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こ
と
で
あ
る
。

本
章
で
は
帰
属
と
風
景
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
風
景
と
い
う
観
点
か
ら
帰
属
の
問
題
を
考
え
て
み
る
と
い
う

な
ぜ
帰
属
を
風
景
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
ま
ず
述
べ
て
お
き
た
い
。

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
風
景
と
い
う
の
は
、
客
観
的
に
存
在
す
る
自
然
そ
れ
自
体
で
は
な
く
、
ま
ず
は
身
体
（
五
感
、
感

序
論

風景への帰属、あるいは帰属の風景

風
景
へ
の
帰
属
、
あ
る
い
は
帰
属
の
風
景

（
一
）
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性
）
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
現
わ
れ
た
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
世
界
で
も
な
け
れ
ば
主
観
的
世
界
で
も
な
い
、
い
わ
ば
中
間
的

世
界
で
あ
る
。
人
は
世
界
を
自
分
の
外
の
対
象
と
し
て
客
観
的
に
捉
え
な
が
ら
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
も
そ
の
一
部
と
し
て

そ
こ
に
属
し
て
い
る
世
界
を
感
性
に
よ
っ
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、
一
定
の
意
味
的
連
関
を
了
解
し
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
自
分
の
身

（
１
）

体
を
起
点
と
し
て
把
握
さ
れ
た
こ
の
意
味
的
連
関
の
総
体
と
し
て
の
世
界
の
現
わ
れ
こ
そ
、
風
景
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、

風
景
と
は
自
分
と
世
界
の
接
点
あ
る
い
は
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
中
間
世
界
に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
和

辻
は
風
土
を
論
じ
た
著
書
に
お
い
て
、
人
間
と
自
然
の
交
流
の
う
ち
に
こ
れ
を
描
き
出
し
て
い
る
。
和
辻
の
い
う
風
土
と
は
人
間
と
世

界
の
関
係
に
つ
い
て
の
概
念
で
あ
り
、
こ
こ
で
い
う
中
間
世
界
と
し
て
の
風
景
と
密
接
な
関
連
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
和
辻
の
議
論
を
参

照
し
て
、
こ
の
中
間
世
界
に
つ
い
て
イ
メ
ー
ジ
を
押
さ
え
て
お
こ
う
。

和
辻
は
、
風
土
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
、
客
観
的
に
存
在
す
る
自
然
現
象
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在

（
り
』
）

と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
現
象
で
あ
る
と
し
て
、
「
寒
さ
」
の
例
を
あ
げ
る
。
和
辻
の
い
う
と
こ
ろ
を
敬
術
し
て
お
く
と
、
こ
う
い
う

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
寒
さ
を
感
じ
る
と
き
、
寒
さ
と
我
が
独
立
に
存
在
し
、
そ
の
上
で
、
寒
さ
が
外
か
ら
辿
っ
て

き
て
始
め
て
「
寒
い
」
と
い
う
悠
覚
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
寒
さ
は
独
立
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
「
感
じ
ら
れ
る
」
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
見
出
さ
れ
る
、
感
性
の
た
ま
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
寒
さ
は
単
な
る
個
人
的
心
理
的
感
覚
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
た
と

え
ば
、
人
に
出
会
っ
た
と
き
「
今
日
は
寒
い
で
す
ね
」
と
い
う
挨
拶
が
可
能
な
よ
う
に
、
個
人
の
感
覚
を
超
え
た
間
主
観
的
世
界
の
表

象
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寒
さ
と
い
う
の
は
個
人
的
感
覚
を
超
え
た
、
た
と
え
ば
冬
枯
れ
の
木
々
で
あ
っ
た
り
、
吹
き
す
さ
ぶ
風

で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
積
も
る
雪
で
あ
っ
た
り
と
い
っ
た
表
象
に
お
い
て
現
わ
れ
る
世
界
に
他
者
と
と
も
に
自
ら
も
属
し
て
い
る
こ

と
を
了
解
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
寒
さ
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

和
辻
は
、
こ
う
し
て
、
寒
さ
は
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
に
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
生
活
の
総
体
の
象
徴
と
し
て
、
暖
か
さ
と
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の
対
比
や
風
、
雪
そ
の
他
の
気
象
と
の
関
連
で
感
じ
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
土
地
そ
の
土
地
の
地
形
な
ど
と
の
関
連
で
の
み

感
じ
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
と
す
る
。
「
寒
風
は
「
山
お
ろ
し
」
で
あ
り
あ
る
い
は
「
か
ら
風
」
で
あ
る
。
春
風
は
花
を
散
ら
す
風
で
あ

り
あ
る
い
は
波
を
撫
で
る
風
で
あ
る
。
夏
の
暑
さ
も
ま
た
旺
盛
な
緑
を
萎
え
さ
せ
る
暑
さ
で
あ
り
あ
る
い
は
子
供
を
海
に
嬉
戯
せ
し
め

る
暑
さ
で
あ
る
。
我
々
は
花
を
散
ら
す
風
に
お
い
て
歓
び
あ
る
い
は
揃
む
と
こ
ろ
の
我
々
自
身
を
見
い
だ
す
ご
と
く
、
ひ
で
り
の
こ
ろ

に
樹
木
を
直
射
す
る
日
光
に
お
い
て
心
萎
え
る
我
々
自
身
を
了
解
す
る
。
す
な
わ
ち
我
々
は
「
風
土
」
に
お
い
て
我
々
自
身
を
、
間
柄

と
し
て
の
我
々
自
身
を
、
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
述
べ
た
後
、
和
辻
は
人
び
と
が
い
か
に
し
て
風
土
と
関
わ
り
合
い
な

が
ら
自
分
自
身
を
形
成
し
て
い
っ
た
か
を
述
べ
、
「
我
々
は
風
土
に
お
い
て
我
々
自
身
を
見
、
そ
の
自
己
了
解
に
お
い
て
我
々
自
身
の

（
３
）

自
由
な
る
形
成
に
向
か
っ
た
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
は
風
土
に
対
し
て
受
動
的
で
あ
る
と
と
も
に
、
能
動
的
で

も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
風
土
の
歴
史
性
と
い
う
の
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
風
土
の
中
で
人
間
は
生
活
を
形
成
し
、
風
景
は
そ
の
生
活
の
現
わ
れ
と
し
て
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
風
景
と
は
人
間
と

世
界
の
つ
な
が
り
を
表
現
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
と
同
時
に
、
こ
の
つ
な
が
り
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
特
徴
が
刻
印
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
的
な
規
定
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
風
土
と
風

景
と
文
化
と
は
人
間
世
界
を
形
成
す
る
一
連
の
要
素
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
能
動
性
と
受
動
性
、
規
定
性
と
被
規
定
性
な
ど
が
絡
み
合
っ
て
い
る
状
況
の
中
で
風
景
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

こ
こ
で
い
う
中
間
世
界
で
あ
る
。
和
辻
の
議
論
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
影
響
が
大
き
い
が
、
こ
の
よ
う
な
中
間
世
界
と
し
て
の
風
景
と
い
う

捉
え
方
は
、
「
通
態
性
」
と
い
う
概
念
で
知
ら
れ
る
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
な
ど
も
共
通
し
た
捉
え
方
を
し
て
お
り
、
人
間
を
空
間

性
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
空
間
へ
の
帰
属
に
お
い
て
捉
え
る
見
方
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
風
景
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
の
空
間
へ
の
帰
属
性
を
み
た
と
き
、
人
間
の
存
在
は
世
界
と
の
不
可
分
の
つ
な
が
り
に
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た
だ
、
一
口
に
石
牟
礼
の
思
想
像
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
を
全
体
像
と
し
て
描
き
出
す
と
い
う
の
は
こ
こ
で
の
目
的
で
は
な
い
。
こ
こ

は
石
牟
礼
の
作
品
の
中
で
も
と
く
に
初
期
の
『
苦
海
浄
士
」
か
ら
『
流
民
の
都
」
一
大
和
書
房
）
Ｉ
こ
れ
は
水
俣
病
と
蟻
ら
ん
で
三

里
塚
悶
争
に
多
く
の
ペ
ー
ジ
を
割
い
て
い
る
が
Ｉ
、
そ
の
後
の
「
天
の
魚
」
一
議
談
社
文
庫
二
樹
の
中
の
鬼
』
（
朝
日
新
聞
社
）
な

ど
の
作
品
を
中
心
に
論
じ
て
い
く
。
「
苦
海
浄
土
」
の
単
行
本
が
出
る
の
が
六
九
年
（
こ
こ
で
は
講
談
社
文
庫
一
九
七
二
年
を
用
い
た
）

す
る
。 石

牟
礼
文
学
を
取
り
上
げ
る
に
あ
た
っ
て
、
一
言
述
べ
て
お
く
と
、
こ
こ
は
あ
く
ま
で
人
間
の
帰
属
性
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と

い
う
目
的
の
た
め
に
石
牟
礼
文
学
を
取
り
上
げ
る
の
で
、
石
牟
礼
文
学
そ
の
も
の
を
総
体
と
し
て
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り
念

頭
に
は
な
い
。
石
牟
礼
文
学
を
文
学
論
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
的
哲
学
的
視
点
か
ら
再
構
成
し
て
み
る
こ
と
で
、
今
日
的
意
義
を
も
っ

た
一
つ
の
思
想
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の
折
、
議
論
の
仕
方
と
し
て
、
一
つ
の
作
品
に
深
化
し
て
い
く
と

い
う
方
法
も
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
烏
臓
的
に
見
な
が
ら
、
石
牟
礼
の
思
想
像
を
提
示
し
て
い
く
と
い
う
方
法
を
取
る
こ
と
に

よ
っ
て
形
成
き
れ
て
い
る
Ｉ
む
ろ
ん
歴
史
性
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
地
域
性
と
い
う
圃
有
性
を
も
ち
蟻
が
ら
’
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
逆
に
い
え
ば
、
風
景
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
破
壊
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
風

景
と
人
間
の
関
係
が
切
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
根
本
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
戦
後
日
本

の
、
あ
る
い
は
近
代
日
本
の
開
発
主
義
的
近
代
化
の
状
況
の
中
で
根
源
的
に
問
う
た
人
と
し
て
石
牟
礼
道
子
が
い
る
。
空
間
へ
の
帰
属

と
い
う
人
間
の
捉
え
方
は
政
治
的
に
は
い
か
な
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
も
っ
て
い
る
か
。
本
章
で
は
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
石
牟

礼
道
子
の
文
学
作
品
を
検
証
し
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
人
間
の
帰
属
性
が
辿
っ
た
運
命
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
。

グー、

一

一

、－〆
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で
、
「
流
民
の
都
」
が
七
三
年
、
「
天
の
魚
」
が
八
○
年
、
「
樹
の
中
の
鬼
」
が
八
二
年
で
あ
る
の
で
、
大
体
こ
の
間
の
諸
作
品
を
主
に

取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
必
要
に
応
じ
て
初
期
作
品
以
外
の
作
品
に
も
言
及
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
に
入
る
前
に
、
少
し
だ
け
歴
史
の
お
渡
い
を
し
て
お
く
。
水
俣
病
の
公
式
確
認
が
一
九
五
六
年
で
、
原
因
物
質
を

政
府
が
公
式
に
認
め
た
の
が
六
八
年
。
そ
の
後
、
幾
多
の
裁
判
が
提
起
さ
れ
、
○
○
年
関
西
訴
訟
の
判
決
が
確
定
し
た
。
石
牟
礼
の
作

品
が
世
の
注
目
を
集
め
る
の
は
、
と
く
に
「
苦
海
浄
土
」
以
降
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
に
水
俣
病
患
者
た
ち
の
中
で
も
自
主
交
渉
派
と

呼
ば
れ
る
人
た
ち
が
、
チ
ッ
ソ
東
京
本
社
で
立
て
篭
も
り
の
闘
争
を
繰
り
広
げ
た
の
が
七
一
年
か
ら
七
二
年
で
あ
る
。
石
牟
礼
も
そ
の

中
に
い
て
、
後
年
の
「
ア
ニ
マ
の
烏
」
の
椛
想
を
着
想
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
綿
か
ら
石
牟
礼
の
作
品
は
当
然
の
よ
う

に
水
俣
捕
告
発
の
書
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
。
し
か
し
こ
う
し
た
側
面
か
ら
の
み
石
牟
礼
作
品
を
読
む
こ
と
は
、
油
断
す

る
と
、
石
牟
礼
作
品
の
真
に
豊
か
な
側
面
を
見
落
と
す
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
告
発
的

な
側
面
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
そ
の
側
面
を
も
大
い
に
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
そ
の
背
後
に
あ
る
世

界
へ
の
注
目
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
て
お
き
た
い
。

そ
こ
で
、
ま
ず
は
次
の
石
牟
礼
の
言
葉
を
さ
し
あ
た
っ
て
の
手
が
か
り
と
す
る
。
雑
誌
「
世
界
』
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
事
で
あ
る
。

こ
の
中
で
石
牟
礼
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
近
代
化
と
い
う
か
、
都
市
型
社
会
に
な
っ
て
い
く
こ
と
の
問
題
に

つ
い
て
語
っ
た
部
分
で
、

や
は
り
都
市
市
民
型
を
理
想
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
皆
社
会
へ
出
て
い
く
こ
と
が
希
望
の
よ
う
に
な
り
ま
し
て
、
地
縁
、
血
縁

と
い
っ
た
人
間
の
緋
も
切
れ
て
い
き
ま
す
。
…
（
中
略
）
…
。
自
分
を
育
て
た
風
土
が
、
潜
在
的
に
自
分
の
意
識
を
養
っ
て
く
れ
て

い
た
の
に
、
そ
れ
と
切
れ
て
い
く
。
ま
ず
風
土
と
切
れ
て
い
く
。
風
の
あ
た
た
か
さ
と
い
う
の
は
、
大
都
会
の
風
と
田
園
の
風
と
で
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説
は
違
い
ま
す
で
し
ょ
う
。
二
世
界
」
二
○
○
五
年
、
八
月
号
）

こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
引
用
よ
り
も
も
っ
と
は
っ
き
り
と
石
牟
礼
の
世
界
観
が
出
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
つ
な
が
っ
て
い
る
美
し
い
世
界
だ
。
石
牟
礼
は
「
存
在
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
こ
の
美
し
い
世
界
を
表

現
し
て
い
る
。
「
存
在
」
の
世
界
と
い
う
の
は
、
全
て
の
も
の
が
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
、
相
互
に
結
び
合
っ
て
い
る
世
界
と
で
も
い

う
べ
き
世
界
で
あ
る
。
石
牟
礼
の
ほ
か
の
言
葉
で
い
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
生
類
世
界
」
で
あ
る
。
上
野
英
信
が
い
う
よ
う
に
、
石
牟
礼

こ
の
言
葉
は
石
牟
礼
の
思
考
様
式
を
よ
く
表
現
し
て
い
る
。
石
牟
礼
を
語
る
と
き
、
人
間
と
風
土
の
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
と
い

う
視
点
は
不
可
欠
の
視
点
で
あ
る
。
石
牟
礼
の
文
学
作
品
が
単
な
る
公
害
告
発
の
書
で
は
な
い
と
い
う
の
は
、
石
牟
礼
の
こ
の
風
土
と

人
間
、
風
景
と
人
間
の
関
係
と
い
う
視
点
が
、
非
常
に
奥
が
深
い
か
ら
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
根
源
に
ま
で
迫
る
視
点
で
あ
る
と
い
え

る
。
も
う
一
つ
だ
け
引
用
し
て
お
こ
う
。

空
が
見
え
て
雲
が
流
れ
て
い
く
。
そ
し
て
女
郎
花
の
花
粉
が
そ
れ
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
行
く
。
そ
の
と
き
に
、
生
き
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
非
常
に
不
思
議
で
：
．
。
つ
ま
り
非
常
に
大
き
な
世
界
の
な
か
で
、
花
や
空
の
色
や
雲
の
な
か
で
、
生
命
が
通
い
合
っ
て
い

る
と
言
い
ま
す
か
、
一
種
の
悦
惚
感
の
よ
う
な
出
会
い
と
い
う
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
意
識
と
い
う
よ
り
存
在
を
感
じ
た
と

思
う
ん
で
す
。
（
「
樹
の
中
の
鬼
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
三
年
、
一
○
六
）

＊
石
牟
礼
作
品
に
つ
い
て
は
、
出
所
を
引
用
の
直
後
に
（
）
書
き
で
記
し
て
お
く
。
カ
ッ
コ
内
の
数
字
は
単
行
本
の
頁
数
を
示

す
。
作
品
一
覧
は
巻
末
に
一
括
し
て
掲
載
す
る
。
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石
牟
礼
の
い
う
「
生
類
の
世
界
」
と
は
「
人
間
と
自
然
と
が
全
然
分
離
し
な
い
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
世
界
と
い
う
の
が
、

全
然
分
離
し
な
く
て
一
緒
に
生
き
て
い
た
、
そ
う
い
う
全
的
な
世
界
」
（
「
和
郎
」
一
八
○
、
葦
書
房
）
で
あ
る
。
夕
や
け
空
を
見
る
と

き
と
か
、
緑
の
木
々
が
風
に
揺
れ
る
と
き
と
か
、
花
の
周
り
を
舞
う
蝶
や
葉
の
上
を
這
う
虫
な
ど
を
眺
め
る
と
き
、
は
た
ま
た
夜
空
の

星
々
な
ど
を
眺
め
る
と
き
な
ど
、
そ
の
美
し
さ
に
、
あ
る
い
は
命
の
営
み
に
不
思
議
な
感
覚
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
誰
し
も
経
験
が
あ

る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
い
う
な
れ
ば
私
た
ち
の
五
感
で
捉
え
ら
れ
る
世
界
だ
。

少
々
く
ど
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
う
一
度
石
牟
礼
の
言
葉
を
引
用
し
よ
う
。

の
作
品
は
こ
の
生
類
世
界
の
痕
跡
を
文
字
に
留
め
る
、
人
類
の
記
憶
に
残
す
と
い
う
意
味
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
お
く
と
し
て
、
こ
の
「
生
類
世
界
」
は
右
の
引
用
で
も
分
か
る
よ
う
に
、
つ
な
が
り
の
世
界
で
あ
る
と
と
も
に
、
す
べ
て
の

も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
を
得
て
い
る
世
界
で
も
あ
る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
、
「
風
景
へ
の
帰
属
、
あ
る
い
は
帰
属
の
風
景
」
と
表
現

し
た
。
そ
れ
は
人
間
存
在
の
根
源
的
状
況
を
表
現
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
よ
う
な
視
点
の
も
つ
意
味
を
考
察
す

る
こ
と
、
こ
れ
が
こ
こ
で
の
目
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
生
類
世
界
」
を
求
め
て
苦
闘
す
る
石
牟
礼
か
ら
ど
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

１
「
私
」
に
連
な
る
世
界

（
一
）
身
体
に
連
な
る
世
界
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こ
れ
は
石
牟
礼
が
幼
い
日
々
を
回
想
し
な
が
ら
つ
づ
っ
た
文
章
だ
が
、
花
や
大
地
、
海
、
太
陽
な
ど
が
一
体
と
な
っ
て
現
出
し
て
く

る
世
界
が
見
事
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
な
か
で
、
農
民
、
漁
民
た
ち
の
つ
つ
ま
し
い
生
活
が
営
ま
れ
て
い
く
の
で
あ

り
、
石
牟
礼
の
文
章
は
そ
の
生
活
ま
で
含
め
た
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
が
石
牟
礼
の
「
生
類
世
界
」
で
あ
る
こ
と
は
確
認
さ
れ
た
と
し
て
、
も
う
一
度
、
今
の
引
用
を
見
て
み
る
と
、
こ
の

美
し
い
世
界
の
石
牟
礼
の
描
写
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
再
度
見
て
み
る
と
、
こ
の
文
章
は
全
て
、

石
牟
礼
の
ま
な
ざ
し
、
あ
る
い
は
五
感
に
捕
え
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
使
わ
れ
る
動
詞
が
ほ
ぼ
感
性
に
よ
る
把
握

を
表
す
動
詞
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
匂
い
は
、
「
む
せ
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
ま
た
「
光
の
奥
に
海
が
あ
る
」
の
で
は
な

く
、
「
海
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
「
鳥
が
鳴
い
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
「
鳥
の
声
が
き
こ
え
て
く
る
」
の
で
あ
り
、
さ
ら
に

「
岩
の
上
ま
で
お
り
る
と
」
、
磯
椿
が
咲
き
の
こ
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
に
描
か
れ
た
世
界
は
、
す
べ
て
そ
こ
を
歩
い
て
い
る
人
物
の
身

体
を
基
と
に
し
て
、
そ
こ
に
現
わ
れ
て
く
る
世
界
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
石
牟
礼
の
い
う
生
類
世
界
と
は
、
す
べ
て
の
命
が
つ
な
が
っ

春
の
花
々
が
あ
ら
か
た
散
り
敷
い
て
し
ま
う
と
、
大
地
の
深
い
匂
い
が
む
せ
て
く
る
。
海
の
香
り
と
そ
れ
は
せ
め
ぎ
あ
い
、
不
知

火
海
沿
岸
は
朝
明
け
の
繍
が
立
つ
。
朝
陽
が
、
そ
の
よ
う
な
繍
を
こ
う
こ
う
と
染
め
上
げ
な
が
ら
の
ぼ
り
だ
す
と
、
光
の
奥
か
ら
や

さ
し
い
海
が
あ
ら
わ
れ
る
。
…
（
中
略
）
…
。
晩
春
の
烏
の
声
が
き
こ
え
て
く
る
。
磯
が
近
く
な
っ
て
、
岩
肌
に
あ
ら
わ
に
し
て
く

る
け
も
の
道
の
草
丈
が
ぐ
ん
と
ひ
く
く
な
り
、
新
芽
を
出
し
つ
く
し
た
つ
わ
蕗
の
丸
い
葉
が
、
岩
層
に
散
ら
ば
る
模
様
の
よ
う
に
広

が
っ
て
、
潮
の
し
ぶ
き
が
か
か
り
そ
う
な
岩
の
上
ま
で
降
り
る
と
、
磯
椿
が
ま
だ
咲
き
残
っ
て
い
る
。
（
「
椿
の
海
の
記
」
朝
日
新
聞

社
、
一
九
七
六
年
、
七
）
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後
年
、
石
牟
礼
は
代
表
作
の
『
苦
海
浄
土
」
に
つ
い
て
、
弓
苦
海
浄
土
』
は
水
俣
病
問
題
の
発
端
を
描
い
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
子

ど
も
の
こ
ろ
か
ら
の
目
や
耳
で
見
聞
き
し
た
こ
の
世
で
の
手
ざ
わ
り
、
は
だ
し
で
歩
く
こ
と
も
あ
っ
た
麦
畑
や
海
辺
の
岩
や
砂
の
実
感

を
描
こ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
」
（
「
煤
の
中
の
マ
リ
ア
」
平
凡
社
、
二
○
○
一
年
、
一
九
一
）
と
書
い
て
い
る
。
「
手
ざ
わ
り
」

「
実
感
」
と
い
っ
た
言
葉
が
目
を
引
く
。
人
間
が
受
け
止
め
、
ま
た
人
間
を
受
け
止
め
て
い
る
よ
う
な
世
界
、
人
間
の
感
性
と
不
可
分

に
つ
な
が
っ
て
い
る
世
界
、
こ
れ
が
石
牟
礼
の
い
う
生
類
世
界
で
あ
る
。
石
牟
礼
は
こ
の
よ
う
に
、
世
界
、
自
然
と
実
感
的
に
結
び
合
っ

た
あ
り
か
た
、
世
界
の
結
び
目
の
、
人
間
が
基
準
と
な
る
あ
り
方
を
と
く
に
「
実
存
」
と
い
う
言
葉
で
も
表
現
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
私
た
ち
の
体
験
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
実
感
的
な
事
柄
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
生
類
世
界
を
石
牟
礼
は
た
だ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
で
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
今
さ
ら

い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
あ
り
方
を
視
線
の
根
底
に
置
く
と
、
た
と
え
ば
、
水
俣
病
は
こ
う
見
え
て
く
る
。
『
苦
海
浄

土
」
の
中
の
も
っ
と
も
印
象
的
な
部
分
と
い
っ
て
も
よ
い
、
「
ゆ
き
女
聞
き
書
き
」
か
ら
引
用
し
て
み
よ
う
。

る
。

て
い
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
と
と
も
に
、
し
か
し
そ
れ
以
上
に
、
あ
え
て
言
え
ば
、
「
私
」
の
身
体
を
基
準
と
し
て
、
「
私
」
に
連
な
っ
て

い
る
世
界
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
逆
か
ら
み
れ
ば
、
人
間
も
ま
た
世
界
に
よ
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
う
こ
と
で
も
あ

こ
こ
で
は
す
べ
て
が
揺
れ
て
い
た
。
ベ
ッ
ド
も
天
井
も
床
も
扉
も
、
窓
も
、
揺
れ
る
窓
に
は
か
げ
ろ
う
が
く
る
め
き
、
彼
女
、
坂

上
ゆ
き
が
意
識
を
取
り
戻
し
て
か
ら
彼
女
自
身
の
全
身
痩
撃
の
た
め
に
揺
れ
続
け
て
い
た
。
あ
の
昼
も
夜
も
わ
か
ら
な
い
癒
雛
が
起

き
て
か
ら
、
彼
女
を
起
点
に
親
し
く
つ
な
が
っ
て
い
た
森
羅
万
象
、
魚
た
ち
も
人
間
も
空
も
窓
も
彼
女
の
視
点
と
身
体
か
ら
は
な
れ

去
り
、
そ
れ
で
い
て
切
な
く
小
刻
み
に
近
寄
っ
た
り
す
る
。
二
苦
海
浄
土
」
一
二
七
）
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現
代
医
学
の
表
現
す
る
水
俣
病
と
先
の
引
用
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
石
牟
礼
が
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
か
な
り
は
っ
き
り
と

見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
坂
上
ゆ
き
の
視
点
か
ら
み
た
世
界
の
あ
り
よ
う
、
水
俣
病
の
あ
り
よ
う
は
、
け
っ
し
て
客
観
的
に
な
ど

も
ち
ろ
ん
こ
れ
が
水
俣
病
の
実
態
で
あ
る
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
石
牟
礼
が
描
い
て
い
る
状
況
と
い
う
の
は
、

水
俣
病
を
、
患
者
さ
ん
の
内
部
か
ら
み
た
と
き
ど
う
表
現
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
一
つ
の
回
答
で
あ
る
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
こ
れ
を
次
の
よ
う
な
記
述
と
比
較
し
て
み
よ
う
。

「
三
十
年
五
月
十
日
発
病
、
手
、
口
唇
、
口
周
の
蝉
れ
感
、
震
顕
、
言
語
障
碍
、
言
語
は
著
名
な
断
綴
性
嵯
朕
性
を
示
す
。
歩
行

障
碍
、
狂
繰
状
態
。
骨
格
栄
養
共
に
中
等
程
度
、
生
来
頑
健
に
し
て
著
患
を
知
ら
な
い
。
顔
貌
は
無
欲
状
で
あ
る
が
、
絶
え
ず

シ
言
の
○
扇
①
様
○
毒
○
『
８
運
動
を
繰
り
返
し
、
視
野
の
狭
窄
が
あ
り
、
正
面
は
見
え
る
が
側
面
は
見
え
な
い
。
知
覚
障
碍
と
し
て
触
覚
、

痛
覚
の
鈍
麻
が
あ
る
。
」
（
同
、
一
二
○
）

う
ち
が
働
か
ん
ば
家
内
が
立
た
ん
と
じ
や
も
ね
。
う
ち
や
自
分
の
体
が
世
の
中
か
ら
、
離
れ
て
ゆ
き
よ
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
ぱ

い
。
握
る
こ
と
が
で
き
ん
。
自
分
の
手
で
モ
ノ
を
し
っ
か
り
握
る
ち
ゅ
う
こ
と
が
で
き
ん
。
う
ち
や
じ
い
ち
ゃ
ん
の
手
ど
こ
ろ
か
、

大
事
な
む
す
こ
ば
抱
き
寄
せ
る
こ
と
が
で
け
ん
ご
と
な
っ
た
ぱ
い
。
そ
ら
も
う
仕
様
も
な
か
が
、
わ
が
口
を
養
う
茶
碗
も
抱
え
ら
れ

ん
、
箸
も
握
ら
れ
ん
と
よ
・
足
も
地
に
つ
け
て
歩
き
よ
る
気
の
せ
ん
、
宙
に
浮
い
と
る
ご
た
る
。
心
ぼ
そ
か
。
世
の
中
か
ら
一
人
引

き
離
さ
れ
て
ゆ
き
よ
る
ご
た
る
。
（
同
、
一
二
九
）
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物
に
は
記
憶
が
刻
ま
れ
る
。
物
は
無
意
味
な
無
機
物
と
し
て
た
だ
一
つ
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
あ
り
方
で
は
な
い
あ
り
方
を
す
る
。
石

牟
礼
の
い
う
「
生
類
世
界
」
は
す
べ
て
の
命
が
つ
な
が
っ
て
い
る
世
界
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
の
世
界
で
は
無
機
的
な
物
も
全
体
の
意

味
連
関
の
中
に
置
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
意
味
な
存
在
と
し
て
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

身
体
を
起
点
と
し
た
人
間
と
世
界
の
調
和
。
石
牟
礼
が
描
く
の
は
こ
う
し
た
調
和
が
破
壊
さ
れ
た
姿
で
あ
る
。
そ
の
破
壊
が
い
か
に

悲
劇
的
で
あ
る
か
を
、
石
牟
礼
は
「
ゆ
き
女
」
の
視
点
に
徹
底
的
に
寄
り
添
う
こ
と
で
描
き
尽
く
す
の
で
あ
る
。

表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
石
牟
礼
に
と
っ
て
水
俣
病
と
は
け
っ
し
て
身
体
の
各
器
官
の
機
能
不
全
な
ど
で
は
な
く
、
人
間
と
世

界
の
分
離
、
世
の
中
か
ら
引
き
離
さ
れ
て
い
く
奈
落
へ
の
転
落
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
苦
海
浄
土
」
に
は
こ
の
よ
う
な
対
比
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。
石
牟
礼
は
こ
の
よ
う
な
分
離
を
痛
恨
の
思
い
を
込
め
て
次
の
よ

う
に
も
言
っ
て
い
る
。

不
知
火
海
と
い
う
海
を
含
め
て
全
部
、
人
間
と
自
然
と
が
全
然
分
離
し
な
い
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
生
命
の
世
界
と
い
う
の
が
、

全
然
分
離
し
な
く
て
一
緒
に
生
き
て
い
た
、
そ
う
い
う
全
的
な
世
界
が
、
少
し
ず
つ
少
し
ず
つ
具
体
的
に
奪
い
取
ら
れ
て
い
っ
た
の

が
、
水
俣
病
で
、
今
も
い
や
と
い
う
ほ
ど
そ
れ
を
体
験
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
（
「
蝉
和
郎
」
兼
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
八
○
）

土
間
か
ら
上
が
っ
て
す
ぐ
の
二
畳
が
家
族
た
ち
の
食
堂
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
爺
さ
ま
の
手
造
り
の
食
卓
が
、
か
な
り
の
凹
凸
の
目

（
二
）
身
体
か
ら
風
景
へ
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こ
れ
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
、
石
牟
礼
は
別
の
と
こ
ろ
で
「
樹
や
岩
は
、
山
や
谷
に
置
か
ね
ば
本
来
の
存
在
感
を
失
っ
て
し
ま
う

よ
う
に
…
」
と
書
い
て
い
る
。
物
に
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
が
あ
る
、
あ
る
い
は
や
す
ら
ぐ
場
所
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
関
係
の
中
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
人
間
も
ま
た
安
ら
ぐ
の
で
あ
る
。
石
牟
礼
の
近
代
批
判
は
、
個
々
の
事
物
の
有
意
味
さ
が

ま
ど
ろ
む
よ
う
な
共
同
性
の
中
に
安
ら
い
で
い
る
、
そ
う
い
う
世
界
に
視
点
を
お
い
て
展
開
さ
れ
る
。
先
の
「
ゆ
き
女
」
の
描
写
も
こ

う
し
た
視
点
か
ら
で
あ
る
し
、
あ
る
い
は
、
『
苦
海
浄
土
」
の
頁
を
め
く
れ
ば
、
目
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は
、
石
牟
礼
の
描
く
水
俣

の
そ
れ
こ
そ
ま
ど
ろ
む
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

湯
堂
湾
は
、
こ
そ
ば
ゆ
い
ま
ぶ
た
の
よ
う
な
さ
ざ
波
の
上
に
、
小
さ
な
舟
や
鰯
髄
な
ど
を
浮
か
べ
て
い
た
。
子
ど
も
た
ち
は
真
っ

裸
で
、
舟
か
ら
舟
へ
飛
び
移
っ
た
り
、
海
の
中
に
ど
ぼ
ん
と
落
ち
込
ん
で
み
せ
た
り
し
て
、
遊
ぶ
の
だ
っ
た
。
／
／
夏
は
、
そ
ん
な
子

ど
も
た
ち
の
あ
げ
る
声
が
、
蜜
柑
畑
や
、
爽
竹
桃
や
、
ぐ
る
ぐ
る
の
痛
を
も
っ
た
大
き
な
櫨
の
木
や
、
石
垣
の
間
を
の
ぼ
っ
て
、
家
々

に
き
こ
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
（
同
、
一
○
）

立
つ
と
し
て
も
、
遠
い
昔
か
ら
そ
う
や
っ
て
お
か
れ
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
、
一
種
の
安
定
を
も
っ
て
置
か
れ
て
い
た
。
食
卓
の
か

た
わ
ら
に
は
な
つ
か
し
い
手
鈎
の
つ
い
た
あ
の
鉄
鍋
が
置
か
れ
て
い
た
り
、
卓
の
上
に
は
爺
さ
ま
の
煙
草
盆
や
宝
焼
酎
の
三
合
瓶
や

コ
ッ
プ
の
箸
立
て
や
が
、
縁
の
か
け
た
年
代
物
の
湯
飲
み
茶
碗
と
と
も
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
決
し
て
稜
線
の
と

と
の
う
こ
と
の
な
い
小
道
具
類
や
柱
や
、
勝
手
な
存
在
の
向
き
向
き
は
し
て
い
て
も
、
ど
れ
ひ
と
つ
と
し
て
こ
の
家
か
ら
離
れ
て
は

存
在
し
え
な
い
ち
い
さ
な
台
所
用
具
た
ち
を
、
波
形
の
青
い
光
は
す
っ
ぽ
り
と
や
わ
ら
か
く
く
る
み
こ
ん
で
い
た
。
（
「
苦
海
浄
土
』

一
六
一
’
一
六
二
）
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人
間
の
生
活
と
自
然
と
が
間
然
す
る
と
こ
ろ
な
く
一
体
化
し
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
一
体
化
に
お
い
て
は
、
個
々
の
事
物
は
そ
れ

ぞ
れ
の
固
有
の
意
味
を
失
う
こ
と
が
な
い
。
む
し
ろ
、
個
々
の
固
有
性
は
際
立
っ
て
い
る
。
本
来
の
存
在
感
を
発
揮
す
べ
き
と
こ
ろ
に

置
か
れ
た
事
物
の
あ
り
よ
う
を
石
牟
礼
は
類
稀
な
筆
力
で
描
い
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
各
々
の
も
の
が
本
来
置
か
れ
る
べ
き

場
所
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
各
々
の
も
の
は
相
互
に
有
意
味
な
も
の
と
し
て
互
い
を
必
要
と
す
る
関

係
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
石
牟
礼
の
い
う
生
類
世
界
の
姿
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
道
具
だ
け
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
石
牟
礼
が
非
常
に
美
し
く
普
い
て
い
る
よ
う
に
、
道
を
通
っ
て
物

売
り
が
や
っ
て
く
る
。
最
初
は
見
知
ら
ぬ
人
で
も
そ
の
う
ち
な
じ
み
に
な
っ
て
く
る
。
道
は
出
会
い
を
提
供
す
る
。
家
は
文
字
通
り
住

む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
住
む
と
い
う
の
は
、
先
の
引
用
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
人
々
が
そ
の
場
所
に
根
を
お
ろ
し
、
自
分
の
場
所
を
確
保

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
人
は
家
に
住
む
だ
け
で
は
な
く
、
町
に
も
住
む
。
人
は
道
を
歩
き
な
が
ら
家
々
を
眺
め
、
風
や
光
、

木
々
や
花
々
を
感
じ
て
生
活
し
て
い
る
。
住
む
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
と
な
じ
み
の
関
係
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
私
た

ち
に
と
っ
て
の
通
常
の
「
風
景
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
な
じ
み
の
場
所
で
あ
る
と
と
も
に
、
私
た
ち
の
視
線
、
皮

脚
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
世
界
の
顔
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
風
景
に
石
牟
礼
は
人
間
の
救
済
を
み
る
の
で
あ
る
。
「
分
け
ら
れ
な

か
っ
た
世
界
の
、
生
類
の
世
界
み
た
い
な
と
こ
ろ
に
帰
っ
て
い
け
る
と
き
は
、
自
分
も
人
も
救
わ
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
か
ら
…
…
。
」

（
「
樹
の
中
の
鬼
」
一
二
二
）
風
景
は
ど
う
で
も
よ
い
表
象
で
な
な
い
。
生
の
意
味
を
、
あ
る
い
は
そ
の
基
盤
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
さ

え
も
で
き
る
一
つ
の
コ
ス
モ
ス
な
の
で
あ
る
。

本
章
の
冒
頭
で
引
用
し
た
石
牟
礼
の
言
葉
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
都
会
の
生
活
で
人
々
は
「
ま
ず
風
景
と
切
れ
る
」
と
述

べ
て
い
た
。
「
風
景
」
と
切
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
恐
ろ
し
い
孤
独
で
あ
る
。
人
間
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
世
界
の
喪
失
で
あ
る
。
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右
で
み
て
き
た
風
最
と
切
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。

石
牟
礼
の
「
ゆ
き
女
」
の
描
写
に
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
世
界
と
人
間
の
分
離
が
い
か
に
悲
劇
的
な
出
来
事
で
あ
る
か
を
み
て
き
た
。

身
体
を
起
点
と
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
世
界
か
ら
の
分
離
は
、
有
機
水
銀
が
人
間
と
世
界
の
間
に
打
ち
込
ん
だ
模
で
あ
っ
た
。
人
間
は

身
体
を
起
点
と
し
た
世
界
を
核
と
し
て
、
風
景
に
包
ま
れ
た
世
界
に
お
い
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
き
に
の
み
人
間
的
で
あ
り
う
る
。
有

機
水
銀
に
よ
る
模
は
、
し
た
が
っ
て
人
間
か
ら
人
間
的
な
も
の
の
基
盤
を
奪
い
、
破
壊
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
牟
礼
は
こ
の
破

日
ご
ろ
私
た
ち
は
風
景
な
ど
と
い
う
も
の
を
あ
ま
り
重
視
し
な
く
て
も
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
風
景
と
切
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
私
た
ち
が
世
界
、
つ
ま
り
身
の
周
り
の
自
然
や
事
物
と
切
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
風
景
を
気
に

し
な
い
と
い
う
の
は
、
お
そ
ら
く
風
景
が
破
壊
さ
れ
て
も
、
あ
る
い
は
風
景
を
構
成
し
て
い
る
家
並
み
や
木
々
、
海
な
ど
が
破
壊
さ
れ

て
も
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
何
も
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

石
牟
礼
の
い
う
生
類
世
界
、
身
体
感
覚
の
世
界
は
人
間
を
包
み
込
む
風
景
の
世
界
へ
と
広
が
り
な
が
ら
、
近
代
的
な
世
界
の
対
極
に

あ
っ
て
、
人
間
の
根
源
的
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
存
在
」
の
根
源
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
根
源
へ

の
視
線
が
、
近
代
世
界
に
対
す
る
批
判
の
視
座
を
提
供
し
て
い
る
。

２
世
界
と
の
分
離
ｌ
近
代
批
判

（
一
）
信
頼
の
崩
壊
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身
体
を
基
軸
と
し
た
世
界
と
の
調
和
は
、
人
間
の
身
体
が
も
つ
感
性
が
人
間
に
と
っ
て
の
生
活
空
間
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま

た
そ
れ
が
自
然
と
の
一
体
化
を
も
可
能
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
有
機
水
銀
に
よ
る
汚
染
は
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ

る
人
間
の
生
活
空
間
を
不
可
能
に
し
た
。
人
間
は
自
然
の
大
地
に
住
ま
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
汚

染
さ
れ
た
自
然
だ
か
ら
と
い
う
以
上
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
。

石
牟
礼
の
描
く
有
機
水
銀
に
よ
る
汚
染
は
、
日
常
の
中
に
潜
み
、
人
間
の
体
内
深
く
に
侵
入
し
た
破
壊
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間

が
安
ら
う
べ
き
自
然
が
安
ら
ぎ
の
場
で
は
な
く
、
食
生
活
が
も
は
や
自
然
へ
の
信
頼
で
は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
現
実
を
明

る
み
に
出
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
の
「
危
険
は
風
や
水
と
と
も
に
移
動
し
、
あ
ら
ゆ
る
物
と
あ
ら
ゆ
る
人

き
な
敵
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。

壊
が
戦
争
の
よ
う
に
目
に
見
え
る
形
で
や
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
世
界
へ
の
信
頼
の
崩
壊
と
い
う
形

で
や
っ
て
き
た
。
つ
ま
り
、

海
は
水
俣
に
住
む
人
々
に
と
っ
て
命
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
心
を
許
し
て
い
た
海
が
、
そ
の
自
然
が
人
間
の
最
も
大

こ
の
企
業
体
の
も
っ
と
も
重
層
的
な
ネ
ガ
チ
ー
ブ
な
薄
気
味
悪
い
部
分
は
、
〃
あ
る
種
の
有
機
水
銀
〃
と
い
う
形
と
な
っ
て
、
患

者
た
ち
の
〃
小
脳
頼
粒
細
胞
″
や
〃
大
脳
皮
質
″
の
中
に
は
な
れ
が
た
く
密
若
し
、
こ
れ
を
〃
脱
落
″
さ
せ
た
り
、
〃
消
失
″
さ
せ

た
り
し
て
、
つ
ま
り
人
々
の
死
や
生
ま
れ
持
つ
不
具
の
媒
体
と
な
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
人
々
の
正
面
か
ら
あ
ら

わ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
人
々
の
も
っ
と
も
心
を
許
し
て
い
る
日
常
的
な
日
々
の
生
活
の
中
に
、
…
…
聖
な
る
魚
た
ち
と

と
も
に
人
々
の
体
内
深
く
潜
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
（
「
苦
海
浄
土
」
一
二
五
）
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の
中
に
潜
り
込
む
。
そ
し
て
危
険
は
生
命
に
最
も
不
可
欠
な
物
の
中
に
も
潜
ん
で
い
る
。
例
え
ば
、
呼
吸
の
た
め
の
空
気
、
食
料
、
衣

（
４
）

服
と
住
居
の
中
に
ｏ
」
と
い
う
言
葉
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
感
覚
で
は
直
接
知
覚
で
き
な
い
危
険
が
生
活
の
中
に
入
り
込

ん
で
い
る
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
空
気
や
水
や
土
壌
が
人
為
的
に
作
り
出
さ
れ
た
危
険
に
侵
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
も
は

や
手
付
か
ず
の
自
然
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
指
摘
で
も
あ
る
。
人
間
を
匿
う
べ
き
自
然
は
も
は
や
残
さ
れ
て
お
ら
ず
、
人
間
は
い

わ
ば
「
故
郷
喪
失
」
の
状
態
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
危
険
を
完
全
に
排
除
し
た
無
垢
な
る
自
然
に
は
も
は
や
回
帰
で
き
な
い
。
石
牟
礼
の
描
い
た
生
活
空
間
に
お
け
る
自
然
も
人

間
と
没
交
渉
と
い
う
意
味
で
の
無
垢
な
る
自
然
で
は
な
い
が
（
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
と
交
渉
を
持
つ
限
り
で
の
自
然
で
あ
る
が
）
、

人
間
は
自
然
と
の
交
渉
に
お
い
て
は
じ
め
て
生
命
の
維
持
の
み
で
な
く
、
人
間
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
は
す
で
に
み
た
と
お
り
で

あ
る
。
自
然
も
ま
た
人
間
と
の
交
渉
に
お
い
て
そ
の
意
味
と
美
し
さ
を
開
示
す
る
。
自
然
は
風
景
と
し
て
人
間
の
世
界
を
形
成
す
る
の

で
あ
る
。
石
牟
礼
が
指
摘
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
と
自
然
の
相
互
交
渉
が
断
ち
切
ら
れ
、
人
間
は
拠
っ
て
立
つ
べ
き
大
地
を

失
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ッ
ク
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
「
ど
う
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い
の

前
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
石
牟
礼
の
描
い
た
、
コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
、
ま
ど
ろ
む
よ
う
な
共
同
体
の
中
で
は
自

然
に
包
ま
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
を
失
っ
た
人
間
は
、

い
か
に
し
て
人
間
の
住
む
べ
き
世
界
を
形
成
し
直
す
か
を
考
え
な
が
ら
生
き
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
ど
の
よ
う
な
世
界
に
住
む
べ
き

か
が
問
題
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
世
界
と
の
分
離
は
、
自
明
の
故
郷
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
。
風
景
と
切
れ
る
と
い
う
の
が

意
味
し
て
い
る
状
況
と
は
こ
う
い
う
状
況
で
あ
ろ
う
。
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と
言
い
、
自
ら
が
拠
っ
て
立
つ
基
盤
と
し
て
自
ら
の
故
郷
を
位
置
づ
け
る
。
石
牟
礼
に
と
っ
て
こ
の
南
九
州
と
い
う
地
は
日
本
の
母

胎
で
あ
り
、
生
類
世
界
が
残
る
「
村
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
「
村
」
を
破
壊
す
る
も
の
に
対
す
る
石
牟
礼
の
か
な
り
激
し
い
憎
悪
を
、

こ
の
文
章
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
チ
ッ
ソ
を
は
じ
め
と
し
た
近
代
資
本
主
義
が
常
に
辺
境
の
地
域
を
破
壊
し
て
き
た

有
機
水
銀
は
人
間
の
世
界
へ
の
信
頼
を
破
壊
し
た
。
そ
れ
は
人
間
に
と
っ
て
の
自
明
の
故
郷
と
も
い
う
べ
き
自
然
的
世
界
、
コ
ス
モ

ス
の
破
壊
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
破
壊
は
人
間
と
自
然
の
つ
な
が
り
だ
け
で
な
く
、
そ
の
コ
ス
モ
ス
の
中

に
あ
っ
た
人
間
の
社
会
的
故
郷
で
あ
る
共
同
体
を
も
破
壊
す
る
。
石
牟
礼
に
と
っ
て
共
同
体
は
よ
り
大
き
な
コ
ス
モ
ス
の
一
部
で
あ
っ

て
、
自
然
的
世
界
と
一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
共
同
体
の
破
壊
は
、
一
種
の
文
明
的
な
出
来
事
と
し
て
捉
え
ら
れ

る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
様
相
を
以
下
に
見
て
い
く
が
、
ま
ず
地
域
社
会
の
破
壊
と
い
う
側
面
か
ら
み
て
い
く
。

ま
ず
南
九
州
と
い
う
場
所
に
つ
い
て
石
牟
礼
は
、

こ
と
を
告
発
す
る
。

水
俣
の
風
土
は
、
こ
こ
を
逃
れ
る
こ
と
か
な
わ
ぬ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
に
は
、
愛
憎
た
だ
な
ら
ぬ
占
有
空
間
で
あ

る
。
こ
こ
を
犯
す
も
の
を
わ
た
く
し
は
ゆ
る
せ
な
い
。
チ
ッ
ソ
は
わ
た
く
し
の
占
有
領
域
を
犯
し
去
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
（
「
流

民
の
都
」
二
四
）

（
二
）
地
域
共
同
体
の
破
壊
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地
域
開
発
と
い
う
名
の
辺
境
破
壊
は
日
本
の
母
体
と
し
て
の
故
郷
の
破
壊
で
あ
る
。
同
時
に
そ
れ
は
下
屑
民
が
持
ち
続
け
た
伝
統
的

文
化
の
破
壊
、
あ
る
い
は
基
層
と
し
て
の
共
同
体
の
破
壊
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
上
に
み
た
石
牟
礼
の
発
言
の
背
後
に
は
、

一
九
六
○
年
前
後
の
日
本
お
よ
び
石
牟
礼
自
身
を
取
り
巻
く
状
況
が
あ
る
と
み
て
よ
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
石
牟
礼
の
活
動
は
炭
鉱

を
舞
台
と
し
た
「
サ
ー
ク
ル
村
」
運
動
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
谷
川
雁
、
上
野
英
信
ら
に
率
い
ら
れ
た
こ
の
運
動
は
民
衆
の
、
あ
る
い

は
炭
鉱
労
働
者
の
、
い
わ
ば
古
層
に
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
新
し
い
共
同
体
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
連
動
で
あ
っ
た
が
、
数
年
の
う

石
牟
礼
は
戦
後
の
産
業
の
発
展
と
地
域
開
発
に
よ
っ
て
日
本
の
伝
統
的
生
活
様
式
が
壊
れ
、
ま
た
若
者
が
故
郷
か
ら
ど
ん
ど
ん
出
て

行
く
様
を
み
て
何
か
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
予
感
し
た
石
牟
礼
は
、
あ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

そ
の
過
程
と
情
況
を
考
え
て
み
ま
す
と
、
筑
豊
の
閉
山
も
よ
く
わ
か
る
し
、
三
池
闘
争
の
敗
北
も
よ
く
わ
か
る
し
、
六
○
年
安
保

の
こ
と
も
よ
く
わ
か
る
し
で
、
そ
の
間
の
二
、
三
年
の
う
ち
に
そ
う
い
う
こ
と
が
一
挙
に
わ
か
っ
て
き
て
、
こ
れ
は
何
か
出
て
く
る

の
で
は
な
い
か
、
つ
ま
り
近
代
日
本
を
つ
く
っ
て
き
た
母
胎
の
部
分
、
故
郷
と
い
う
故
郷
が
、
こ
ん
ど
は
い
よ
い
よ
全
面
的
に
や
ら

れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
形
も
魂
も
や
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
た
ら
、
も
う
足
元
に
水
俣
病
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
」

会
樹
の
中
の
鬼
」
、
一
九
）

水
俣
病
も
イ
タ
ィ
イ
タ
イ
病
も
、
谷
中
村
滅
亡
後
の
七
十
年
を
深
い
潜
伏
期
間
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
新
潟
水
俣
病
も
含
め

て
、
こ
れ
ら
産
業
公
害
が
辺
境
の
村
落
を
頂
点
と
し
て
発
生
し
た
こ
と
は
、
わ
が
資
本
主
義
近
代
産
業
が
、
体
質
的
に
下
層
階
級
蔑

視
と
共
同
体
破
壊
を
深
化
さ
せ
て
き
た
こ
と
を
示
す
。
」
（
「
苦
海
浄
土
』
二
七
四

(熊本法学122り'11）２３８

論



あ
ろ
う
か
。

日
本
の

こ
こ
で
い
う
〈
村
〉
が
、
生
類
の
世
界
と
い
う
コ
ス
モ
ス
の
一
部
を
な
す
共
同
体
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な

〈
村
〉
の
破
壊
は
、
当
然
に
コ
ス
モ
ス
の
破
壊
で
あ
り
、
生
の
基
盤
、
意
味
の
破
壊
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
文
明
論
的
意
味
を
担
っ
た

共
同
体
の
破
壊
の
そ
の
顕
然
た
る
例
が
水
俣
病
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
に
対
す
る
抵
抗
は
当
然
に
こ
う
し
た
共
同
体
的

視
点
か
ら
の
抵
抗
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

破
壊
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。

（
５
）

ち
に
解
消
し
て
し
ま
っ
た
。
九
州
に
足
場
を
置
い
た
こ
の
運
動
の
終
息
と
前
後
し
て
、
日
本
は
本
格
的
な
高
度
経
済
成
長
期
を
迎
え
、

ダ
ム
や
発
電
所
な
ど
の
大
型
公
共
事
業
が
全
国
を
覆
う
よ
う
に
な
る
。
一
九
五
六
年
に
水
俣
病
が
「
公
式
発
見
」
さ
れ
る
と
は
い
え
、

開
発
政
治
に
歯
止
め
が
か
か
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
開
発
政
治
に
よ
っ
て
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
は
崩
壊
し
て
い
き
、
石

牟
礼
が
描
い
た
よ
う
な
、
人
と
自
然
が
調
和
し
た
世
界
は
遠
い
世
界
の
話
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
感
覚
が
石
牟
礼
の
こ
の
言
葉

の
背
景
に
あ
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
石
牟
礼
は
、
こ
う
し
た
変
化
を
、
辺
境
の
下
層
民
に
中
に
彼
女
が
見
て
い
た
共
同
体
的
文
化
の

風餓への帰属、あるいは帰属の風蹟

こ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
村
の
た
た
ず
ま
い
や
、
森
の
神
木
の
梢
に
鰍
い
て
い
た
太
陽
や
、
そ
の
下
の
草
の
や
し
ろ
の
奥
に
こ
め

ら
れ
て
い
た
魂
や
小
川
を
吹
き
渡
る
風
が
あ
っ
た
の
か
。
地
表
を
お
お
っ
て
雑
草
の
よ
う
に
か
れ
ん
な
花
々
が
芽
ぐ
ん
で
い
た
の
で

三
里
塚
闘
争
に
さ
な
か
で
、
削
り
取
ら
れ
た
大
地
を
見
て
石
牟
礼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

〈
村
〉
が
こ
の
よ
う
に
し
て
ど
ん
ど
ん
死
ん
で
い
く
。
こ
の
国
を
産
み
育
て
て
き
た
村
が
。

（
「
流
民
の
都
」
二
○
七
’
二
○
八
）
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と
い
う
よ
う
に
、
石
牟
礼
は
、
「
水
俣
病
は
文
明
へ
の
問
い
」
で
あ
る
と
捉
え
、
独
占
資
本
を
批
判
す
る
視
点
は
、
破
壊
さ
れ
た
故
郷

を
さ
ま
よ
う
死
霊
や
生
盤
の
言
葉
で
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
こ
そ
が
「
階
級
」
の
奥
深
く
に
存
在
し
て
い
る
抵
抗
の
核
で
あ
る
と
石
牟
礼

は
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
石
牟
礼
が
も
と
も
と
参
加
し
て
い
た
「
サ
ー
ク
ル
村
」
運
動
も
そ
の
一
部
を
な
し
て
い
た
左
翼
運
動
で
は
、

階
級
と
い
う
視
点
か
ら
炭
鉱
労
働
者
ら
の
反
資
本
主
義
闘
争
を
捉
え
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
石
牟
礼
の
上
の
言
葉
は
、
階
級
と
い

う
視
点
を
超
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
奥
に
潜
む
土
着
の
魂
の
次
元
と
も
い
う
べ
き
視
点
を
近
代
批
判
の
挺
子
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

近
代
が
破
壊
し
た
の
は
、
土
蒲
の
共
同
体
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
き
て
き
た
下
層
民
の
共
同
体
で
あ
る
。
下
層
民
の
中
に
残
っ
て
い
る
共

同
体
的
つ
な
が
り
の
世
界
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
石
牟
礼
の
作
品
に
描
き
出
さ
れ
る
風
景
の
世
界
は
、
下
層
民
の
共
同
体
の
風

景
で
あ
り
、
石
牟
礼
は
、
そ
れ
の
み
が
人
間
を
人
間
的
た
ら
し
め
る
力
を
も
つ
も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
。
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
れ
の

み
が
近
代
的
産
業
主
義
へ
の
抵
抗
の
拠
点
と
し
て
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
す
る
。

六
○
年
代
以
降
、
公
害
の
顕
現
や
地
域
の
破
壊
と
と
も
に
、
日
本
に
お
い
て
も
さ
ま
ざ
ま
な
抵
抗
運
動
や
住
民
運
動
が
展
開
さ
れ
て

き
た
。
市
民
の
論
理
や
階
級
の
論
理
が
抵
抗
の
起
点
と
し
て
語
ら
れ
て
き
も
し
た
。
し
か
し
、
石
牟
礼
は
、
市
民
の
論
理
で
あ
る
と
か
、

階
級
闘
争
の
論
理
で
あ
る
と
か
は
、
抵
抗
の
拠
点
で
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
戦
後
の
抵
抗
運
動
と
し
て
は
、
市

民
や
住
民
と
い
っ
た
言
葉
が
抵
抗
の
主
体
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
が
、
石
牟
礼
の
描
く
生
類
の
世
界
は
、
そ
れ
が

独
占
資
本
の
あ
く
な
き
搾
取
の
ひ
と
つ
の
形
態
と
い
え
ば
、
こ
と
足
り
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ぬ
が
、
私
の
故
郷
に
い
ま
だ
に
立
ち

迷
っ
て
い
る
死
霊
や
生
霊
の
言
葉
を
階
級
の
原
語
と
心
得
て
い
る
私
は
、
私
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
プ
レ
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
調
合
し
て
、
近

代
へ
の
呪
術
師
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
会
苦
海
浄
土
」
六
五
）
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石
牟
礼
の
こ
の
よ
う
な
文
明
批
判
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
共
同
体
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
み
て
き
よ
う
な
牧
歌
的
な
世
界

で
あ
る
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
石
牟
礼
の
描
く
生
類
の
世
界
は
す
べ
て
が
調
和
し
た
牧
歌
的
な
雰
囲
気
を
漂
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
実
は
、
彼
女
の
作
品
に
は
こ
の
よ
う
な
牧
歌
的
な
憧
僚
だ
け
で
は
到
底
す
ま
な
い
錯
綜
し
た
情
念
と
共
同
体
を
め
ぐ
る
状
況
が
映

し
出
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
大
き
く
分
け
て
二
点
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
石
牟
礼
の
描
く
世
界
に
は
、
調
和
的
な
生
類
の
世
界
と
差
別
と
疎
外
の
温
床
と
な
っ
て
い
る
共
同
体
の
描
写
が
混
在
し
て
い

る
。
石
牟
礼
の
描
き
出
す
共
同
体
と
は
、
一
方
で
、
生
の
意
味
の
救
済
と
し
て
の
生
類
の
世
界
あ
る
い
は
コ
ス
モ
ス
を
体
現
し
た
、
一

種
の
土
着
的
世
界
で
あ
る
が
、
他
方
で
差
別
の
温
床
で
も
あ
る
。
こ
の
二
重
性
を
ま
ず
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
コ
ス
モ
ス
と

し
て
の
共
同
体
は
、
現
実
に
は
、
そ
の
普
遍
性
に
は
大
き
な
限
界
と
壁
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
詳
細
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
生
類
の

抵
抗
の
拠
点
と
も
な
っ
て
い
る
が
、
近
代
的
市
民
と
は
相
容
れ
な
い
世
界
で
あ
る
と
と
も
に
、
住
民
運
動
と
も
様
相
を
異
に
し
て
い
る

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
地
域
破
壊
に
対
す
る
抵
抗
と
い
う
点
で
、
石
牟
礼
の
近
代
批
判
は
住
民
運
動
と
合
い
通
じ
る
部

分
を
持
つ
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
石
牟
礼
の
描
く
生
類
の
世
界
は
人
間
の
存
在
の
基
底
に
あ
る
世
界
の
描
写
と
そ
の
擁
護

で
あ
り
、
単
な
る
住
民
運
動
の
擁
護
で
は
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
石
牟
礼
の
批
判
は
、
近
代
産
業
主
義
批
判
と
い
う
文
明
批
判
を

伴
う
中
央
主
権
批
判
で
あ
っ
て
、
単
な
る
反
権
力
で
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
反
転
さ
せ
れ
ば
、
近
代
産
業
が
破
壊
し
た
も
の
は
あ

る
辺
境
の
地
域
社
会
と
い
う
以
上
に
、
実
は
一
つ
の
文
明
を
破
壊
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

３
共
同
体
の
挫
折
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説

若
き
石
牟
礼
は
、
「
私
に
敵
対
す
る
秩
序
の
最
た
る
も
の
は
水
俣
と
い
う
こ
の
故
郷
だ
。
」
と
書
き
、
故
郷
に
対
し
て
「
異
邦
的
」
た

ら
ん
と
し
た
（
「
潮
の
日
録
」
兼
諜
房
、
一
九
七
四
年
、
九
四
）
。
こ
の
よ
う
な
石
牟
礼
が
素
朴
な
ふ
る
さ
と
崇
拝
者
な
ど
で
あ
り
え
る

は
ず
は
な
か
っ
た
。
石
牟
礼
は
日
本
の
近
代
化
を
中
央
の
辺
境
に
対
す
る
抑
圧
、
あ
る
い
は
破
壊
と
い
う
視
点
で
見
て
い
た
こ
と
は
す

で
に
述
べ
た
。
大
き
く
言
え
ば
、
こ
の
中
央
と
辺
境
の
差
別
の
構
造
は
、
さ
ら
に
大
き
な
日
本
に
よ
る
朝
鮮
半
島
の
支
配
と
い
う
構
造

の
中
に
置
か
れ
た
構
造
で
あ
る
こ
と
を
石
牟
礼
は
見
逃
し
て
は
い
な
い
。
日
本
窒
素
肥
料
株
式
会
社
が
朝
鮮
半
島
で
長
津
江
水
電
株
式

会
社
の
営
業
を
開
始
し
た
折
に
、
朝
鮮
総
督
陸
軍
大
将
宇
垣
一
成
が
京
城
放
送
を
通
じ
て
祝
辞
を
述
べ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
軍
部
と
結

合
し
た
日
本
の
産
業
資
本
に
よ
る
ア
ジ
ア
支
配
の
一
端
に
目
を
向
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
大
き
な
柵
図
に
中
で
、
水
俣
の
地
で
は
、
患
者
は
「
井
戸
の
水
を
貰
え
な
い
と
い
う
地
獄
、
店
の
品
物
を
売
っ
て
も
ら

え
な
い
と
い
う
地
獄
、
子
ど
も
が
、
未
発
表
の
家
の
子
ど
も
た
ち
と
遊
ん
で
も
ら
え
な
い
地
獄
、
病
人
を
隠
し
て
お
く
年
月
の
地
獄
が

あ
っ
た
」
と
述
べ
、
患
者
と
非
（
あ
る
い
は
未
発
表
の
）
患
者
の
間
で
の
確
執
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
共
同
体
の
現
実
の
姿

は
、
漁
民
の
多
く
が
も
と
も
と
周
辺
的
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
指
摘
と
相
侯
っ
て
、
水
俣
と
い
う
共
同
体
が
お
か
れ
た
状
況
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

世
界
と
し
て
共
同
体
は
宇
宙
的
な
拡
が
り
を
内
包
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
現
実
の
共
同
体
は
、
同
心
円
状
に
ど
こ
ま
で
も
拡

大
し
て
い
け
る
も
の
で
は
な
い
。
い
わ
ば
共
同
体
の
挫
折
と
も
い
う
べ
き
状
況
を
石
牟
礼
の
作
品
に
は
往
々
に
し
て
見
出
す
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。

（
１
）
差
別
の
構
造
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こ
の
よ
う
に
、
「
故
郷
」
に
あ
り
な
が
ら
も
、
流
民
と
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
人
々
、
か
つ
て
の
故
郷
、
天
草
を
出
郷
し
、
流
民

と
し
て
水
俣
に
留
ま
る
人
々
。
「
生
類
の
都
」
と
し
て
の
「
辺
境
」
と
は
こ
う
し
た
人
々
が
暮
ら
す
場
所
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
辺
境
が
そ
の
ま
ま
「
生
類
の
都
」
で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
石
牟
礼
の
認
識
が
明
確
に
な
ろ
う
。
「
生
類

の
都
」
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
苦
難
に
満
ち
た
「
故
郷
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
苦
難
ゆ
え
に
、
こ
れ
ま
で
見
え

な
か
っ
た
「
生
類
世
界
」
が
石
牟
礼
の
眼
に
見
え
て
き
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
苦
難
の
向
こ
う
側
に
石
牟
礼
は
何
か
の
啓
示
を
見

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
「
苦
海
」
ゆ
え
の
「
浄
土
」
を
見
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

水
俣
病
の
犠
牲
者
た
ち
、
い
わ
ば
た
だ
の
漁
師
風
情
の
、
た
だ
の
下
層
の
世
界
に
、
ひ
と
つ
の
啓
示
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
で

き
な
い
か
。
（
同
一
一
二
）

そ
う
い
う
人
た
ち
ｌ
主
と
し
て
撫
師
さ
ん
に
塗
る
わ
け
で
す
が
ｌ
は
．
水
俣
の
中
で
は
、
水
俣
と
い
う
地
域
社
会
が
形
成
さ

れ
て
い
く
過
程
で
一
番
村
の
中
核
を
形
成
し
て
い
く
地
つ
き
の
人
た
ち
じ
ゃ
な
く
て
、
村
の
周
囲
で
、
水
俣
の
一
番
周
辺
の
と
こ
ろ

で
、
海
に
ず
り
落
ち
な
い
様
に
村
か
ら
町
に
、
町
か
ら
市
に
な
っ
て
い
く
そ
の
一
番
外
側
の
と
こ
ろ
で
暮
ら
し
て
い
る
人
た
ち
、
そ

の
人
た
ち
は
、
も
と
も
と
か
ら
土
地
に
住
ん
で
い
る
土
着
の
人
た
ち
か
ら
は
「
あ
れ
は
天
草
も
ん
だ
」
と
か
、
い
く
ら
か
蔑
視
を
込

め
た
形
で
い
わ
れ
、
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
水
俣
の
共
同
体
の
中
で
は
心
情
的
に
思
え
ば
切
な
い
ほ
ど
一
番
水
俣
を
愛
し
て
い
た
、
水

俣
が
発
展
し
て
い
く
に
つ
れ
何
の
お
こ
ぼ
れ
も
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
恩
恵
に
浴
し
て
い
な
か
っ
た
、
そ
う
い
う
人
た
ち
が
一
稀
水
俣

を
大
切
に
お
も
っ
て
き
た
、
と
私
は
思
う
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
う
い
う
人
た
ち
が
水
俣
病
に
な
る
の
で
す
。
（
「
流
民
の
都
」
四
二
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説
こ
う
し
て
み
る
と
次
の
石
牟
礼
の
言
葉
も
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

コ
ス
モ
ス
と
し
て
の
共
同
体
が
「
お
ぼ
ろ
げ
な
未
来
」
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
の
未
来
へ
の
熱
望
を
石
牟
礼
は
次
の
よ
う
に
描
き
出

す
。
そ
れ
は
一
つ
の
幻
想
と
し
て
の
国
家
へ
の
渇
望
で
あ
る
。

石
牟
礼
が
描
い
た
の
は
「
切
な
い
未
来
」
あ
る
い
は
「
お
ぼ
ろ
げ
な
抽
象
世
界
で
あ
る
未
来
」
と
し
て
の
生
類
の
世
界
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
共
同
体
の
現
実
の
姿
の
向
こ
う
側
に
、
石
牟
礼
は
生
類
の
世
界
の
風
景
を
見
出
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

市
民
と
い
う
よ
り
明
治
末
期
水
俣
村
の
村
民
意
識
、
新
興
の
工
場
を
わ
が
ふ
と
こ
ろ
の
中
で
は
ぐ
く
み
育
て
て
き
た
と
い
う
、
草
深

い
共
同
体
の
ま
ぼ
ろ
し
。
（
「
苦
海
浄
土
」
二
七
三
）

意
識
の
故
郷
で
あ
れ
、
実
在
の
故
郷
で
あ
れ
、
今
日
こ
の
国
の
棄
民
政
策
の
刻
印
を
受
け
て
潜
在
ス
ク
ラ
ッ
プ
化
し
て
い
る
部
分

を
も
た
な
い
都
市
・
農
漁
村
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
意
識
の
ネ
ガ
を
風
土
の
水
に
漬
け
な
が
ら
、
心
情
の
出
郷
を
遂
げ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
者
た
ち
に
と
っ
て
、
故
郷
と
は
、
も
は
や
あ
の
、
出
奔
し
た
切
な
い
未
来
で
あ
る
。

地
方
を
出
て
ゆ
く
者
と
、
居
な
が
ら
に
し
て
出
郷
を
遂
げ
ざ
る
を
得
な
い
者
と
の
等
距
離
に
身
を
置
き
あ
う
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

わ
た
く
し
は
故
郷
を
再
び
媒
体
に
し
て
、
民
衆
の
心
情
と
と
も
に
、
お
ぼ
ろ
げ
な
抽
象
世
界
で
あ
る
未
来
を
、
共
有
で
き
そ
う
に
お

も
う
。
そ
の
密
度
の
中
に
彼
ら
の
唄
が
あ
り
、
私
た
ち
の
詩
も
あ
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
。
（
「
苦
海
浄
土
」
三
○
三
）

（
二
）
断
絶
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と
い
う
よ
う
に
、
水
俣
の
人
び
と
は
差
別
栂
造
の
中
心
に
あ
る
は
ず
の
近
代
産
業
の
工
場
で
す
ら
、
自
分
た
ち
の
一
部
と
し
て
包
み

込
ん
だ
幻
想
に
す
が
ろ
う
と
す
る
村
民
た
ち
の
意
識
は
、
同
時
に
天
皇
制
国
家
へ
の
心
情
的
一
体
化
と
通
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
民

衆
感
情
は
、

な
ど
の
石
牟
礼
の
表
現
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
心
情
的
一
体
化
は
、
ひ
と
り
水
俣
病
患
者
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の

中
で
周
辺
化
さ
れ
、
疎
外
さ
れ
た
人
び
と
に
と
っ
て
、
あ
る
程
度
共
通
し
た
事
態
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
は
い
え
、
所
詮
幻
想
は
幻
想
で
し
か
な
く
、
共
同
体
の
ま
ぼ
ろ
し
は
や
が
て
崩
壊
す
る
と
き
が
く
る
。

あ
あ
、
国
ち
ゆ
う
も
ん
の
心
は
、
東
京
に
ゆ
け
ば
、
み
え
る
と
思
う
と
っ
た
ぱ
い
。
東
京
に
さ
え
ゆ
け
ば
、
こ
の
国
の
心
が
あ
る

と
思
う
と
っ
た
。
な
に
も
か
も
、
（
自
分
た
ち
を
救
う
て
く
れ
る
も
の
が
）
そ
こ
に
あ
る
と
思
い
込
ん
ど
っ
た
が
、
い
ま
、
自
分
た

ち
の
お
る
と
こ
ろ
は
、
ど
こ
じ
ゃ
ろ
か
。
日
本
遠
か
。
水
俣
も
遠
か
。
（
「
流
民
の
都
」
四
四
五
）

国
会
議
員
の
お
父
さ
ま
、
お
母
さ
ま
、
今
苦
海
浄
土
』
八
七
頁
）

天
皇
陛
下
ば
ん
ざ
い
（
同
、
二
八
八
頁
）

患
者
さ
ん
た
ち
は
「
国
」
に
行
け
ば
、
国
の
顔
を
し
た
親
様
が
お
ん
な
さ
る
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
（
「
潮
の
呼
ぶ
表
型
一
六
一
頁
）

国
家
と
は
あ
る
べ
き
規
範
、
天
皇
と
は
こ
の
意
味
を
体
現
す
る
実
質
（
「
乳
の
潮
」
七
九
頁
）
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水
俣
病
被
害
民
ら
は
、
国
家
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
、
自
己
の
情
念
を
合
体
せ
し
め
よ
う
と
し
て
、
そ
の
国
家
の
法
か
ら
意
図
的
に

葬
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
」
（
『
陽
の
か
な
し
み
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
六
年
、
三
三
七
）

説

こ
の
よ
う
に
、
心
情
的
に
一
体
化
し
う
る
国
家
は
ど
こ
に
も
な
く
、
ま
た
彼
ら
の
心
象
風
景
と
通
じ
る
社
会
も
ま
た
ど
こ
に
も
な
か
っ

た
。
近
代
の
シ
ス
テ
ム
は
あ
く
ま
で
国
家
と
個
人
を
分
節
し
、
そ
の
中
間
に
社
会
と
呼
ば
れ
る
諸
集
団
が
媒
介
項
と
し
て
形
成
さ
れ
て

い
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
患
者
の
前
に
現
わ
れ
る
の
は
制
度
と
し
て
の
国
家
で
あ
り
、
個
人
の
心
情
の
延
長
線
上
に
あ
る
国
家
な
ど
は

あ
り
え
る
は
ず
も
な
い
世
界
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
石
牟
礼
が
描
く
水
俣
病
患
者
の
感
じ
る
孤
独
は
、
個
人
と
し
て
分
節
化
さ
れ
た

と
述
べ
、
ま
た
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

患
者
た
ち
が
考
え
て
い
た
「
国
」
と
い
う
の
は
、
風
土
に
根
ざ
し
た
生
活
感
情
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
言
葉
が
通
用
す
る
世
界
、
地

域
で
生
活
を
と
も
に
す
る
仲
間
同
士
の
共
感
が
感
じ
ら
れ
る
世
界
な
の
に
、
そ
れ
が
東
京
に
行
っ
た
ら
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。
倉
石

牟
礼
道
子
対
談
集
魂
の
言
葉
を
紡
ぐ
』
河
出
書
房
新
社
、
二
○
○
○
年
、
二
○
）

論

か
。
（
同
、
二
七
九
）

こ
れ
は
「
国
会
議
員
の
、
お
父
さ
ま
、
お
母
さ
ま
」
と
言
っ
て
い
た
患
者
た
ち
が
国
家
に
絶
望
し
て
い
く
さ
ま
で
あ
る
。
石
牟
礼
は

日
本
ち
ゅ
う
国
も
い
ら
ん
。
熊
本
県
ち
ゅ
う
県
も
い
ら
ん
。
水
俣
市
ち
ゅ
う
市
も
い
ら
ん
。
お
れ
た
ち
が
み
た
裟
婆
は
Ｈ
本
で
な
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人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
帰
属
の
場
所
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
風
景
と
し
て
描
く
と
し
た
ら
、
石
牟
礼
作
品
の
世
界
は
ま
さ
に
そ

の
究
極
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
常
に
求
め
て
止
ま
な
い
故
郷
と
は
、
あ
る
い
は
共
同
体
と
は
石

牟
礼
が
描
い
た
よ
う
な
生
類
の
世
界
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
現
実
の
シ
ス
テ
ム
の
前
に
常
に
挫
折
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
を
運
命

づ
け
ら
れ
た
世
界
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
。

石
牟
礼
が
描
く
水
俣
病
患
者
の
世
界
は
、
彼
ら
が
そ
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
生
類
の
世
界
の
風
景
で
あ
っ
た
。
患
者
た
ち
が
求
め
た

国
家
は
、
こ
の
よ
う
な
風
蹟
と
一
体
化
で
き
る
国
家
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
ら
が
求
め
た
の
は
、
個
人
と
し
て
の
生

で
は
な
く
、
彼
ら
が
そ
こ
で
暮
ら
し
て
い
る
場
所
ご
と
の
救
済
な
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
彼
が
帰
属
し
て
い
る
世
界
な
し
に
は
生
き
て

い
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
生
の
意
味
も
な
い
。
場
所
も
含
め
て
救
済
さ
れ
て
は
じ
め
て
彼
ら
の
生
は
救
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
彼
ら
が
近

代
国
家
に
突
き
つ
け
た
の
は
こ
の
生
類
世
界
で
あ
っ
た
。
石
牟
礼
の
描
く
風
景
の
世
界
が
醜
し
出
す
批
判
の
力
は
、
そ
れ
が
抽
象
的
個

人
を
基
盤
と
し
た
人
権
お
よ
び
近
代
国
家
の
シ
ス
テ
ム
の
外
側
に
立
脚
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
言

え
ば
、
石
牟
礼
の
描
く
世
界
は
近
代
国
家
の
シ
ス
テ
ム
の
前
で
は
実
現
す
べ
く
も
な
い
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

近
代
と
は
、
個
人
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
共
同
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
い
う
二
律
背
反
の
運
動
を
内
包
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
共

近
代
的
個
人
の
孤
独
と
同
質
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
帰
属
す
る
場
所
を
失
っ
た
近
代
人
の
孤
独
で
あ
る
。
水
俣
病
患
者
は
こ

の
孤
独
を
、
そ
の
孤
独
に
気
づ
か
ず
に
生
き
て
い
る
人
び
と
に
成
り
代
わ
っ
て
告
発
し
た
と
い
え
な
く
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。

終
わ
り
に
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同
化
に
は
、
も
は
や
石
牟
礼
が
描
い
た
よ
う
な
帰
属
の
場
所
は
残
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
す
で

に
見
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
無
垢
な
る
自
然
と
い
う
大
地
は
も
は
や
期
待
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
拠
っ
て
立
つ
大
地
は
、
こ
れ

ま
た
人
為
の
大
地
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
外
を
も
た
な
い
存
在
と
し
て
、
究
極
的
に
は
自
己
に
準
拠
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
が
住
む
世
界
を
作
り
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
世
界
の
創
造
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
手
の
中
の

「
課
題
」
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
は
「
世
界
疎
外
」
こ
そ
近
代
の
印
で
あ
る
と
述
べ
た
。
む
ろ
ん
、
ア
レ
ン
ト
と
石
牟
礼
と
が
正
確
に
対

応
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
が
、
帰
属
す
る
場
所
と
し
て
の
世
界
を
も
た
な
い
こ
と
を
近
代
の
特
質
と
し
て
捉
え
る
点
で
は
、
何
が
し
か

の
共
通
点
が
あ
ろ
う
。
「
近
代
人
の
孤
独
」
な
ど
と
い
う
お
そ
ろ
し
く
ア
ナ
ク
ロ
な
表
現
で
も
っ
て
言
い
た
か
っ
た
こ
と
は
、
帰
属
の

場
所
の
喪
失
と
い
う
問
題
は
、
今
日
で
も
や
は
り
一
つ
の
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
風
景
と
い
う
視
点
は
、
こ
の
よ

う
な
問
題
を
考
え
る
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
有
効
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
風
景
論
が
い
う
よ
う
に
、
風
土

的
世
界
と
は
も
と
も
と
中
間
世
界
で
あ
っ
て
、
人
為
的
作
為
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
し
て
も
し
、
石
牟

礼
作
品
が
い
う
よ
う
に
、
帰
属
の
問
題
と
は
制
度
の
次
元
で
は
な
く
（
あ
る
い
は
そ
れ
の
み
な
ら
ず
）
、
感
性
の
次
元
で
考
え
る
べ
き

問
題
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
風
土
と
帰
属
は
感
性
の
世
界
の
再
構
築
と
い
う
点
で
交
差
す
る
。
自
由
の
拡
大
の
一
方
で
、
わ
た
し
た
ち
が

帰
属
へ
の
渇
望
を
も
つ
こ
と
も
確
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ
た
し
た
ち
は
感
性
あ
る
い
は
共
通
感
覚
を
働
か
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
自
ら
が
住
む
世
界
に
私
た
ち
自
身
が
そ
こ
に
帰
属
す
る
と
こ
ろ
の
共
同
の
空
間
を
作
り
出
す
こ
と
が

こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
た
‐

で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

(熊本法学122号'11）２４８

論



註
石
牟
礼
道
子
作
品
（
引
用
分
）

「
苦
瀧
識
土
ｌ
わ
が
水
俣
病
」
講
談
社
文
廉
、
一
九
七
二
年

「
水
俣
病
闘
争
わ
が
死
民
」
現
代
評
論
社
、
一
九
七
二
年

「
流
民
の
都
」
大
和
書
房
、
一
九
七
三
年

「
潮
の
日
録
石
牟
礼
道
子
初
期
散
文
」
葦
瞥
房
、
一
九
七
四
年

「
椿
の
海
の
記
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年

「
石
牟
礼
道
子
対
談
集
樹
の
中
の
鬼
」
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
三
年

（
１
）
風
景
に
つ
い
て
挫

（
２
）
和
辻
哲
郎
「
風
上

（
３
）
同
上
、
一
四
頁
。

（
４
）
ウ
ル
リ
ヒ
・
べ
ぶ

（
５
）
「
サ
ー
ク
ル
村
」

）
ウ
ル
リ
ヒ
・
ベ
ッ
ク
（
東
廉
伊
膜
美
登
里
訳
）
「
危
険
社
会
ｌ
新
し
い
近
代
へ
の
道
」
法
政
大
学
出
版
会
、
二
○
○
二
無
五
頁
．
）

）
「
サ
ー
ク
ル
村
」
に
つ
い
て
は
次
を
参
照
．
水
溜
真
由
美
「
同
化
型
共
同
性
の
拒
絶
ｌ
森
崎
和
江
と
炭
鉱
」
「
思
想
」
二
○
○
一
年
、
二

月
号
、
同
「
石
牟
礼
道
子
と
水
俣
」
北
田
暁
大
・
野
上
元
・
水
溜
真
由
美
編
『
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
一
九
六
○
／
七
○
」
、
せ
り
か

轡
一
局
二
○
○
五
年
。
松
原
新
一
「
幻
影
の
コ
ミ
ュ
‐
ン
－
「
サ
ー
ク
ル
村
」
を
検
証
す
る
」
創
言
社
、
二
○
○
一
年
．
大
織
秀
夫
「
新
左

翼
の
遡
産
ｌ
ニ
ュ
‐
レ
フ
ト
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
」
東
京
大
学
出
版
会
、
二
○
○
七
年
．
竹
沢
樹
一
郎
「
社
会
と
は
何
か
ｌ
ン
ス
ー
ァ
ム

か
ら
プ
ロ
セ
ス
へ
」
中
公
新
書
、
二
○
一
○
年
。

風
景
に
つ
い
て
は
さ
し
あ
た
り
次
を
参
照
。
安
彦
一
恵
・
佐
藤
康
邦
「
風
景
の
哲
学
」
ナ
カ
ニ
シ
ャ
出
版
、
二
○
○
二
年
。

和
辻
哲
郎
『
風
土
ｌ
人
悶
学
的
考
察
」
岩
波
文
庫
一
○
頁
。
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