
神
と
自
然
と
ケ
ア

日
本
の
多
く
の
神
は
自
然
と
い
う
側
面
を
も
っ
て
い
ま
す
。
自
然
は
常
に
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
る

状
況
下
で
霊
力
を
も
っ
て
神
と
し
て
現
れ
ま
す
。
『
古
事
記
』
な
ど
を
見
ま
す
と
、
た
と
え
ば
周
り
に
神
々
が
い
る
と
か
、

あ
る
い
は
場
が
霊
力
を
持
っ
て
い
る
と
か
、
神
が
あ
る
意
図
を
も
っ
て
自
然
に
霊
力
を
持
た
せ
る
と
か
、
あ
る
い
は
傍

に
霊
力
を
感
じ
る
者
が
い
る
と
か
、

あ
り
ま
す
。

こ
う
い
う
状
況
下
で
霊
力
を
発
揮
す
る
。
そ
こ
で
神
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
が

神
を
祀
る
こ
と
は
神
へ
の
ケ
ア
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他
方
で
は
そ
れ
は
自
然
へ
の
ケ
ア
シ
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
人
聞
と
自
然
の
関
係
を
人
聞
と
神
の
関
係
と
類
比
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は

こ
こ
ま
で
来
る
と
、
生
命
倫
理
の
概
念
で
あ
る
「
ケ
ア
」
を
環
境
倫
理
に
お
い
て
用
い
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
生
命
倫
理
と
環
境
倫
理
を
ケ
ア
概
念
で
統
一
的
に
理
解
す
る
、
こ
れ
に
つ
い
て
私

は
十
年
く
ら
い
前
に
論
文
で
発
表
し
ま
し
た
が
、
こ
う
い
う
道
が
開
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
(
注
四
)

環
境
倫
理
に
お
い
て
、
人
聞
と
自
然
の
関
係
に
適
用
さ
れ
る
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
と
c
a
r
e
 
f
o
r
の
関
係
は
と
い
う
と
、
次

の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
人
聞
は
制
御
し
が
た
い
自
然
の
暴
威
を
恐
れ
ま
す
。
こ
こ
に
c
a
r
e

 
a
b
o
u
t
の
要
素
が
出
て
き
ま

す
。
そ
こ
で
防
災
に
努
め
ま
す
。
こ
れ
は
一
種
の
c
a
r
e
 
f
o
r
で
す
。
ま
た
自
然
へ
の
畏
敬
の
感
情
、
こ
れ
も
あ
る
種
の

c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
で
、
こ
こ
か
ら
自
然
を
尊
重
し
保
護
す
る
と
い
う
c
a
r
e

 
f
o
r

の
側
面
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も
分

か
る
よ
う
に
、
c
a
r
e
 
f
o
r
側
面
は
、
い
わ
ゆ
る
善
行
に
限
ら
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
c
a
r
e
 
a
b
o
u
t
、つ
ま
り
心
配
、
不

安
や
そ
れ
に
類
す
る
感
情
の
解
消
を
目
指
す
行
為
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
人
聞
と
自
然
の
闘
係
は
、
単

.
い
で
し
ょ
う
か
。



な
る
支
配
・
利
用
の
関
係
で
も
、
単
な
る
保
護
の
関
係
で
も
な
く
、
よ
り
複
雑
な
関
係
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
赤
子

へ
の
ケ
ア
、
神
へ
の
ケ
ア
、
自
然
へ
の
ケ
ア
、
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
人
間
中
心
か
ど
う
か
を
問
う
必
要
が
な
く
な
っ

て
き
ま
す
。
こ
れ
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
お
分
か
り
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
人
聞
は
不
可
避
の
関
心
・
気

が
か
り
の
ゆ
え
に
相
手
を
尊
重
し
て
ケ
ア
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
人
聞
が
中
心
で
あ
り
つ
つ
、
対
象
の
他
者

性
の
尊
重
も
そ
こ
に
は
あ
る
、
こ
う
い
う
関
係
に
あ
り
ま
す
。

将
来
世
代
へ
の
責
任
を
説
く
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
は
、
『
責
任
と
い
う
原
理
』
に
お
い
て
、
赤
子
へ
の
ケ
ア
が
倫
理
の
根

源
で
あ
る
と
述
べ
ま
す
。
こ
こ
に
は
弱
き
も
の
、
困
窮
し
た
も
の
を
前
に
し
て
の
不
可
避
性
が
あ
り
ま
す
。
倫
理
の
根

源
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
う
せ
ざ
る
え
な
い
状
況
で
す
。
そ
こ
に
は
ま
た
責
任
が
生
じ
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
う

し
た
不
可
避
性
を
伴
う
ケ
ア
は
倫
理
の
根
源
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
れ
は
ケ
ア
の
理
論
の
強
力
な
主
張
者
で
あ
る
ノ

デ
イ
ン
グ
ズ
の
考
え
と
も
近
い
も
の
で
す
(
注
五
)
。
た
だ
し
、
「
不
可
避
性
」
を
常
に
感
じ
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
ヒ

ュ
l
ム
も
『
人
性
論
』
で
い
う
よ
う
に
、
人
間
は
限
ら
れ
た
共
感
能
力
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、

本
当
は
助
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
ん
な
ゆ
と
り
が
な
い
と
か
、
今
は
そ
う
し
た
く
な
い
と
か
、
色
々

な
状
況
に
よ
っ
て
感
情
や
態
度
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
不
可
避
性
を
感
じ
続
け
る
た
め
に
は
、
親
で
あ
る

こ
と
と
か
、
あ
る
い
は
人
聞
と
し
て
当
然
の
こ
と
だ
と
か
、
ケ
ア
が
職
業
で
あ
る
と
い
っ
た
慣
習
や
職
業
倫
理
、
そ
れ

ら
を
ま
と
め
て
い
え
ば
「
脈
絡
」
が
重
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た
脈
絡
は
、
す
べ
き
と
き
に

ケ
ア
を
行
わ
な
い
場
合
の
制
裁
の
根
拠
と
も
な
っ
て
い
き
ま
す
。

通
常
の
ケ
ア
は
、
先
ほ
ど
図
で
お
見
せ
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
相
互
行
為
・
相
互
関
係
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
ま
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一
方
的
な
行
為
で
は
な
い
の
で
す
ね
。
ケ
ア
を
求
め
て
い
る
人
に
、
ぽ
ん
ぽ
ん
と
何
か
を
与
え
る
、
そ
の
よ
う
な

行
為
で
は
な
く
て
、
相
手
か
ら
発
せ
ら
れ
る
「
困
っ
て
い
る
」
と
い
う
何
ら
か
の
サ
イ
ン
を
受
け
止
め
て
、
よ
く
考
え

て
支
援
を
送
る
、
そ
し
て
、
送
っ
た
も
の
を
向
こ
う
が
受
け
入
れ
る
、
そ
う
い
う
相
互
行
為
、
相
互
関
係
が
成
り
立
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
困
っ
て
い
る
人
の
認
知
、
共
感
、
ま
た
援
助
の
仕
方
に
つ
い
て
の
熟
考
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

先
に
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
認
知
、
共
感
、
援
助
の
仕
方
の
熟
考
に
は　
　
　
　
　
　

の
要
素
が
あ
り
ま
す
。

す。　
　
　
　
　
　
　

か
ら
始
ま
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な　
　
　
　

へ
と
至
り
、
相
手
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
一
連
の

過
程
、
こ
れ
が
ケ
ア
の
過
程
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
、　
　
　
　
　
　

に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す

と、
　　　　　
.

.

.

.

.

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
と
相
手
を
巻
き
込
む
不
可
避
的
な
関
係
で
あ
る
と
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
。
こ

こ
で
、
ケ
ア
の
対
象
を
人
間
だ
け
で
な
く
死
者
、
神
、
自
然
に
ま
で
拡
大
し
て
き
た
の
で
、
ケ
ア
と
い
う
こ
と
も
広
い

意
味
で
捉
え
な
お
す
必
要
が
生
じ
て
き
ま
す
。
ま
ず
は　
　
　
　
　
　

で
す
が
、
そ
れ
を
一
般
化
す
る
と
、
「
自
分
と
相

手
の
闘
係
の
破
綻
・
悪
化
・
秩
序
の
乱
れ
・
不
均
等
化
を
前
に
し
た
、
不
可
避
的
な
心
配
・
気
が
か
り
」
と
い
う
こ
と

が
で
き
ま
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
関
係
の
悪
化
・
秩
序
の
乱
れ
・
不
均
等
化
へ
の
心
配
・
気
が
か
り
を
起
因
と
す
る
、
よ
い

関
係
の
再
構
築
・
修
復
」
と
い
う
ふ
う
に
ケ
ア
を
規
定
す
る
、
あ
る
い
は
言
い
直
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
(
図

2
て
こ
の
規
定
は
、
神
や
自
然
へ
の
ケ
ア
に
も
妥
当
す
る
し
、
通
常
の
相
互
行
為
と
し
て
の
ケ
ア
概
念
に
も
妥
当
す
る
、

非
常
に
広
い
意
味
の
ケ
ア
概
念
に
な
り
ま
す
。
特
に
善
行
の
場
合
は
、
動
機
の
維
持
の
た
め
に
、　
　
　
　
　
　

の
不
可

避
性
を
引
き
お
こ
す
脈
絡
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
親
で
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
通
常
は
ひ
と

つ
の
強
力
な
脈
絡
で
す
が
、
そ
の
脈
絡
自
体
が
弱
ま
っ
て
し
ま
う
と
、
親
で
あ
っ
て
も
子
を
ケ
ア
し
な
く
な
る
。
虐
待
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や
育
児
放
棄
な
ど
が
生
れ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
さ

ら
に
、
不
均
等
を
均
等
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ

れ
は
法
的
領
域
で
は
、
刑
罰
や
損
害
賠
償
と
し
て
現
れ
ま

す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
正
義
」
と
い
う
こ
と
で
述
べ

た
の
は
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
で
の
正
義
と
ケ
ア
、
正

確
に
は
「
友
愛
」
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
不
均
等
の

均
等
化
と
い
う
こ
と
を
基
盤
に
し
て
い
て
、
両
者
の
相
違

は
、
規
範
が
適
用
さ
れ
る
対
象
と
規
範
適
用
の
仕
方
に
お

け
る
普
遍
性
と
個
別
性
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
正
義
論
と
友
愛
輸
の
関
係
だ
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
ケ
ア
を
基
礎
と
す
る
環
境
倫
理
で
は
、

防
災
と
保
護
、
あ
る
い
は
尊
重
、
敬
意
は
ケ
ア
的
行
為
の

両
面
を
な
し
て
い
ま
す
。
防
災
と
い
う
こ
と
を
本
格
的
に

取
り
込
む
こ
と
は
、
能
動
的
行
為
に
つ
い
て
の
規
範
や
権

利
を
探
究
す
る
倫
理
の
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
き
ま
す
。

人
聞
と
自
然
の
闘
係
を
中
心
と
す
る
倫
理
、
さ
ら
に
は
不



可
避
的
な
関
心
・
気
が
か
り
を
基
盤
と
す
る
倫
理
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

共
災
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム

こ
こ
で
「
共
災
」
と
い
う
言
葉
が
い
よ
い
よ
登
場
し
ま
す
が
、
防
災
を
本
格
的
に
組
み
込
む
立
場
と
し
て
は
、
防
災

と
自
然
保
護
が
「
人
聞
と
自
然
の
よ
い
関
係
の
再
構
築
・
修
復
」
の
両
面
に
当
た
る
と
す
る
立
場
、
ま
た
EEmF05

を
重
視
す
る
立
場
が
有
力
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
共
災
」
の
立
場
、
そ
の
思
想
を
共
災
の
思
想
と
呼
ん
で
み
ま
す
。

よ
い
闘
係
の
修
復
に
は
、
当
然
な
が
ら
、
防
災
と
と
も
に
災
害
か
ら
の
復
興
も
含
み
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
共
災
に
は

復
興
と
い
う
要
素
も
も
ち
ろ
ん
含
ま
れ
る
わ
け
で
す
。
ま
た
、
防
災
と
異
な
っ
て
、
こ
こ
で
は
自
然
管
理
の
不
確
実
性

が
強
調
さ
れ
ま
す
。
日
本
語
の
「
自
然
」
に
は
「
お
の
ず
か
ら
」
と
い
う
意
味
と
、
「
万
が
一
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
よ
う
に
、
「
万
が
一
」
と
い
う
仕
方
、
予
期
せ
ぬ
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
て
く
る
の
が
自
然
で
す
。
自
然

に
「
想
定
外
」
は
っ
き
も
の
な
の
で
す
。
ま
た
、
何
度
も
述
べ
ま
す
よ
う
に
、
人
間
と
自
然
の
関
係
は
、
人
間
中
心
主

義
的
だ
と
か
非
中
心
主
義
的
と
か
そ
う
い
う
言
葉
で
は
カ
バ
ー
で
き
な
い
よ
う
な
関
係
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の

よ
う
な
共
災
の
思
想
に
相
応
し
い
世
界
観
の
探
究
が
必
要
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
思
想
で
あ
る
か
ら
に
は
、
ど
の
よ
う

な
世
界
観
、
ど
の
よ
う
な
人
間
観
、
死
生
観
を
そ
こ
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
わ
け
で

す。共
災
の
思
想
は
、
神
を
肥
る
と
は
ケ
ア
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
神
と
自
然
の
分
離
し
が
た
さ
と
い
う
、

日
本
の
古
代
の
思
想
の
解
釈
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
す
が
、
そ
の
世
界
観
も
や
は
り
日本
の
古
代
思
想
を
手
が
か
り
に
で
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き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
端
的
に
い
え
ば
、
自
然
へ
の
ケ
ア
を
主
張
す
る
わ
け
で
す
の
で
、
自
然
も
魂
を
持

っ
と
す
る
世
界
観
が
相
応
し
い
と
い
え
ま
す
。
自
然
物
、
生
態
系
も
一
種
の
生
命
で
あ
る
と
い
う
世
界
観
で
す
。
広
い

意
味
で
の
ケ
ア
と
は
、
そ
の
意
味
で
、
魂
を
も
つ
も
の
と
魂
を
も
つ
も
の
の
関
係
、
魂
と
魂
の
関
係
と
い
う
ふ
う
に
考

え
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
自
然
も
魂
を
も
っ
と
い
う
世
界
観
、
神
道
の
世
界
観
で
あ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
が
有
力
な
候
補

と
な
っ
て
き
ま
す
。
仏
教
も
ア
ニ
ミ
ズ
ム
化
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
こ
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
日
本
人
の
中
に
根
強
い
思

想
で
す
。
世
界
観
は
万
物
に
関
す
る
思
想
で
す
が
、
そ
の
よ
う
に
世
界
・
万
物
を
捉
え
る
、
ま
た
そ
れ
に
相
応
し
い
仕

方
で
感
じ
振
舞
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
古
代
の
姿
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、
現
代
に
お
け
る

ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
は
、
先
ほ
ど
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
大
雑
把
に
は
、
ケ
ア
と
は
魂
と
魂
の
聞
に
成
立
す
る

関
係
の
ひ
と
つ
と
い
え
ま
す
。
勿
論
、
実
際
は
も
っ
と
複
雑
な
闘
係
で
す
が
、
非
常
に
抽
象
化
す
れ
ば
そ
の
よ
う
に
い

え
ま
す
。
こ
の
関
係
に
は
、
人
聞
と
人
聞
は
も
と
よ
り
、
人
聞
と
自
然
、
さ
ら
に
人
聞
と
社
会
、
人
工
物
の
集
合
、
情

報
の
集
合
、
こ
れ
ら
も
含
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
社
会
や
人
工
物
の
集
合
等
は
、

人
聞
を
要
素
と
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
人
聞
が
生
み
だ
し
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
自
体
で
自
己
発
展
す
る
、
あ
る
い
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は
人
間
の
制
御
で
き
な
い
面
を
も
っ
と
い
う
点
で
、
擬
似
生
命
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
よ
う
な
訳
で
、
生
命
倫
理
、
環
境
倫
理
、
技
術
者
倫
理
、
情
報
倫
理
な
ど
は
、
そ
の
少
な
く
と
も
一
部
分
は

こ
う
し
た
関
係
を
扱
う
と
解
釈
で
き
ま
す
。
た
だ
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
私
も
今
は
イ
メ
ー
ジ
し
か
も
っ
て
い
ま
せ
ん
の

で
、
今
後
の
展
開
を
待
っ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。



魂
と
魂
の
関
係
は
、
人
間
同
士
、
人
間
と
自
然
の
関
係
か
ら
見
て
と
れ
る
よ
う
に
、
常
に
紛
争
や
不
和
、
不
調
和
を

苧
み
が
ち
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
回
復
・
修
復
に
は
困
難
が
付
き
ま
と
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
味
で
、
ヶ
ア
と
い
う
の

は
あ
る
種
の
紛
争
解
決
な
の
で
す
が
、
看
護
や
介
護
の
辛
さ
は
ケ
ア
に
伴
う
困
難
さ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
育
児
や
介

護
で
の
虐
待
、
放
棄
、
パ
ー
ン
ア
ウ
ト
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
ケ
ア
の
大
変
さ
を
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ケ

ア
は
多
く
の
場
合
、
ハ
ー
ド
な
状
況
下
で
の
関
係
修
復
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
だ
け
見
返
り
と
し
て
の
充
実
感
も
あ
る
行

為です。

現
代
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム

で
は
現
代
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
話
で
す
が
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
は
決
し
て
未
聞
社
会
や
古
代
の
世
界
観
に
限
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
と
私
は
考
え
ま
す
。
山
川
草
木
が
生
き
て
い
る
と
い
う
感
覚
は
、
少
な
く
と
も
一
定
の
割
合
の
H本
人
に
は

残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
特
に
、
災
害
の
後
な
ど
は
自
然
の
カ
に
恐
れ
戦
い
た
り
、
人
間
の
し
て
き
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た
こ
と
と
の
因
呆
関
係
を
思
い
や
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
実
は
二
つ
の
層
を
生
き
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
普
通
は
安
定
し
た
層
が
表
面
に
あ
り
ま
す

が
、
時
に
よ
っ
て
不
安
定
な
層
が
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
の
不
安
定
な
層
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
柳
田
園
男
が
『
遠
野

物
語
』
な
ど
で
述
べ
て
い
る
よ
う
な
世
界
で
あ
り
、
河
合
隼
雄
さ
ん
が
言
う
よ
う
な
無
意
識
世
界
が
そ
れ
に
当
た
り
ま

す
。
河
合
さ
ん
の
昔
話
の
分
析
を
見
て
い
く
と
、
い
わ
ゆ
る
無
意
識
世
界
の
中
で
は
、
生
と
死
の
境
界
や
人
聞
と
動
物

の
境
が
唆
昧
に
な
る
よ
う
な
不
安
定
な
層
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
あ
る
状
況
下
で
、
た
と
え
ば
自
分
が
重
い
病



気
に
か
か
っ
て
い
る
と
知
っ
た
と
き
な
ど
に
表
面
に
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
う
い
う
安
定
し
た
層
と
不
安
定
な
層
と
い
う

二
つ
の
層
を
往
来
す
る
と
い
う
の
が
、
実
は
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
仕
方
、
生
の
実
態
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
ま
す
。

不
安
定
な
層
と
い
っ
て
も
不
安
定
さ
に
程
度
が
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
日
常
の
秩
序
あ
る
世
界
が
あ
る
種
の
仕
方
で
壊

れ
て
い
る
世
界
で
す
。
そ
れ
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
許
容
す
る
よ
う
な
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
ア
ミ
ニ
ズ
ム
と
い

う
の
は
非
常
に
古
い
未
聞
社
会
の
話
な
ど
で
は
な
く
て
、
実
は
今
の
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
生
の
世
界
、
経
験
的
世
界
に

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
二
つ
の
層
を
往
来
す
る
と
い
う
の
は
、
特
殊
な
こ
と
で
は

な
く
、
洋
の
東
西
を
間
わ
ず
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界
の
実
相
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
た
だ
し
、
不
安
定
な
層
が

ど
の
よ
う
な
層
で
あ
る
か
は
文
化
的
背
景
に
よ
り
異
な
る
で
し
ょ
う
。
日
本
で
は
、
そ
れ
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
層
だ
と

思
い
ま
す
。
ア
ニ
ミ
ズ
ム
「
的
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
の
奥
の
さ
ら
に
無
秩
序
で
神
も
人
も
自
然
物
も
融
合
す
る
よ
う
な

世
界
を
本
来
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
ら
で
す
。
河
合
隼
雄
さ
ん
の
い
う
無
意
識
世
界
は
、

ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
層
と
と
も
に
、
さ
ら
に
奥
の
層
ま
で
含
む
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
の
多
く
の
研
究
者
は
自
分
が
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
層
を
生
き
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
が
ら
な
い
よ
う
で
す
。
そ
う
で

あ
れ
ば
、
現
代
に
も
存
在
す
る
慣
習
で
あ
る
、
地
鎮
祭
、
注
連
縄
で
飾
つ
で
あ
る
ご
神
木
、
花
見
、
月
見
、
海
開
き
、

山
開
き
と
い
っ
た
行
事
、
動
物
供
養
、
包
丁
供
養
や
針
供
養
な
ど
に
対
し
て
自
ら
の
立
場
を
鮮
明
に
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

た
と
え
ば
、
そ
れ
ら
は
ナ
ン
セ
ン
ス
な
迷
信
で
あ
る
、
ま
た
峻
険
な
山
岳
に
対
し
て
感
じ
る
厳
か
さ
や
畏
敬
の
念
は
幻

想
に
す
ぎ
な
い
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、
崇
高
な
対
象
に
感
じ
る
賛
美
は
対
象
に
で
は
な
く
理
性
に
向
け
ら
れ

て
い
る
と
か
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
神
道
の
世
界
観
は
誤
り
で
あ
り
、
「
山
川
草
木
悉
皆
成
仏
」
な
ど
を
い
う
仏
教
は
本
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来
の
仏
教
で
は
な
い
と
い
っ
た
立
場
表
明
で
す
。
ま
た
、
言
葉
で
表
明
し
た
こ
と
は
行
動
に
も
現
れ
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
こ
で
も
言
行
一
致
と
い
う
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

話
を
続
け
ま
す
と
、
生
き
て
い
る
二
つ
の
層
の
上
と
下
に
、
ま
た
別
の
い
わ
ば
超
経
験
的
世
界
の
層
が
あ
り
ま
す
。

上
に
あ
る
層
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
多
く
の
研
究
者
は
納
得
し
ま
す
。
特
に
哲
学
や
倫
理
学
の
研
究
者
は
納
得
し
ま
す
。

そ
れ
は
哲
学
上
の
立
場
に
よ
り
特
徴
は
異
な
る
で
し
ょ
う
が
、
科
学
的
合
理
性
の
世
界
、
あ
る
い
は
理
性
の
世
界
で
あ

り
、
権
利
や
正
義
な
ど
の
根
拠
と
さ
れ
る
世
界
で
も
あ
り
ま
す
。
カ
ン
ト
が
「
目
的
の
国
」
と
呼
ん
だ
世
界
も
こ
れ
に

あ
た
り
ま
す
。
こ
の
層
は
通
常
、
道
徳
や
法
の
根
拠
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
存
在
を
疑
う
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の

よ
う
な
層
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
訳
で
、
生
き
る
世
界
、
生
き
て
い
る
世
界
が
ふ
た
つ
あ
り
、
そ
の
上
に
理
性
の
世
界
、

合
理
性
の
世
界
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
近
代
的
倫
理
な
ど
の
根
拠
と
い
っ
た
も
の
が
そ
こ
に
は
あ
り
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は

納
得
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
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以
上
で
三
つ
の
層
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
。
も
う
一
つ
、
最
下
層
に
生
命
そ
の
も
の
と
で
も
い
え
る
世
界
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
こ
れ
は
豊
候
さ
自
体
、
無
秩
序
の
世
界
と
も
い
え
ま
す
。
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
な
ど
の
神
話
に
よ
れ

ば
、
高
天
原
の
神
々
が
成
り
出
で
る
世
界
と
い
う
の
は
天
上
の
秩
序
の
あ
る
世
界
で
す
。
し
か
し
、
名
前
を
明
か
さ
な

い
神
、
あ
る
い
は
神
々
の
根
源
で
あ
る
神
が
さ
ら
に
そ
の
上
に
存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
ま
す
。
和
辻
哲
郎
は
そ
の
存
在

を
「
不
定
の
神
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
ま
さ
に
無
秩
序
、
混
沌
の
世
界
が
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
世
界

の
基
盤
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
面
白
い
こ
と
に
は
、
そ
う
し
た
本
来
は
無
秩
序
、
混
沌
の
世
界
か
ら
高
天
原
あ
る

い
は
地
上
で
秩
序
を
作
っ
て
い
く
神
々
や
人
聞
が
成
り
出
で
る
、
あ
る
い
は
生
ま
れ
る
と
い
う
秩
序
形
成
の
プ
ロ
セ
ス



が
日
本
の
神
話
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
す
べ
て

を
生
み
だ
す
と
と
も
に
、
す
べ
て
を
死
滅
さ
せ
呑
み
こ
む

大
い
な
る
生
命
の
無
秩
序
は
、
生
み
だ
し
結
ぶ
力
(
ム
ゃ

ヒ
)
と
し
て
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
秩
序
化
を
め
ざ
す
.

素
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

以
上
の
四
つ
の
層
の
関
係
を
図
示
し
て
み
よ
う
と
思

い
ま
す
(
紳
3)。
こ
れ
は
道
徳
・
倫
理
の
根
拠
の
二
つ

の
形
態
を
表
し
て
も
い
ま
す
。
一
方
は
最
上
層
を
基
盤
と

す
る
理
性
的
な
根
拠
、
も
う
一
方
は
最
下
層
に
よ
る
自
然

的
な
根
拠
で
す
。
共
災
の
思
想
と
い
う
の
は
、
最
下
層
か

ら
の
秩
序
化
を
重
視
し
て
い
ま
す
。
神
々
の
行
動
は
善
悪

を
超
え
て
お
り
、
善
悪
は
生
命
の
根
源
か
ら
は
一
義
的
に

決
ま
り
ま
せ
ん
。
こ
の
図
に
基
づ
い
て
述
べ
て
み
ま
す
と
、

ま
ず
、
安
定
し
た
世
界
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
理
性
的
世
界

ほ
ど
は
厳
格
で
は
な
い
秩
序
が
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。
わ

れ
わ
れ
が
日
常
と
考
え
て
い
る
世
界
が
こ
れ
で
す
ね
。
と

こ
ろ
が
、
そ
れ
が
一
歩
揺
ら
い
だ
時
、
た
と
え
ば
今
度
の



よ
う
な
大
き
な
震
災
が
あ
る
、
あ
る
い
は
自
分
や
親
し
い
人
が
重
病
に
な
る
と
か
、
そ
の
よ
う
な
時
に
日
常
世
界
が
ぐ

ら
つ
と
揺
れ
動
き
ま
す
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
秩
序
を
保
っ
て
い
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
で
す
。
先
ほ
ど
の
表
現
で
は
、

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
」
な
世
界
で
す
。
こ
こ
で
は
生
と
死
の
境
界
が
揺
ら
い
で
き
ま
す
。
日
本
神
話
で
は
神
が
人
に
な
っ

て
現
れ
る
世
界
で
す
。
先
ほ
ど
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
世
界
を
生
の
世
界
、
生
き
る
世
界
、
経

験
的
世
界
と
呼
ぼ
う
と
思
い
ま
す
。
通
常
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
は
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
世
界
で
は
な
い
と
い
う
で
し

ょ
う
が
、
よ
く
考
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
い
う
二
つ
の
世
界
の
移
行
を
経
験
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
や
は
り

そ
れ
も
経
験
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
方
が
、
筋
が
通
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
安
定
し
た
世
界
か
ら
不
安
定
な
世
界
、
日

本
で
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
世
界
て
さ
ら
に
そ
の
逆
に
と
い
う
よ
う
に
、
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
、
こ
れ
が
ア
ニ
ミ
ズ

ム
的
な
生
き
方
で
あ
る
と
述
べ
る
人
が
い
ま
す
が
、
実
際
に
、
こ
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
世
界
の
問
の
越
境
を
わ
れ
わ
れ

は
行
っ
て
い
ま
す
(
注
六
)

ゾ2 

こ
の
上
に
あ
る
の
が
理
性
的
秩
序
の
世
界
、
科
学
的
合
理
性
、
あ
る
い
は
権
利
、
正
義
、
自
律
、
そ
う
し
た
様
々
な

道
徳
的
概
念
の
根
拠
に
な
る
よ
う
な
世
界
で
す
。
そ
し
て
一
番
下
に
生
命
そ
の
も
の
、
無
秩
序
、
豊
穣
さ
、
善
悪
の
彼

岸
の
よ
う
な
層
が
あ
り
ま
す
。

秩
序
化
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
と
、
図
４
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
一
番
下
、
無
秩
序
、
そ
し
て
ム
ス
ヒ
の
カ

が
一
番
下
の
層
で
、
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
高
天
原
、
地
上
と
秩
序
づ
け
が
な
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
一
番
下
は
無
秩
序
で

す
が
、
そ
の
無
秩
序
の
中
か
ら
秩
序
が
生
ま
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
自
然
界
の
無
秩
序
的
な
も
の
か
ら
、
次
第
に
無

生
物
、
生
物
と
進
化
し
て
い
く
こ
と
と
似
て
い
ま
す
。
天
孫
降
臨
後
の
地
上
な
ど
と
い
う
と
戦
前
の
講
演
み
た
い
で
す



が
、
し
か
し
最
近
、
戦
前
に
出
た
本
で
、
『
祝
詞
宣
命
』

と
い
う
本
を
読
み
ま
し
た
が
、
全
然
違
和
感
を
覚
え
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
た
ぶ
ん
、
私
は
意
識

的
に
は
戦
前
、
あ
る
い
は
も
っ
と
ず
っ
と
向
こ
う
の
古
い

と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
も
か

く
、
自
然
的
な
全
く
の
無
秩
序
で
あ
り
、
生
命
そ
の
も
の

で
あ
り
、
善
も
悪
も
何
で
も
あ
り
の
神
々
の
層
、
わ
れ
わ

れ
の
無
意
識
の
一
番
奥
に
あ
る
世
界
の
中
に
、
な
ぜ
か
秩

序
化
の
動
き
が
あ
る
。
そ
れ
が
古
事
記
神
話
に
出
て
く
る

神
々
の
行
動
だ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
現
代
で
は
、
最
上

層
の
理
性
的
秩
序
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
倫
理
や
法
規
範

と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
方
向
で
の
秩
序
化

は
、
皆
さ
ん
よ
く
分
か
り
ま
す
ね
。
こ
う
い
う
方
向
へ
近

代
は
進
ん
で
き
た
わ
け
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
図
が

示
す
秩
序
化
の
二
つ
の
方
向
性
は
、
道
徳
・
倫
理
の
根
拠

の
ふ
た
つ
の
形
態
、
す
な
わ
ち
理
性
的
秩
序
化
と
自
然
的

秩
序
化
、
そ
の
よ
う
に
い
え
ま
す
。

 



以上、
ア
ミ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
述
べ
ま
し
た
が
、
現
代
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
を
考
え
る
場
合
に
は
、
ま
ず
は
わ
れ
わ
れ
が

生
き
て
い
る
世
界
、
そ
の
中
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
こ
の
生
き
て
い
る
三
層
の
世
界

一
番
下
に
も
さ
ら
に
別
の
層
が
あ
る
、
こ
の
よ
う
な
四
層
構
造
を
な
し
て
い
る
の

が
現
代
に
お
け
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
の
世
界
観
と
い
え
ま
す
。

の
上
に
も
う
一
層
の
世
界
が
あ
り
、

放
と
共
災

共
災
ル
」
関
係
す
る
こ
と
と
し
て
、
今
度
は
械
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
放
を
人
聞
と
神
の
関
係
の
修
復

で
あ
る
と
規
定
す
る
研
究
者
も
い
ま
す
(
注
七
)
。
広
義
の
ケ
ア
と
は
悪
化
し
た
関
係
の
修
復
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
そ

意
味
で
こ
の
放
の
規
定
は
、
人
間
と
自
然
の
関
係
を
ケ
ア
と
捉
え
る
立
場
と
共
通
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
放
と
い

う
の
は
ケ
ア
の
一
種
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
ケ
ガ
レ
や
罪
と
い
う
の
は
人
聞
と
神
の
闘
係
の
破
綻
を
意
味
す
る
と
も
い

え
ま
す
。
ケ
ガ
レ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
説
が
あ
り
ま
す
が
、
ケ
ガ
レ
を
秩
序
の
破
綻
と
捉
え

ゾ4 

一
応
納
得
の
い
く
説
明
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

大
放
と
い
う
行
事
か
ら
見
て
取
れ
る
の
は
、
人
聞
が
作
っ
た
罪
の
結
果
と
し
て
の
ケ
ガ
レ
を
自
然
の
基
部
に
い
る
神

が
解
消
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
械
の
祝
詞
に
よ
れ
ば
、
大
放
と
い
う
の
は
天
下
万
民
が
過
ち
犯
し
た
罪
被
れ
を
被

い
清
め
る
神
事
で
あ
り
、
天
孫
降
臨
に
よ
る
地
上
の
平
定
後
に
、
そ
の
地
上
の
人
々
の
犯
す
罪
で
あ
る
天
津
罪
(
あ
ま

つ
つ
み
)
と
国
津
罪
(
く
に
つ
つ
み
て
こ
れ
ら
を
祓
う
た
め
に
祝
詞
を
唱
え
て
神
事
を
行
い
ま
す
。
天
津
罪
と
国
津
罪

と
く
に
国
津
罪
に
は
殺
人
や
傷
害
、
邪
淫
の
ほ
か
に
自
然
に
よ
る
災
害
も
含
ま
れ
て
い
て
、
罪
と
は
何
で
あ
る
か
を
考

.ると、、



え
る
上
で
大
変
興
味
深
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ま
た
難
し
い
話
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。
こ
れ

ら
の
罪
を
誠
い
清
め
る
祝
調
を
天
樟
神
と
国
津
神
が
聞
き
ま
す
。
天
津
神
と
は
簡
単
に
い
え
ば
高
天
原
の
神
々
で
、
国

樟
神
は
地
上
の
神
、
そ
こ
に
起
源
を
も
っ
神
で
す
。
罪
が
消
え
て
な
く
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
大
赦
の
祝
詞
に
見
て
み
る
と
、

放
わ
れ
た
罪
を
多
支
都
速
川
(
た
ぎ
っ
は
や
か
わ
)
の
瀬
に
坐
す
瀬
織
津
比
時
(
せ
お
り
つ
ひ
め
)
と
い
う
姫
、
こ
れ

は
神
様
で
す
ね
、
が
海
へ
持
ち
出
る
。
海
中
の
潮
の
合
流
点
に
坐
す
速
開
都
比
洋
(
は
や
あ
き
つ
ひ
め
)
と
い
う
神
様

が
そ
れ
を
が
ぶ
が
ぶ
と
呑
む
。
そ
れ
を
罪
織
れ
を
根
の
国
へ
吹
き
放
つ
処
で
あ
る
気
吹
戸
(
い
ぶ
き
ど
)
に
坐
す
気
吹

戸
主
と
い
う
神
が
、
根
の
国
、
底
の
国
に
吹
き
放
っ
。
根
の
国
は
黄
泉
の
固
と
同
じ
と
こ
ろ
と
も
違
う
と
こ
ろ
と
も
い

わ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
い
る
の
で
有
名
で
す
。
大
国
主
命
が
兄
弟
た
ち
に
殺
さ
れ
て
行
っ
た

の
も
こ
の
根
の
国
で
、
大
国
主
命
は
こ
こ
か
ら
よ
み
が
え
っ
て
い
き
ま
す
。
さ
て
、
根
の
国
底
の
国
の
速
佐
須
良
比
時

(
は
や
さ
す
ら
ひ
め
)
が
そ
の
罪
綴
れ
を
持
ち
さ
す
ら
い
行
く
こ
と
で
、
天
下
に
は
罪
と
い
う
罪
が
消
え
て
し
ま
う
、

こ
れ
が
罪
織
れ
解
消
の
構
造
で
す
。

先
ほ
ど
の
話
と
関
係
さ
せ
て
み
る
と
、
安
定
し
た
世
界
と
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
世
界
と
い
う
二
つ
の
層
、
二
つ
の
世
界
が

あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
が
生
き
て
い
る
世
界
で
す
。
そ
れ
ら
の
下
に
最
下
層
の
世
界
が
も
う
ひ
と
つ
あ
り
ま
す
。
災
害
の

ひ
と
つ
の
捉
え
方
と
し
て
、
こ
の
最
下
層
の
世
界
、
生
命
そ
の
も
の
の
世
界
が
日
常
の
安
定
し
た
世
界
を
揺
さ
ぶ
る
、

そ
こ
の
秩
序
を
揺
る
が
す
こ
と
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
こ
の
安
定
し
た
世
界
は
ひ
と
つ
下
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
世

界
に
落
ち
込
む
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
生
と
死
の
境
界
が
薄
れ
ま
す
し
、
自
然
と
人
間
の
境
も
暖
昧
に
な
っ
て

い
ま
す
。
震
災
後
、
日
本
人
全
体
が
こ
の
よ
う
な
シ
フ
ト
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
災
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気
」
と
も
呼
ば
れ
ま
す
。
あ
る
い
は
ケ
ガ
レ
と
も
。
こ
の
災
気
は
日
本
の
思
想
で
は
罪
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
を
今
度
は
回
復
し
て
い
く
活
動
、
そ
れ
が
放
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
災
害
に
よ
る
災
気
、

つ
ま
り
罪
の
も
つ
心
理
的
側
面
、
の
解
消
は
単
に
心
理
的
な
事
柄
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
然
は
災
害
と
起
こ
す
と
同
時

に
そ
れ
を
解
消
す
る
機
能
も
有
し
て
い
ま
す
。
生
命
の
根
源
は
、
個
々
の
生
命
を
巨
大
な
生
命
の
も
と
に
回
収
し
悲
し

み
を
生
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
の
悲
し
み
ゃ
嘆
き
を
も
回
収
し
て
い
き
ま
す
。
悲
し
み
、
嘆
き
は
、
そ
の
と
き
、
心

理
の
レ
ベ
ル
に
と
ど
ま
ら
ず
、
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

古
代
の
日
本
で
は
、
災
害
が
生
じ
て
か
ら
、
神
を
呼
び
だ
し
て
神
意
を
伺
っ
た
り
、
あ
る
い
は
人
知
に
よ
る
究
明
を

通
じ
て
、
そ
の
原
因
と
し
て
の
罪
が
発
見
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
し
た
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
罪
や
崇
り
を

避
け
る
規
範
が
発
見
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
生
命
の
根
源
は
単
に
暴
威
を
振
る
っ
た
り
、
我
々
に
喜
怒
哀

楽
を
与
え
た
り
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
の
交
流
が
あ
る
程
度
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
共
災
と
は

災
害
と
と
も
に
あ
る
と
い
う
思
想
な
の
で
す
が
、
古
代
か
ら
の
教
え
に
よ
れ
ば
、
何
が
罪
と
さ
れ
る
か
は
神
の
気
ま
ぐ

れ
に
よ
る
面
が
あ
り
、
本
質
的
に
不
確
実
で
あ
り
ま
す
。
罪
と
い
う
原
因
が
あ
ら
か
じ
め
自
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
何
か
が
起
こ
っ
て
か
ら
罪
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、
自
然
に
対
す
る
知
は
あ
る
程
度
可
能
で

も
、
災
害
は
い
つ
ど
こ
で
生
じ
る
か
予
測
で
き
な
い
面
を
も
っ
て
い
ま
す
。
今
回
は
大
き
な
地
震
、
そ
し
て
津
波
が
あ

り
、
原
発
の
大
き
な
事
故
が
あ
っ
た
。
天
災
に
対
し
て
罪
を
見
つ
け
る
こ
と
を
関
東
大
震
災
の
後
で
は
多
く
の
人
が
し

た
よ
う
で
す
が
、
今
で
は
ほ
と
ん
ど
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
防
ご
う
と
思
え
ば
防
げ
た
こ
と
、
た
と
え
ば
原

発
事
故
に
つ
い
て
は
さ
か
ん
に
原
因
究
明
の
議
論
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
しかし、
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
9
の
よ
う
な
地
震
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と
そ
れ
に
と
も
な
う
津
波
が
生
じ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
究
明
は
な
い
わ
け
で
す
。
事
故
原
因
の
究
明
と
い
う

の
は
、
一
般
に
、
ま
ず
原
因
、
罪
が
あ
り
結
呆
で
あ
る
事
故
が
生
じ
る
と
い
う
因
呆
闘
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
関

係
に
あ
り
ま
す
。
事
故
の
究
明
は
事
後
の
究
明
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
く
り
返
す
こ
と
で
事
故
の
生
じ
な
い
世
界
が

来
る
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
も
自
然
の
完
全
な
制
御
は
不
可
能
で
あ
り
、
人
聞
は
人
間
の
力
を
超
え
る

自
然
の
力
に
対
し
て
畏
敬
の
念
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
共
災
と
い
う
考
え
か
ら
出
て
き
ま
す
。

共
災
の
時
代

私
は
二
〇
一
一
年
三
月
十
一
日
は
特
別
な
日
で
あ
る
、
あ
る
い
は
特
別
な
日
と
な
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
日
か
ら
日
本
は
「
共
災
」
の
時
代
に
入
っ
た
と
い
い
た
い
か
ら
で
す
。
社
会
学
者
の
見
回
宗
介
は
、

戦
後
か
ら
一
九
九
〇年
ま
で
を
三
期
に
分
け
て
、
終
戦
か
ら
六
十
年
ま
で
を
民
主
主
義
や
共
産
主
義
を
追
求
し
た
「
理

想
の
時
代
」
、
そ
こ
か
ら
七
十
年
代
半
ば
ま
で
を
、
幸
福
な
夢
、
熱
い
夢
を
求
め
た
『
夢
の
時
代
』
、
九
十
年
ま
で
を
現

実
を
超
え
て
ハ
イ
パ
ー
リ
ア
ル
を
求
め
た
「
虚
構
の
時
代
」
と
呼
び
ま
す
(
注
八
三
見
田
氏
の
分
析
は
そ
こ
で
終
わ
も

て
い
ま
す
が
、
私
の
考
え
で
は
、
九
十
年
か
ら
現
在
ま
で
は
、
雲
仙
普
賢
岳
噴
火
、
阪
神
淡
路
大
震
災
、
中
越
地
震
、

能
登
半
島
地
震
、
霧
島
新
燃
岳
噴
火
な
ど
が
象
徴
す
る
よ
う
に
自
然
災
害
の
リ
ア
ル
さ
が
虚
構
の
時
代
を
変
質
さ
せ
て

い
く
「
過
渡
期
の
時
代
」
に
当
た
り
、
今
回
の
大
震
災
を
契
機
に
「
共
災
の
時
代
」
が
始
ま
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
過
渡
期
を
経
て
三
・
一
一
以
後
、
日
本
は
大
き
く
変
わ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
宣
言

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
変
わ
る
と
い
っ
て
も
、
実
は
災
害
列
島
で
あ
る
日
本
を
再
度
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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災
害
列
島
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
き
た
、
ま
た
忘
れ
る
こ
と
の
上
手
だ
っ
た
日
本
人
は
、
今
度
こ
そ
は
本
気
で
わ
れ
わ

れ
と
自
然
の
関
係
を
含
め
、
生
活
、
政
治
、
経
済
、
科
学
な
ど
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
、
こ
れ
ま
で
の
生
き
方
を
再
検
討

す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
ケ
ア
に
つ
い
て
述
べ
た
さ
い
に
、
心
配
や
気
が
か
り
の
不
可
避
性
を
感
じ
続
け
る
に
は
脈
絡

が
必
要
だ
と
話
し
ま
し
た
。
ケ
ア
し
続
け
る
脈
絡
と
し
て
、
親
で
あ
る
こ
と
や
看
護
師
や
介
護
士
と
い
う
職
業
は
有
効

で
あ
る
と
も
話
し
ま
し
た
。
同
様
に
、
災
害
を
忘
れ
が
ち
な
日
本
人
が
災
害
列
島
に
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
こ
と
を

忘
れ
ず
に
、
心
配
、
気
が
か
り
を
持
続
さ
せ
る
た
め
の
脈
絡
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
共
災
の
時
代
と
規
定
す
る

こ
と
が
有
効
で
し
ょ
う
。
こ
の
規
定
は
、
直
接
に
は
日
本
や
災
害
の
多
発
す
る
地
域
に
妥
当
し
ま
す
が
、
災
害
と
い
う

こ
と
を
、
人
間
に
災
い
を
も
た
ら
し
う
る
人
間
の
カ
を
超
え
た
制
御
し
が
た
い
自
然
の
力
と
い
う
よ
う
に
、
た
と
え
ば

原
子
力
や
地
球
温
暖
化
、
さ
ら
に
は
難
病
、
疫
病
な
ど
も
含
む
よ
う
に
、
よ
り
一
般
的
に
捉
え
れ
ば
、
地
球
上
の
殆
ど

の
地
域
や
文
化
に
も
適
用
で
き
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
日
本
以
外
の
場
合
、
困
層
を
ど
う
捉
え
る
か
が
問
題
に
な
り

ま
す
し
、
最
後
に
お
話
し
す
る
共
災
の
時
代
の
生
き
方
に
つ
い
て
も
、
日
本
と
は
別
の
考
察
が
必
要
に
な
る
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
共
災
の
具
体
像
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
共
災
の
具
体
的
な
あ
り
方
は
、
病
気
と

と
も
に
あ
る
と
い
う
姿
勢
と
似
て
い
ま
す
。
人
聞
に
は
病
気
が
つ
き
も
の
で
あ
り
、
健
康
と
は
病
気
が
な
い
状
態
で
は

な
く
、
一
時
的
に
病
気
が
表
面
化
し
な
い
状
態
を
い
う
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
共
災
の
健

康
観
で
あ
り
、
死
生
観
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ば
「
共
病
」
で
す
が
、
こ
れ
は
無
理
を
し
な
い
、
病
気
を
忘
れ
ず
に
い
る
、

た
と
え
ば
古
代
中
世
の
「
死
を
忘
れ
る
な
」
と
い
う
m
e
m
e
n
t 

m
o
r
i

の
よ
う
に
で
す
ね
、
ま
た
病
気
に
つ
い
て
謙
虚
に

学
ぶ
、
不
断
に
身
体
チ
ェ
ッ
ク
を
す
る
、
人
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
す
る
、
悪
化
し
て
も
慌
て
な
い
よ
う
策
を
講
じ
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一
日
一
日
を
大
事
に
す
る
、
こ
う
い
う
姿
勢
と
し
て
現
れ
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
抽
象
的
な
話
と

比
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
日
常
的
、
具
体
的
で
あ
り
、
皆
さ
ん
拍
子
抜
け
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
「
共
病
」
で

は
な
く
「
共
災
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、
以
上
の
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
に
、
災
害
被
害
を
増
大
さ
せ
な
い
よ
う
な
政
策
や
省

エ
ネ
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
と
る
、
つ
ね
に
災
害
を
意
識
す
る
、
科
学
的
調
査
・
検
証
を
怠
ら
な
い
、
地
域
の
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
重
視
す
る
、
ま
た
災
害
発
生
時
の
避
難
経
路
等
の
確
保
、
そ
し
て
経
済
・
政
治
・
文
化
の
拠
点
の
分
散
と
い

っ
た
最
悪
の
事
態
へ
の
事
前
の
対
処
な
ど
と
し
て
現
れ
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
、
「
共
に
」
あ
る
と
い
う
場
合
、
誰
が
「
共
」
に
あ
る
の
か
と
い
え
ば
、
共
災
を
生
き
る
主
体
は
個
人
で
あ
り
、

社
会
で
あ
り
、
政
府
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
具
体
像
が
異
な
っ
て
き
ま
す
。
ま
た
、
「
共
病
」

と
似
て
い
る
と
い
い
ま
し
た
が
、
病
気
は
い
ず
れ
人
を
死
に
追
い
や
り
ま
す
が
、
共
災
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
共
災
と

い
う
態
度
と
思
想
は
将
来
世
代
に
ま
で
持
続
さ
せ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
す
。
共
災
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
予
防
し
て
も
誰

で
も
い
つ
で
も
災
害
に
遭
い
う
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
は
、
他
者
が
こ
う
む
る
災
害

へ
の
共
感
を
増
す
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

災
害
を
も
た
ら
す
自
然
へ
の
畏
敬
、
さ
ら
に
は
そ
の
保
護
も
共
災
に
は
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
防
災
と
の
違
い

で
も
あ
り
ま
す
。
畏
敬
の
心
は
、
神
を
施
る
・
祭
る
と
き
の
よ
う
に
、
自
然
と
の
深
い
つ
な
が
り
へ
の
感
動
に
も
至
る

ておく、

こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
回
の
原
発
事
故
を
通
じ
て
、
強
者
と
弱
者
が
地
域
と
個
人
の
双
方
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
明
瞭
に
な
り
ま
し

た
。
首
都
圏
の
住
民
と
周
辺
の
県
の
住
民
、
ま
た
、
親
会
社
と
下
請
け
会
社
の
社
員
の
聞
の
闘
係
で
す
ね
。
こ
こ
に
は
、
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い
わ
ゆ
る
強
者
と
弱
者
の
差
別
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
環
境
正
義
論
が
問
題
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
医

療
の
世
界
で
い
え
ば
、
高
額
の
医
療
を
受
け
ら
れ
る
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
差
と
似
た
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
共

災
の
基
本
は
、
誰
も
が
災
を
免
れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
が
、
不
平
等
は
人
間
闘
係
の
破
綻
を
も
た
ら
す
の

で
適
切
に
対
処
す
べ
き
で
す
。
こ
の
こ
と
は
人
間
関
係
と
い
う
秩
序
を
重
視
す
る
立
場
、
先
ほ
ど
の
困
層
構
造
で
い
う

と
、
下
の
ほ
う
か
ら
の
秩
序
づ
け
、
倫
理
、
道
徳
の
根
拠
づ
け
と
い
う
立
場
か
ら
い
え
ま
す
が
、
さ
ら
に
上
の
方
、
理

性
か
ら
の
秩
序
づ
け
の
立
場
か
ら
も
同
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
道
徳
・
倫
理
の
根
拠
と
し
て
の
三
つ
の
層
で
あ
る
理
性
的
秩
序
の
層
と
生
命
そ
の
も
の
の
層
は
、
災

害
の
予
防
や
復
興
に
お
け
る
倫
理
、
道
徳
と
し
て
も
機
能
す
る
と
思
い
ま
す
。
一
方
で
は
自
然
の
力
の
回
復
、
こ
れ
は

下
か
ら
上
へ
の
回
復
で
、
こ
の
自
然
の
力
に
よ
る
回
復
は
か
な
り
大
き
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
す
。
復
興
へ
の
支
援
は
、
こ

の
自
然
の
力
の
回
復
の
支
援
と
捉
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
医
療
が
患
者
の
回
復
力
を
支
援
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
、

古
く
か
ら
の
考
え
と
似
て
い
ま
す
。
下
か
ら
の
回
復
支
援
は
、
政
府
・
自
治
体
・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
に
よ
る
衣
食
住

と
ラ
イ
ア
ラ
イ
ン
の
確
保
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
維
持
・
回
復
、
ま
た
医
療
、
就
学
・
就
業
支
援
、
心
の
ケ
ア
と
い

っ
た
こ
と
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
他
方
で
は
、
正義
や
権
利
の
規
範
の
適
用
と
い
う
方
向
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
上

か
ら
の
方
向
で
す
。
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
保
護
や
地
域
住
民
の
意
思
の
重
視
、
情
報
開
示
、
就
学
・
就
業
の
権
利
や
医
療
を

受
け
る
権
利
の
確
保
や
機
会
均
等
な
ど
、
こ
れ
ら
の
こ
と
が
そ
こ
で
問
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
共

災
の
具
体
像
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
述
べ
ま
す
と
、
共
災
の
時
代
と
は
、
災
害
を
つ
ね
に
念
頭
に
置
き
、
何
か
元
気
が
な
く
暗
い
時
代
の
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よ
う
に
恩
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
違
う
考
え
を
も
っ
て
い
ま
す
。
今
回
の
震
災
の
被
災
者
の
態
度
に
対
し

て
、
諸
外
固
か
ら
賞
賛
の
声
が
あ
が
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
関
東
大
震
災
や
阪
神
淡
路
大
震
災
で
も
同
様
で
し
た
。
も
ち

ろ
ん
、
中
に
は
不
心
得
者
も
い
た
で
し
ょ
う
し
、
メ
デ
ィ
ア
が
そ
の
側
面
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う

が
、
極
限
状
態
に
な
る
と
、
少
な
く
と
も
あ
る
期
間
、
日
本
人
は
あ
る
種
の
理
想
的
な
態
度
を
示
す
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
そ
こ
に
共
災
の
時
代
の
生
き
方
の
ヒ
ン
ト
が
見
え
ま
す
。
自
然
の
猛
威
を
前
に
し
て
の
諦
め
が
あ
る
に
は
あ
り
ま

す
が
、
け
っ
し
て
諦
め
の
気
持
ち
だ
け
が
優
先
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
分
た
ち
で
で
き
る
こ
と
は
す
る
と
い
う
気
概
、

意
気
、
不
撓
不
屈
の
精
神
と
い
う
も
の
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
自
然
の
カ
の
前
で
の
諦
念
が
、

自
然
へ
の
畏
敬
、
そ
し
て
自
然
性
の
肯
定
、
自
然
の
中
で
の
営
み
の
肯
定
と
い
う
姿
勢
へ
と
変
貌
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。
九
鬼
周
造
は
日
本
人
の
性
格
、
お
そ
ら
く
理
想
的
性
格
と
し
て
、
「
自
然
」
、
「
意
気
」
、
「
諦
念
」
の
緊
張
感

の
あ
る
統
合
を
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
共
災
の
次
代
の
生
き
方
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
で
し
ょ
う
(
注
十
（
。

以
上
、
共
災
の
思
想
の
序
説
と
し
て
今
日
は
お
話
し
ま
し
た
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
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注
一
、
高
橋
隆
雄
『
生
命
・
環
境
・
ケ
ア
日
本
的
生
命
倫
理
の
可
能
性
』
九
州
大
学
出
版
会
二
〇
〇八
年
、
第
二
章

を
参
照
。

二
、
和
辻
哲
郎
『
日
本
倫
理
思
想
史
』
岩
波
書
庄
一
九
六
二
年
、
第
一
一
章
。

三
、
高
橋
隆
雄
「
「
患
者
」
か
ら
「
患
者
様
」
へ
ケ
ア
の
論
理
|
」
『
先
端
倫
理
研
究
』
第
四
号
二
〇
〇九
年

-pp1-11

四
、
前
掲
『
生
命
・
環
境
・
ケ
ア
|
日
本
的
生
命
倫
理
の
可
能
性
|
』
第
五
章
。

五、

N
・
ノ
デ
イ
ン
グ
ズ
『
ケ
ア
リ
ン
グ
』
(
立
山
他
訳
)
晃
洋
書
房
一
九
九
七
(
原
著
は
一
九
八
四
年
)

六
、
岩
田
慶
冶
『
木
が
人
に
な
り
、
人
が
木
に
な
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
今
日
』
人
文
書
館
二
〇
〇五
年
、
奥
野
克
巳

「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
、
「
き
り
」
よ
く
捉
え
ら
れ
な
い
幻
想
領
域
」
(
吉
田
他
編
『
宗
教
の
人
類
学
』
春
風
社
、
二
〇
一

〇
年
所
収
)
を
参
照
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
最
下
層
ま
で
を
含
め
た
越
境
と
い
え
る
。

七
、
山
本
幸
司
『
穢
れ
と
大
祓
』
解
放
出
版
社
二

〇
〇九
年
。

入
、
見
田
宗
介
『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九
九
五
年
、
第
一
部
。

九
、
九
鬼
周
造
「
日
本
的
性
格
」
九
鬼
周
造
全
集
第
三
巻
岩
波
書
店
一
九
八
一
年
。
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高
橋
隆
雄
教
授

略
歴

一
九
四
八
年

一
九
七
一
一
年

一
九
八

O
年

一
九
八
一
年

一
九
八
四
年

一
九
九
七
年

二
O
O六
年

二
O
O八
|
二

O
O九
年

神
奈
川
県
に
生
ま
れ
る

東
京
大
学
工
学
部
卒
業

東
京
大
学
大
学
院
博
士
課
程
(
哲
学
専
攻
)
単
位
取
得
退
学

熊
本
大
学
文
学
部
講
師

熊
本
大
学
文
学
部
助
教
授

熊
本
大
学
文
学
部
教
授

熊
本
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
教
授

熊
本
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研
究
科
長
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編
者
あ
と
が
き

「
ふ
か
い
こ
と
を
お
も
し
ろ
く
、
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
ま
じ
め
に
、
ま
じ
め
な
こ
と
を
ゆ
か
い
に
」
と
は
、

劇
作
家
に
し
て
希
代
の
文
章
家
で
も
あ
っ
た
井
上
ひ
さ
し
氏
の
こ
と
ば
ロ
し
か
し
な
が
ら
こ
れ
が
た
い
へ
ん
難
し

い
こ
と
は
誰
し
も
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
真
逆
に
、
西
洋
の
哲
学
を
し
て
、
易
し
い
こ
と
を
こ
と
さ
ら
難
し

く
、
正
義
の
名
の
も
と
、
晦
渋
難
解
を
き
わ
め
る
こ
と
ば
を
羅
列
し
、
あ
た
か
も
読
者
の
目
を
し
て
肱
ま
せ
し
む

か
如
く
が
岩
波
の
本
、
と
喝
破
し
た
の
は
山
本
夏
彦
氏
。
と
こ
ろ
が
、
わ
が
熊
本
大
学
大
学
院
社
会
文
化
科
学
研

究
科
に
は
「
ふ
か
い
こ
と
を
や
さ
し
く
」
説
く
、
も
し
く
は
説
こ
う
と
努
力
す
る
稀
有
な
哲
学
者
が
存
在
す
る
。

高
橋
隆
雄
先
生
で
あ
る
。

35 

ま
だ
春
浅
き
二
月
の
下
旬
で
あ
っ
た
。
新
学
期
早
々
に
予
定
し
て
い
た
F
D研
究
会
に
、
ど
な
た
を
お
招
き
し

よ
う
か
と
思
案
を
巡
ら
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
天
啓
の
ご
と
く
高
橋
先
生
の
音
容
が
浮
か
ん
だ
。
早
速
、
岩
岡
中
正

社
会
文
化
科
学
研
究
科
長
の
承
認
を
得
、
高
橋
先
生
に
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
引
き
受
け
て
い
た
だ
い
た
次

第
。
そ
の
時
は
、
ま
だ
先
の
こ
と
ゆ
え
テ
ー
マは
後
程
決
め
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
編
集
子
、
岩
岡
先
生
に

お
供
し
、
中
国
は
江
南
へ
と
旅
立
っ
た
。

今
年
は
や
や
遅
め
の
桜
が
満
開
を
迎
え
、
新
入
生
の
声
が
構
内
に
さ
ん
ざ
め
く
こ
ろ
に
は
す
っ
か
り
葉
桜
。
そ
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そ
し
て
、
高
橋
先
生
が
お
話
し
さ
れ
た
「
言
行
一
致
」
は
、
陽
明
学
の
「
知
行
合
一
」
、
「
共
災
の
思
想
」

の
主
要
な
お
考
え
は
ど
こ
か
老
子
の
い
う
「
無
為
自
然
」
に
も
通
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
よ
り
親
し
み
を

感
じ
た
ご
講
演
で
し
た
。

終
わ
り
に
、
ご
講
演
を
お
引
き
受
け
く
だ
さ
り
、
F
D研
究
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
「
知
の
技
法
の
伝
承
」

シ
リ
ー
ズ
の
ブ
ッ
ク
レ
ツ
ト
に
す
る
こ
と
も
お
許
し
い
た
だ
い
た
高
橋
先
生
に
、
深
甚
な
る
感
謝
の
意
を
表
し
ま

す。今
回
も
本
学
社
会
人
大
学
院
教
育
支
援
セ
ン
タ
ー
の
み
な
さ
ん
に
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
み
な
さ

ん
の
大
い
な
る
ご
助
力
が
な
か
っ
た
ら
、
本
冊
子
を
世
に
送
り
出
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
改
め
て
衷
心

よ
り
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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