を

被
る
こ
と
は
な
い
こ
と
︑
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
内
容
は
研
究
目
的
に
の
み

使
用
す
る
こ
と
︑
対
象
者
個
人
が
特
定
さ
れ
な
い
よ
う
に
発
表
の
仕
方

に
注
意
を
払
う
こ
と
︑
個
人
情
報
の
管
理
に
努
め
る
こ
と
︑
な
ど
を
十

分
説
明
し
た
︒
ま
た
調
査
結
果
の
報
告
を
発
表
論
文
等
の
送
付
に
よ
っ

て
行
う
こ
と
を
伝
え
た
︒
そ
の
上
で
︑
調
査
対
象
者
か
ら
文
書
と
口
頭

で
調
査
に
協
力
へ
の
同
意
を
得
た
︒

6　
臨
死
体
験
者
の
内
一
名
︵
男
性
︶
は
臨
死
体
験
を
二
度
し
て
い
る
︒
そ

の
た
め
︑
人
数
と
し
て
は
一
九
名
で
あ
る
が
︑
事
例
と
し
て
は
合
計
二

〇
事
例
と
な
っ
て
い
る
︒

7　
臨
死
体
験
者
の
一
人
称
の
死
生
観
の
変
化
の
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
岩
崎

︵
二
〇
一
三
︶
を
参
照
の
こ
と
︒

8　
日
米
の
臨
死
体
験
後
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
比
較
検
討
に
つ
い
て
は
︑

岩
崎
︵
二
〇
一
六
︶
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
︒
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第四部　身心変容技法と心霊的体験と洞窟


