
鈴
木　

最
初
に
こ
の
会
の
流
れ
を
説
明
し
ま
す
と
、
は
じ
め
に
、
私

の
ほ
う
か
ら
10
分
程
度
、
今
回
の
企
画
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
ま
す
。

そ
の
後
、
浜
垣
さ
ん
と
柴
山
さ
ん
に
よ
る
対
談
を
30
分
ほ
ど
予
定
し

て
い
ま
す
。
対
談
が
終
わ
り
ま
し
た
ら
、
石
原
さ
ん
か
ら
少
し
自
由

な
立
場
で
発
言
を
い
た
だ
き
、
そ
の
後
大
島
さ
ん
か
ら
10
分
程
度
の

発
表
を
お
願
い
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
段
階
で
、
残
り
時
間
が
30
分

近
く
あ
れ
ば
、
私
、
鈴
木
の
ほ
う
か
ら
10
分
程
度
発
表
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

　

ま
ず
、
柴
山
さ
ん
の
ご
著
書
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。『
解
離
の
構

造
―
私
の
変
容
と
〈
む
す
び
〉
の
治
療
論
』（
岩
崎
学
術
出
版
社
）、

『
解
離
の
舞
台
―
症
状
構
造
と
治
療
」（
金
剛
出
版
）
は
非
常
に
専
門

的
な
立
場
か
ら
書
か
れ
た
大
部
の
ご
著
書
で
す
。
あ
と
、
私
た
ち
が

読
め
る
よ
う
な
形
で
、
ち
く
ま
新
書
か
ら
『
解
離
性
障
害
―
「
う
し

ろ
に
誰
か
い
る
」
の
精
神
病
理
』
と
い
う
本
が
出
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

私
は
以
前
か
ら
、
解
離
性
障
害
と
い
う
も
の
に
興
味
を
持
っ
て
い

ま
し
て
、
柴
山
雅
俊
さ
ん
と
い
う
方
の
「
解
離
性
障
害
―
「
う
し
ろ

に
誰
か
い
る
」
の
精
神
病
理
―
」（
ち
く
ま
新
書
）
を
買
っ
て
読
ん

で
い
た
と
こ
ろ
、
途
中
で
、
あ
れ
、
こ
の
文
体
は
ず
い
ぶ
ん
宮
沢
賢

治
的
だ
な
と
思
っ
て
い
た
ら
、
何
と
、
そ
の
章
は
、
ま
る
ご
と
宮
沢

賢
治
に
つ
い
て
書
い
て
あ
っ
た
の
で
、
と
て
も
び
っ
く
り
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

そ
の
う
ち
、
東
京
の
宮
沢
賢
治
研
究
会
で
、
京
都
の
精
神
科
医
の

浜
垣
誠
司
さ
ん
と
い
う
方
が
、「
宮
沢
賢
治
と
解
離
」
と
い
う
内
容

で
研
究
発
表
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
、
宮
沢
賢
治
研
究
会
に
出

か
け
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
納
得
の
い
く
発
表
内
容
で
、
ま
た
び
っ
く

り
し
ま
し
た
。

宮
沢
賢
治
共
同
討
議
（
Ⅱ
）

　

宮
沢
賢
治
と
想
像
力　
―
解
離
を
視
点
に
―

浜
垣　

誠
司（

１
）・
柴
山　

雅
俊（

２
）・
石
原　

次
郎（

３
）・
鈴
木　

健
司（

４
）・
大
島　

丈
志（

５
）
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浜
垣
さ
ん
は
、「
宮
澤
賢
治
の
詩
の
世
界
（M

ental sketches 

hyperlinked

）」
と
い
う
ブ
ロ
グ
を
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

か
な
り
の
優
れ
モ
ノ
で
、
す
べ
て
の
賢
治
の
詩
の
草
稿
が
「
ハ
イ

パ
ー
リ
ン
ク
」
さ
れ
て
い
ま
す
。
宮
沢
賢
治
の
詩
は
、
何
度
も
改
稿

さ
れ
、
多
い
場
合
６
種
類
く
ら
い
の
異
稿
が
残
さ
れ
、
そ
の
ど
れ
も

が
面
白
い
の
で
す
が
、
浜
垣
さ
ん
の
「
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
」
を
使
う

と
、
簡
単
に
、
詩
の
生
成
過
程
を
追
跡
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
今

ス
ラ
イ
ド
で
お
見
せ
し
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
宮
沢
賢
治
の
す
べ
て
の

詩
稿
が
調
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
以
外
に
も
、

さ
ま
ざ
ま
な
ブ
ロ
グ
記
事
が
重
厚
に
展
開
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

さ
て
、
今
回
は
、
題
材
と
し
て
詩
「
手
簡
」
と
い
う
も
の
を
取
り

上
げ
ま
し
た
。
こ
の
作
品
を
取
り
上
げ
た
理
由
を
説
明
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
解
離
の
視
点
か
ら
、
柴
山
さ
ん
や
浜
垣
さ
ん
に
よ
っ

て
、
す
で
に
幾
つ
も
の
作
品
が
取
り
上
げ
分
析
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

童
話
に
比
べ
、
短
歌
や
詩
は
〈
記
録
性
〉
が
強
い
の
で
、
分
析
対
象

に
し
や
す
い
と
言
え
る
面
が
あ
り
ま
す
。

　

詩
「
手
簡
」
は
、
解
離
の
視
点
か
ら
分
析
が
可
能
な
、
残
り
少
な

い
素
材
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
全
集
で
は
「『
春
と
修
羅
』
補
遺
」
に

区
分
さ
れ
て
お
り
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
か
ら
外
さ
れ
た
詩
稿
で

あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、「
宮
沢
賢

治
詩
集
」
な
ど
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
マ
イ
ナ
ー
な
作
品
と

言
え
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

短
い
詩
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
朗
読
を
し
ま
す
。
多
く
の
方
は
、
何

を
言
っ
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
、
と
い
う
感
想
を
持
た
れ
る
と
思

い
ま
す
。
し
か
し
、
宮
沢
賢
治
は
〈
分
か
っ
て
い
た
〉
と
思
わ
れ
ま

す
。
こ
の
「
手
簡
」
が
詩
集
『
春
と
修
羅
』
に
収
め
ら
れ
な
か
っ
た

の
は
、〈
分
か
ら
な
い
〉
か
ら
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
逆
説
的
な
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
詩
集
『
春
と
修
羅
』
に
収

め
ら
れ
た
詩
は
「
永
訣
の
朝
」
を
含
む
「
無
声
慟
哭
」
三
部
作
以
外

は
、
ほ
と
ん
ど
〈
分
か
ら
な
い
〉
作
品
だ
か
ら
で
す
。

　

宮
沢
賢
治
の
詩
は
、〈
分
か
ら
な
い
〉
け
れ
ど
、
面
白
い
の
で
す
。

童
話
も
、
実
は
ま
た
〈
分
か
ら
な
い
〉
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。

　

詩
集
『
春
と
修
羅
』
と
童
話
集
『
注
文
の
多
い
料
理
店
』
と

は
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
宮
沢
賢
治
が
28
歳
の
時

（
１
９
２
４
年
、
大
正
13
年
）
で
す
。
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
詩
の
制

作
と
童
話
の
制
作
と
は
同
時
進
行
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で

す
か
ら
、
詩
を
研
究
す
る
こ
と
は
童
話
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
り
、

宮沢賢治共同討議（Ⅱ）
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童
話
を
研
究
す
る
こ
と
は
詩
を
研
究
す
る
こ
と
、
と
言
え
ま
す
。

　

宮
沢
賢
治
研
究
に
お
い
て
、
詩
と
童
話
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
り

ま
す
。
と
も
に
〈
よ
く
分
か
ら
な
い
〉
け
れ
ど
も
面
白
い
の
で
す
。

た
だ
詩
は
、
童
話
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の

で
、
そ
の
分
、
さ
ら
に
〈
よ
く
分
か
ら
な
い
〉
と
は
言
え
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

で
は
朗
読
し
ま
す
。

　
　
　
　
「
手
簡
」

　
　
　
　

雨
が
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
降
っ
て
ゐ
ま
す
。

心
象
の
明
滅
を
き
れ
ぎ
れ
に
降
る
透
明
な
雨
で
す
。

ぬ
れ
る
の
は
す
ぎ
な
や
す
い
ば
、

ひ
の
き
の
髪
は
延
び
過
ぎ
ま
し
た
。

私
の
胸
腔
は
暗
く
て
熱
く

も
う
醗
酵
を
は
じ
め
た
ん
ぢ
ゃ
な
い
か
と
思
ひ
ま
す
。

雨
に
ぬ
れ
た
緑
の
ど
て
の
こ
っ
ち
を

ゴ
ム
引
き
の
青
泥
い
ろ
の
マ
ン
ト
が

ゆ
っ
く
り
ゆ
っ
く
り
行
く
と
い
ふ
の
は

実
に
こ
れ
は
つ
ら
い
こ
と
な
の
で
す
。

あ
な
た
は
今
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
。

早
く
も
私
の
右
の
こ
の
黄
ば
ん
だ
陰
の
空
間
に

ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
か
。

雨
も
一
層
す
き
と
ほ
っ
て
強
く
な
り
ま
し
た
し
。

誰
か
子
供
が
噛
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

向
ふ
で
は
あ
の
男
が
咽
喉
を
ぶ
つ
ぶ
つ
鳴
ら
し
ま
す
。

い
ま
私
は
廊
下
へ
出
よ
う
と
思
ひ
ま
す
。

ど
う
か
十
ぺ
ん
だ
け
一
緒
に
往
来
し
て
下
さ
い
。

そ
の
白
び
か
り
の
巨
き
な
す
あ
し
で

あ
す
こ
の
つ
め
た
い
板
を

私
と
一
緒
に
ふ
ん
で
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
二
二
、五
、一
二
）
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解
離
の
視
点
か
ら
は
、
す
ぐ
後
に
柴
山
さ
ん
と
浜
垣
さ
ん
に
語
っ

て
い
た
だ
き
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
白
び
か
り
の
巨
き
な
す
あ
し
」
が
、

宮
沢
賢
治
作
品
に
お
け
る
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
明

し
ま
す
。「
白
び
か
り
の
巨
き
な
す
あ
し
」
の
部
分
で
す
。

　

詩
「
小
岩
井
農
場
」（
下
書
稿
）

　
　

　
　

―
略
―

雨
は
ふ
る
け
れ
ど
も
私
は
雨
を
感
じ
な
い
。

た
し
か
に

私
の
感
覚
の
外
で
そ
の
つ
め
た
い
雨
が
降
っ
て
ゐ
る
の
だ
。

ユ
リ
ア
が
私
の
右
に
居
る
。
私
は
間
違
ひ
な
く
ユ
リ
ア
と
呼
ぶ
。

ペ
ム
ペ
ル
が
私
の
左
を
行
く
。
透
明
に
見
え
又
白
く
光
っ
て
見

え
る
。

ツ
ィ
ー
ゲ
ル
は
横
へ
外
れ
て
し
ま
っ
た
。

は
っ
き
り
眼
を
み
ひ
ら
い
て
歩
い
て
ゐ
る
。

あ
な
た
が
た
は
は
だ
し
だ
。

そ
し
て
青
黒
い
な
め
ら
か
な
鉱
物
の
板
の
上
を
歩
く
。

そ
の
板
の
底
光
り
と
滑
ら
か
さ
。

あ
な
た
が
た
の
足
は
真
っ
白
で
光
る
。
介
殻
の
や
う
で
す
。

幻
想
だ
ぞ
。
幻
想
だ
ぞ
。

し
っ
か
り
し
ろ
。

か
ま
は
な
い
さ
。

そ
れ
こ
そ
尊
い
の
だ
。

ユ
リ
ア
、
あ
な
た
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

私
は
こ
の
巨
き
な
さ
び
し
い
旅
の
一
綴
か
ら

血
み
ど
ろ
に
な
っ
て
遁
げ
な
く
て
も
い
ゝ
の
で
す
。

　
　

―
略
―

　

続
い
て
童
話
「
ひ
か
り
の
素
足
」、
こ
の
作
品
は
後
に
「
銀
河
鉄

道
の
夜
」
に
展
開
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

童
話
「
ひ
か
り
の
素
足
」

　
　

―
略
―

　

そ
の
人
の
足
は
白
く
光
っ
て
見
え
ま
し
た
。
実
に
は
や
く
実

に
ま
っ
す
ぐ
に
こ
っ
ち
へ
歩
い
て
来
る
の
で
し
た
。
ま
っ
白
な

足
さ
き
が
二
度
ば
か
り
光
り
も
う
そ
の
人
は
一
郎
の
近
く
へ
来

宮沢賢治共同討議（Ⅱ）
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て
ゐ
ま
し
た
。

　

一
郎
は
ま
ぶ
し
い
や
う
な
気
が
し
て
顔
を
あ
げ
ら
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
そ
の
人
は
は
だ
し
で
し
た
。
ま
る
で
貝
殻
の
や
う
に

白
く
ひ
か
る
大
き
な
す
あ
し
で
し
た
。
く
び
す
の
と
こ
ろ
の
肉

は
か
ゞ
や
い
て
地
面
ま
で
垂
れ
て
ゐ
ま
し
た
。
大
き
な
ま
っ
白

な
す
あ
し
だ
っ
た
の
で
す
。
け
れ
ど
も
そ
の
柔
ら
か
な
す
あ
し

は
鋭
い
鋭
い
瑪
瑙
の
か
け
ら
を
ふ
み
燃
え
上
が
る
赤
い
火
を
ふ

ん
で
少
し
も
傷
つ
か
ず
又
灼
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
地
面
の
棘
さ

へ
又
折
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　
　

―
略
―

　

他
に
も
、
詩
集
「
序
」、
童
話
「
ガ
ド
ル
フ
の
百
合
」
等
と
の
関

連
も
指
摘
で
き
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
省
略
し
ま
す
。

　

で
は
、
柴
山
さ
ん
、
浜
垣
さ
ん
に
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
ま
す
。
お
願

い
し
ま
す
。

浜
垣　

浜
垣
と
申
し
ま
す
。
き
ょ
う
は
柴
山
さ
ん
と
私
の
二
人
で
、

特
に
精
神
科
医
と
し
て
の
視
点
か
ら
、
こ
の
「
手
簡
」
と
い
う
作
品

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
話
の
進
め

方
と
し
ま
し
て
は
、
私
の
ほ
う
か
ら
ま
ず
論
点
を
出
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
柴
山
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
突
っ
込
ん
で
い

た
だ
い
た
り
、
ご
意
見
を
伺
っ
た
り
し
な
が
ら
、
話
を
膨
ら
ま
せ
て

い
く
と
い
う
形
で
ま
い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
初
に
、
前
提
と
し
て
一
つ
ご
説
明
し
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
か

と
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
鈴
木
さ
ん
の

ほ
う
か
ら
、
心
象
ス
ケ
ッ
チ
、
詩
の
記
録
性
と
い
う
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
も
う
少
し
ご
説
明
し
て
お

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

普
通
は
、
詩
を
は
じ
め
と
す
る
文
学
的
な
創
作
物
と
い
う
の
は
、

作
者
が
自
由
に
つ
く
り
出
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
こ
に
書
い
て
あ
る
内
容
を
も
と
に
し
て
、
作
者
の
心
の
状
態
が
ど

う
で
あ
っ
た
と
か
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
変
な
感
じ
が
す
る
か
と
思

う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
賢
治
の
場
合
そ
れ
が
い
か
に
可
能
か
と
い
い

ま
す
と
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
人
は
自
分
の
体
験
を
事
実
の
と
お
り
に
、

か
な
り
忠
実
に
記
録
し
て
い
た
よ
う
で
し
て
、
な
お
か
つ
、
記
録
し

た
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
、
こ
れ
は
い
つ
い
つ
の
こ
と
で
あ
る
と
年
月
日

を
ち
ゃ
ん
と
つ
け
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
言
っ
て
み
れ
ば
宮
沢
賢

治
の
体
験
記
録
と
い
う
も
の
が
心
象
ス
ケ
ッ
チ
と
言
え
る
か
と
思
う

の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
も
と
に
し
て
、
賢
治
が
こ
の
時
ど
ん
な
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体
験
を
し
た
の
か
を
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
よ
う
、
と
い
う
と
こ
ろ

か
ら
き
ょ
う
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
わ
け
で
す
。

　

そ
こ
で
、「
手
簡
」
が
い
か
に
賢
治
の
体
験
記
録
に
な
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
の
一
例
と
し
て
、「
手
簡
」
の
当
日
の
天
候
に
注
目

し
て
い
き
た
い
の
で
す
が
、
宮
沢
賢
治
が
「
手
簡
」
を
書
い
た
の
は

一
九
二
二
年
五
月
十
二
日
と
あ
り
ま
す
。
ス
ラ
イ
ド
①
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

こ
れ
は
一
九
二
二
年
五
月
の
岩
手
県
地
方
の
気
象
の
状
況
を
記
録

し
た
も
の
で
す
が
、「
水
澤
」
と
出
て
い
ま
す
が
、
岩
手
県
の
水
沢
、

い
ま
は
奥
州
市
に
な
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
楕
円
形
で
囲
ん
で
あ

る
と
こ
ろ
に
、
五
月
十
二
日
の
降
水
量
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
字
が

小
さ
く
て
恐
縮
で
す
が
、
降
水
量
が
五
月
十
二
日
は
一
五
・
六
ミ
リ

と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
年
の
五
月
は
雨
が
降
っ
て
い
る
日
は
少
な

い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
五
月
で
一
番
目
か
二
番
目
ぐ
ら
い
に
雨
が
多

か
っ
た
よ
う
で
す
。「
手
簡
」
を
見
ま
す
と
、「
雨
が
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ

降
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
作
品
の
中
で
も
雨
が
降
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

実
際
一
九
二
二
年
五
月
十
二
日
の
岩
手
県
の
内
陸
部
で
は
雨
だ
っ
た

と
い
う
記
録
が
あ
る
わ
け
で
す
。

「中央氣象臺月報：全國氣象表」より（スライド①）
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と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
に
限
ら
ず
、
こ
こ
に
書
い
て
あ
る
賢
治
の

い
ろ
ん
な
体
験
や
思
い
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
日
に
実
際
賢
治
が
体
験

し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て

い
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
際
の
作
品
の
内
容
に
入
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
き
ょ

う
、
私
と
し
て
は
、
作
品
に
出
て
く
る
「
あ
な
た
」
と
い
う
存
在
に

つ
い
て
、
こ
れ
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
存
在
な
の
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
賢
治
に
と
っ
て
「
あ

な
た
」
の
現
れ
方
で
す
け
れ
ど
も
、
真
ん
中
あ
た
り
に
、

あ
な
た
は
今
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
。

早
く
も
私
の
右
の
こ
の
黄
ば
ん
だ
陰
の
空
間
に

ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
か
。

と
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
で
「
あ
な
た
」
は
「
陰
の
空
間
」
に
い
ま
す
。

　

こ
の
言
葉
か
ら
見
ま
す
と
、
見
え
な
い
場
所
に
い
る
よ
う
で
す
の

で
、
直
接
作
者
の
目
に
見
え
な
い
と
す
る
と
、
な
ぜ
そ
れ
が
私
の
右

に
い
る
と
わ
か
る
の
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
す
ぐ
立
っ
て
い
る
と
わ
か

る
の
か
。
最
後
の
ほ
う
に
は
「
白
び
か
り
の
巨
き
な
す
あ
し
」
と
、

先
ほ
ど
鈴
木
さ
ん
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
重
要
な
描
写
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
う
い
う
細
か
い
と
こ
ろ
ま
で
出
て
く
る
わ
け
で
す
。

　

陰
の
空
間
に
い
る
の
だ
っ
た
ら
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
賢
治
に
わ
か

る
の
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
不
思
議
な
と
こ
ろ
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ

が
精
神
医
学
的
に
み
ま
す
と
「
実
体
的
意
識
性
」
と
い
う
も
の
に
相

当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
ス
ラ
イ
ド
②

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
実
体
的
意
識
性
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
ス
ラ

イ
ド
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
実
体
的
意
識
性
と
は
、「
人
や
物
の
存

在
が
な
ん
ら
の
感
覚
要
素
も
な
し
に
、
あ
り
あ
り
と
感
知
さ
れ
る
体

験
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
目
に
見
え
て
い
る
、
あ
る
い

は
耳
に
声
が
聞
こ
え
る
、
触
っ
て
触
感
で
確
か
め
ら
れ
る
、
に
お
い

が
す
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
五
感
で
感
じ
ら
れ
る
要
素
は
ま
っ
た
く

何
も
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
そ
こ
に
人
が
確
か
に
い
る
と
い

う
感
覚
が
体
験
さ
れ
る
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
ち
ょ
っ
と
不
思
議

な
現
象
の
こ
と
を
実
体
的
意
識
性
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

典
型
的
に
は
統
合
失
調
症
、
て
ん
か
ん
、
ナ
ル
コ
レ
プ
シ
ー
と
い

う
病
気
で
も
こ
う
い
う
現
象
が
起
こ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
別

に
病
的
な
状
態
だ
け
で
は
な
く
て
、
入
出
眠
時
幻
覚
、
あ
る
い
は
非

常
に
疲
労
が
強
い
と
き
に
も
一
般
的
に
起
こ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
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入
眠
時
で
言
い
ま
す
と
、
金
縛
り
と
い
う
現
象
が
あ
り
ま
す
が
、
金

縛
り
の
と
き
に
、
目
は
つ
ぶ
っ
て
い
る
の
に
、
た
と
え
ば
枕
元
に
誰

か
が
座
っ
て
い
る
と
か
、
そ
う
い
う
目
に
は
見
え
て
い
な
い
け
ど
あ

り
あ
り
と
何
か
存
在
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
別
に
病
的

な
状
態
で
な
く
て
一
般
の
人
で
も
あ
り
得
る
こ
と
で
す
。
こ
う
い
う

の
が
実
体
的
意
識
性
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

ス
ラ
イ
ド
下
半
分
の
ほ
う
に
、
こ
れ
は
宮
本
忠
雄
先
生
が
統
合
失

調
症
に
お
け
る
実
体
的
意
識
性
の
特
徴
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
ら
れ

る
も
の
で
す
が
、
①
番
か
ら
⑤
番
ま
で
あ
り
ま
す
が
、
①
番
の
「
実

体
性
の
体
験
」
と
い
う
の
は
、
実
体
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
単
に

気
配
が
す
る
だ
け
で
は
な
く
て
本
当
に
そ
こ
に
存
在
が
あ
る
と
い
う

感
じ
で
す
。

　

②
番
は
「
う
し
ろ
の
空
間
へ
の
定
位
」
と
い
う
こ
と
で
、
だ
い
た

い
そ
う
い
う
存
在
を
感
じ
る
の
は
自
分
の
後
ろ
の
こ
と
が
多
い
。
前

だ
っ
た
ら
見
え
る
の
で
、
見
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
後
ろ

と
い
う
こ
と
が
一
般
的
で
す
け
れ
ど
も
、
賢
治
の
こ
の
作
品
の
場
合

は
右
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
真
後
ろ
と
い
う
よ
り
は
横
の
よ
う
な

感
じ
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
③
番
の
「
感
覚
要
素
の
欠
如
」
は
、
先
ほ
ど
も
申
し
上

（スライド②）
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げ
た
と
お
り
、
何
の
感
覚
要
素
も
な
い
。
目
に
も
見
え
て
い
な
い
し
、

声
も
聞
こ
え
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
存
在
は
感
じ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　

④
番
の
「
主
体
性
へ
の
侵
害
」
と
い
う
の
は
、
何
か
い
る
そ
の
存

在
が
自
分
の
主
体
に
対
し
て
侵
害
し
て
く
る
よ
う
な
、
脅
威
を
与
え

る
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
う
恐
ろ
し
い
よ
う
な
感
覚
を
何
か
持
っ

て
い
る
こ
と
が
統
合
失
調
症
の
場
合
に
は
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
「
手
簡
」
の
「
あ
な
た
」
に
関
し
て
は
逆
で
し
て
、「
あ
な
た
」
に

対
し
て
賢
治
は
す
ご
く
親
近
感
を
抱
い
て
い
ろ
い
ろ
と
呼
び
か
け
て
、

自
分
と
「
一
緒
に
往
来
し
て
下
さ
い
」
と
か
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
心

の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
こ

れ
は
統
合
失
調
症
の
場
合
と
は
違
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

⑤
番
の
「
強
い
実
在
確
信
」
は
、
目
に
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も
、

必
ず
い
る
に
違
い
な
い
の
だ
と
い
う
確
信
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

賢
治
の
こ
の
作
品
に
関
し
て
見
ま
す
と
、「
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す

か
」
と
か
「
ま
っ
す
ぐ
に
立
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
か
」
と
問
い
か
け
を

し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
完
全
に
一
○
○
％
確
信
し
て
い
る
と

い
う
よ
り
、
や
や
疑
問
に
思
っ
て
問
い
か
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
か
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
で
も
、
誰
か
い
る
と
い
う
感
じ
に
関

し
て
は
、
や
は
り
し
っ
か
り
感
じ
て
い
る
の
か
な
と
い
う
感
じ
が
す

る
と
思
い
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
賢
治
が
「
手
簡
」
と
い
う
作
品
で
書
い
て
い

る
「
あ
な
た
」
の
体
験
の
さ
れ
方
は
、
精
神
医
学
に
み
ま
す
と
実
体

的
意
識
性
と
呼
ん
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。
た
だ
、

い
ま
見
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
統
合
失
調
症
で
典
型
的
に
み
ら
れ

る
実
体
的
意
識
性
と
は
ち
ょ
っ
と
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
と
こ
ろ
で
す
。
賢
治
は
統
合
失
調
症
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま

す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
解
離
の
体
験
と
し
て
の
実
体
的
意
識
性
と
い
う

ふ
う
に
呼
ん
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

　

そ
こ
で
柴
山
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、
柴
山
さ
ん
は
二

○
○
一
年
に
発
表
さ
れ
た
論
文
の
な
か
で
、
解
離
性
障
害
に
み
ら
れ

る
実
体
的
意
識
性
と
い
う
こ
と
で
幾
つ
も
症
例
を
挙
げ
て
論
じ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
の
で
、
賢
治
の
「
手
簡
」
に
お
け
る
描
写
が
解
離

体
験
と
し
て
の
実
体
的
意
識
性
に
該
当
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
ご
意
見
を
願
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

柴
山　

実
体
的
意
識
性
に
つ
い
て
は
、
狭
い
意
味
の
実
体
的
意
識
性

と
広
い
意
味
で
の
実
体
的
意
識
性
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も

と
も
と
ヤ
ス
パ
ー
ス
や
宮
本
忠
雄
が
注
目
し
た
実
体
的
意
識
性
は
か
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な
り
狭
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
定
義
上
「
非
直
観
的
」
と
い

う
言
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
が
、
要
す
る
に
感
覚
だ
け
で
は
な
く
て
イ

メ
ー
ジ
さ
え
も
な
い
け
れ
ど
も
、
強
く
そ
の
実
在
を
あ
り
あ
り
と
確

信
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
で
す
か
ら
宮
本
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
流
の
実

体
的
意
識
性
は
統
合
失
調
症
に
か
な
り
特
有
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
よ
う
な
狭
い
意
味
に
限
定
し
た
実
体
的
意
識
性
は
生
産
的

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

ど
う
い
う
点
で
生
産
的
で
な
い
か
と
い
う
と
、
統
合
失
調
症
の
実

体
的
意
識
性
は
、
そ
こ
に
妄
想
的
な
要
素
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が

多
い
の
で
す
。
背
後
に
い
る
誰
か
は
、
ど
こ
か
に
つ
な
が
っ
て
私
を

操
作
し
て
い
る
。「
主
体
性
へ
の
侵
害
」
と
あ
る
け
れ
ど
も
、
主
体

性
へ
の
侵
害
だ
け
で
は
解
離
に
お
け
る
気
配
の
過
敏
に
も
通
じ
て
し

ま
う
の
で
、
そ
の
存
在
が
強
け
れ
ば
、
普
通
の
人
だ
っ
て
、
解
離

の
人
だ
っ
て
、
入
出
眠
幻
覚
の
人
だ
っ
て
、
ナ
ル
コ
レ
プ
シ
ー
の
人

だ
っ
て
、
か
な
り
ど
ぎ
つ
く
自
分
に
迫
っ
て
く
る
と
い
う
体
験
が

あ
っ
て
、
び
っ
く
り
す
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
統
合
失
調
症
の
場

合
は
、
そ
う
い
う
こ
と
以
前
に
、
妄
想
的
要
素
が
あ
る
か
ど
う
か
で

あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

浜
垣
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
統
合
失
調
症
と
は
ど
こ
か

違
う
。
確
か
に
解
離
性
の
実
体
的
意
識
性
で
も
、
横
の
空
間
と
か
、

多
い
の
は
肩
と
か
後
ろ
二
、三
メ
ー
ト
ル
。
こ
れ
は
「
う
し
ろ
の
百

太
郎
」
み
た
い
な
も
の
で
す
け
れ
ど
も
、
昔
か
ら
「
宇
宙
少
年
ソ

ラ
ン
」
の
チ
ャ
ッ
ピ
ー
な
どIm

aginary Com
panion

み
た
い
な
も

の
は
肩
に
い
ま
す
。「
魔
女
の
宅
急
便
」
で
も
猫
が
出
て
き
ま
す
が
、

あ
あ
い
う
感
じ
の
存
在
が
多
い
の
で
、
解
離
的
な
近
さ
は
感
じ
ま
す
。

　

た
だ
、
解
離
と
い
っ
た
場
合
に
ど
の
あ
た
り
に
注
目
す
る
か
が
大

事
で
、
私
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
解
離
は
、
あ
る
程
度
わ
か
り
や
す

く
言
う
と
、
二
つ
に
分
け
た
ほ
う
が
い
い
と
思
う
の
で
す
。
一
つ
は
、

本
当
に
自
分
の
一
部
分
が
切
り
離
さ
れ
て
ど
こ
か
へ
い
っ
て
し
ま
う
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
戻
っ
て
く
る
。
こ
の
タ
イ
プ
と
、
も
う
一
つ
は
、

「
空
間
的
変
容
」
で
強
調
し
た
よ
う
に
、
イ
メ
ー
ジ
や
催
眠
性
が
強

く
て
、
空
想
世
界
が
す
ご
く
強
い
タ
イ
プ
で
す
。

　

解
離
の
実
体
的
意
識
性
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
後
ろ
の
空
間
に
感

じ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
後
ろ
の
空
間
と
い
う
の
は
、
過
去
に
切

り
離
し
た
自
分
の
一
部
分
が
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
い
た
の
が
出
現
す

る
場
所
み
た
い
な
も
の
で
す
。
ど
こ
か
か
ら
出
て
く
る
。「
侵
入
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
よ
み
が
え
る
み
た
い
な

怖
さ
が
あ
る
。
そ
れ
が
黒
い
影
と
い
う
存
在
と
し
て
、
自
分
の
近
く
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に
も
う
一
人
の
自
分
と
し
て
現
れ
る
。
こ
れ
が
解
離
に
特
有
な
あ
り

方
で
す
。

　

も
う
一
つ
は
、
空
想
へ
の
没
入
と
い
い
ま
す
か
、
そ
う
い
っ
た
存

在
の
感
知
と
い
い
ま
す
か
、Im

aginary Com
panion

で
す
。
賢
治

の
場
合
は
、
ピ
ュ
ア
な
形
で
の
解
離
よ
り
も
、
侵
入
と
し
て
の
解
離

よ
り
も
、
や
っ
ぱ
りIm

aginary Com
panion

と
し
て
の
存
在
が
こ

う
や
っ
て
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す
。

　

一
旦
こ
こ
で
区
切
っ
て
、
ま
た
後
で
つ
け
加
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

浜
垣　
「
空
間
的
変
容
」
の
部
分
と
し
て
の
解
離
で
あ
っ
て
も
…
…

柴
山　
「
空
間
的
変
容
」
で
も
実
体
的
意
識
性
は
み
ら
れ
ま
す
。
漠

然
と
背
後
に
誰
か
い
て
、
誰
か
に
見
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
気
配
過
敏
症
状
と
私
は
呼
ん
で
い
ま
す
。
そ
う
し
た
場

合
、
た
だ
見
ら
れ
て
い
る
、
誰
か
が
い
る
と
い
う
程
度
に
と
ど
ま
り
、

賢
治
の
作
品
に
は
、
解
離
に
特
有
な
、「
切
り
離
さ
れ
た
自
分
の
部

分
」
が
ふ
た
た
び
ト
ラ
ウ
マ
を
抱
え
、
自
分
に
迫
っ
て
く
る
と
か
、

影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
形
の
実
体
的
意
識
性
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。

浜
垣　

そ
う
で
す
ね
。
そ
こ
ま
で
ほ
か
の
作
品
で
も
侵
害
さ
れ
る
と

い
う
感
じ
は
少
な
い
で
す
ね
。

柴
山　

も
ち
ろ
ん
妄
想
的
な
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
多
様
な

Im
aginary Com

panion

の
形
態
が
で
て
き
ま
す
。
分
身
と
い
い
ま

す
か
、
植
物
と
い
う
か
、
動
物
た
ち
と
い
う
の
が
い
っ
ぱ
い
感
じ
ら

れ
て
い
る
。
空
想
的
世
界
に
没
入
し
て
い
く
要
素
（
空
想
傾
向
）
が

強
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
空
想
傾
向
と
先
程
の
気
配
過
敏
が
一
緒

に
な
っ
て
、
賢
治
作
品
の
な
か
の
実
体
的
意
識
性
が
出
現
す
る
土
台

と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ど
う
も
口
下
手
で
大
雑
把
に

言
っ
て
い
る
の
で
、
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
た
か
ど
う
か
、
ご
質
問
が

あ
れ
ば
ま
た
。

浜
垣　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
し
た
ら
、
前
半
の
「
実
体
的
意
識
性
」
と
い
う
と
こ
ろ

を
終
わ
っ
て
次
に
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

実
体
的
意
識
性
は
、「
あ
な
た
」
の
体
験
の
形
式
と
い
い
ま
す
か
、

ど
ん
な
形
で
体
験
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
次
は
体
験
の
内
容
で
、
こ
れ
が
賢
治
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味

が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
が
い
ま
柴
山
さ

ん
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
い
た
よ
う
にIm

aginary Com
panion

（
想
像
上
の
友
人
）
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
存
在
な
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
ス
ラ
イ
ド
③
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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一
般
的
に
は
、Im

aginary Com
panion

（
想
像
上
の
友
人
）
と

い
う
の
は
、
児
童
期
に
持
つ
、
一
部
は
大
人
で
も
続
き
ま
す
け
れ
ど

も
、
想
像
上
の
友
達
で
あ
っ
て
、
実
在
す
る
よ
う
な
存
在
感
を
帯
び

て
い
る
。
こ
の
辺
が
さ
っ
き
の
実
体
的
意
識
性
に
通
じ
る
と
こ
ろ
で

も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
存
在
感
を
帯
び
て
い
て
、
遊
び
友
達
や
話

し
相
手
と
し
て
子
供
の
心
を
支
え
て
い
る
。
だ
い
た
い
孤
独
な
子
供
、

き
ょ
う
だ
い
や
遊
び
友
達
が
い
な
か
っ
た
り
と
い
う
子
供
が
こ
う
い

う
存
在
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
童

話
の
題
材
に
も
な
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
で
す
。

　

具
体
的
に
ど
ん
な
も
の
な
の
か
と
い
う
の
は
、
下
の
表
に
あ
り
ま

す
が
、
視
覚
像
は
、
厳
密
な
定
義
で
言
え
ば
目
に
見
え
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
た
だ
視
覚
表
象
と
し
て
、
幻
覚
の
よ
う
に
あ
り
あ
り

そ
こ
に
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
も
、
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
の
な

か
で
、
ど
ん
な
姿
を
し
て
い
る
と
か
、
髪
の
毛
が
何
色
だ
と
か
、
そ

う
い
う
の
は
伴
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
目

に
は
見
え
な
い
け
ど
、
視
覚
的
な
像
が
あ
っ
て
も
全
然
構
わ
な
い
。

　

で
す
か
ら
、「
手
簡
」
の
「
あ
な
た
」
の
場
合
も
、「
白
び
か
り
の

巨
な
す
あ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
視
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
は

あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
見
え
た
の
か
、
そ
れ
と
も
こ
れ
は
賢
治
の
心

（スライド③）
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の
な
か
の
表
象
な
の
か
と
い
う
の
は
、
読
み
方
に
も
よ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
像
は
あ
っ
て
も
い
い
の
か
な
、
と
い

う
感
じ
で
す
。

　

名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、Svendsen

と
い
う
人
は
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
な
よ
う
で
す
。
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
四
五
％

と
い
う
話
も
あ
っ
て
、「
手
簡
」
の
な
か
で
は
「
あ
な
た
」
と
し
か

呼
ば
れ
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
名
前
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
出
し
て

い
た
だ
い
た
「
小
岩
井
農
場
」
の
な
か
で
は
、「
ユ
リ
ア
」「
ペ
ム
ペ

ル
」
と
い
う
名
前
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

他
者
と
共
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、Svendsen

の

最
初
の
定
義
で
は
、
他
者
と
の
会
話
で
話
題
に
さ
れ
る
と
い
う
の
で

す
が
、
実
際
そ
う
い
う
人
が
い
て
も
、
人
に
話
し
て
い
な
い
場
合
は

周
り
の
大
人
に
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
す
。
後
か
ら
大
学
生
に
質
問

を
す
る
と
、
自
分
は
実
際
そ
う
い
う
も
の
を
体
験
し
て
い
た
け
れ
ど

も
、
誰
に
も
言
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
人
も
か
な
り
た
く
さ
ん
い

る
よ
う
で
す
。
賢
治
は
こ
う
い
う
形
で
詩
の
な
か
に
書
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

　
「
存
在
期
間
」
も
さ
ま
ざ
ま
だ
と
い
う
こ
と
で
、
賢
治
の
場
合
、

こ
れ
がIm
aginary Com

panion

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
の
は
、
一
つ
は
、「
手
簡
」
に
出
て
く
る
こ
れ
が
一
回
だ
け
の

出
会
い
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
Ｉ
Ｃ
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
先
ほ
ど
鈴
木
さ
ん
に
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
に
、
賢
治
に

と
っ
て
か
な
り
以
前
か
ら
こ
う
い
う
存
在
は
あ
る
程
度
恒
常
的
な
対

象
と
し
て
持
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

　
「
手
簡
」
を
見
ま
し
て
も
、
真
ん
中
あ
た
り
に
「
あ
な
た
は
今
ど

こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
」
と
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
初
め
て
出
会
っ

た
存
在
だ
っ
た
ら
、「
あ
な
た
は
今
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
」
と
聞

く
の
は
お
か
し
い
で
す
ね
。
前
に
も
会
っ
て
い
る
か
ら
「
今
ど
こ
に

居
ら
れ
ま
す
か
」
と
い
う
話
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
賢
治

に
と
っ
て
は
き
っ
と
前
か
ら
知
っ
て
い
る
存
在
だ
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
し
、
こ
の
後
に
も
先
ほ
ど
ご
紹
介
が
あ
っ
た
「
小
岩

井
農
場
」
の
よ
う
に
出
て
く
る
も
の
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
や
は
り
あ

る
程
度
恒
常
性
を
持
っ
た
対
象
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

あ
と
、
こ
の
存
在
に
対
し
て
賢
治
は
「
一
緒
に
往
来
し
て
下
さ

い
」
と
呼
び
か
け
た
り
、
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
賢
治
が
あ
る
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時
期
、
少
な
く
と
も
友
達
と
し
て
心
の
な
か
に
抱
い
て
い
た
も
の
で

は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
辺
に
つ
い
て
は
、

柴
山
さ
ん
が
「
小
岩
井
農
場
」
の
ユ
リ
ア
、
ペ
ム
ペ
ル
に
つ
い
て
書

い
て
お
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
い
か
が
で
す
か
。「
手
簡
」
に
出
て
く

る
存
在
と
、
ほ
か
の
も
の
も
含
め
て
、Im

aginary Com
panion

と

見
て
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

柴
山　

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
統
合
失
調
症
か
ら
離

れ
て
解
離
の
気
配
過
敏
や
実
体
的
意
識
性
、
あ
る
い
はIm

aginary 

Com
panion

か
ら
す
る
と
、
こ
れ
ら
はIm

aginary Com
panion

か

な
と
は
思
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
、「
小
岩
井
農
場
」
で
ユ
リ
ア
、
ペ
ム
ペ
ル
と
い
う
の

は
だ
い
た
い
横
で
す
。
解
離
の
場
合
は
斜
め
後
ろ
が
多
い
し
、
肩
も

多
い
わ
け
で
す
。
当
時
、
自
分
を
支
え
る
存
在
が
横
並
び
で
、
み
ん

な
で
歩
い
て
い
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
一
生
懸
命
語
っ
て
い
た
患
者

さ
ん
が
い
て
、
こ
れ
は
賢
治
的
だ
な
と
思
っ
た
。
横
の
空
間
と
後
ろ

の
空
間
は
若
干
違
い
ま
す
。
空
想
的
要
素
が
強
く
な
る
と
、
横
が

多
く
な
り
ま
す
ね
。
時
々
前
へ
出
て
き
て
、
前
に
出
て
く
る
と
視
覚

像
が
わ
り
と
は
っ
き
り
し
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
非
常
に
不

安
な
存
在
だ
と
黒
い
影
と
し
て
現
れ
て
く
る
し
、
賢
治
の
場
合
は
、

「
小
岩
井
農
場
」
に
出
て
く
る
オ
ー
ヴ
ア
を
着
た
存
在
や
銃
を
構
え

て
立
っ
て
い
る
黒
い
外
套
の
男
は
気
配
過
敏
型
で
あ
る
と
思
う
。
ユ

リ
ア
、
ペ
ム
ペ
ル
は
隣
に
い
て
、
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
的

で
す
。

　

た
だ
、「
あ
な
た
は
今
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
」
と
い
う
の
が
イ

マ
ジ
ナ
リ
ー
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
に
入
る
か
と
な
る
と
、
少
な
く
と
も
関

係
は
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
い
う
点
で
関
係
す
る
か
と
い
う
と
、

心
細
く
な
っ
た
と
か
非
常
に
沈
み
込
ん
だ
と
き
に
、
私
を
救
っ
て
く

れ
る
存
在
と
い
い
ま
し
ょ
う
か
、
支
え
て
く
れ
る
、
救
っ
て
く
れ
る

存
在
と
い
う
の
は
誰
で
も
持
つ
体
験
で
は
あ
る
し
、
解
離
の
場
合
は

そ
れ
が
あ
る
場
所
に
現
れ
る
存
在
と
し
て
召
喚
し
や
す
い
と
い
う
か
、

想
像
し
や
す
い
し
、
思
い
描
き
や
す
い
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
る
で

し
ょ
う
。

　
「
白
び
か
り
の
巨
な
す
あ
し
」
と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
ら
き
た
イ

メ
ー
ジ
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
や
っ
ぱ
り
宗
教
的
な
要
素
が
か

な
り
関
係
し
て
い
る
の
か
な
と
は
思
い
ま
す
。
解
離
的
で
は
な
い
と

い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
解
離
の
患
者
さ
ん
で
多
い
の
は
、

小
学
校
の
低
学
年
か
ら
高
学
年
の
時
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
た
り
す
る

と
、
そ
う
い
う
傷
を
癒
し
て
く
れ
る
よ
う
な
存
在
が
出
て
き
て
、
み
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ん
な
の
な
か
に
溶
け
込
む
よ
う
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
存
在
が
な
く

な
る
と
い
う
シ
ン
プ
ル
な
形
が
多
い
。

　

あ
る
い
は
、
小
さ
い
時
に
、
近
く
の
公
園
で
ず
っ
と
一
緒
に
遊
ん

で
い
た
男
の
子
が
い
て
、
家
族
も
知
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
が
、

あ
る
日
急
に
い
な
く
な
っ
た
。
引
っ
越
し
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

を
親
に
言
っ
た
ら
、「
え
っ
、
そ
ん
な
子
は
も
と
も
と
い
な
か
っ
た

ん
じ
ゃ
な
い
。
何
言
っ
て
い
る
の
よ
」
と
一
蹴
さ
れ
た
人
も
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
一
時
期
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
支
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
い
う

形
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
そ
う
い
う
場
合
、
本
人
に
と
っ
て

は
実
際
に
は
っ
き
り
と
見
え
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
。

年
齢
的
に
も
近
い
存
在
で
あ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
「
あ
な
た
は
今
ど
こ
に
居
ら
れ
ま
す
か
」
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
っ

と
不
思
議
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
っ
た
慰
め
る
存
在
、
あ
る
い
は
救
い

に
つ
な
げ
る
存
在
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
難
し

い
で
す
ね
。

浜
垣　

ス
ラ
イ
ド
④
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
経
験
と
し
て
、
よ
く
似
た

患
者
さ
ん
が
い
ま
し
た
が
、
高
校
生
の
頃
か
ら
不
登
校
で
あ
っ
て
、

ず
っ
と
引
き
こ
も
り
だ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
は
三
十
代
に
な
っ
て

（スライド④）
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お
ら
れ
ま
す
が
、
最
近
に
な
っ
て
ア
ル
バ
イ
ト
と
か
通
信
制
大
学
に

行
っ
た
り
さ
れ
て
い
る
と
い
う
人
で
す
。

　

そ
の
人
が
、
先
ほ
ど
柴
山
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
ち
ょ
う
ど
肩

の
上
の
存
在
で
、
姿
は
見
え
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
両
肩
の
後
ろ
に

自
分
に
い
ろ
い
ろ
口
出
し
を
し
て
く
る
存
在
が
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
の
人
は
左
肩
と
右
肩
と
両
方
い
る
よ
う
で
、
左
肩
の
ほ
う
は

自
分
に
対
し
て
前
向
き
で
肯
定
的
な
こ
と
を
、「
そ
ん
な
に
気
を
落

と
さ
な
い
で
」「
大
丈
夫
じ
ゃ
な
い
の
」
と
い
う
ふ
う
に
励
ま
し
て

く
れ
た
り
、
わ
り
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
の
だ
け

れ
ど
も
、
右
肩
の
ほ
う
は
、
悲
観
的
と
い
う
か
冷
笑
的
で
非
常
に
厳

し
い
。
こ
の
人
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
、
何
か
失
敗

し
た
時
に
「
死
ん
だ
ら
い
い
の
に
」
と
か
、「
ま
た
ど
う
せ
失
敗
す

る
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
」
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
常
に
自

分
を
い
じ
め
た
り
す
る
存
在
が
い
る
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

結
局
こ
れ
も
目
に
は
見
え
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
体
験
の
形
式
と
し

て
言
え
ば
一
種
の
「
実
体
的
意
識
性
」
に
近
い
も
の
。
統
合
失
調
症

の
幻
覚
と
は
も
ち
ろ
ん
違
い
ま
す
が
、
肩
の
上
に
い
る
と
い
う
こ
と

で
、
特
に
励
ま
し
て
く
れ
た
り
サ
ポ
ー
ト
し
て
く
れ
る
方
の
存
在
は

Im
aginary Com

panion

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

こ
の
人
の
場
合
は
、
最
初
は
悪
い
こ
と
ば
っ
か
り
言
っ
て
こ
の
人

を
攻
撃
す
る
存
在
だ
け
が
い
た
の
で
す
が
、
落
ち
つ
い
て
く
る
に

従
っ
て
、
逆
に
励
ま
し
て
く
れ
る
方
、
本
人
は
天
使
と
悪
魔
と
呼

ん
だ
り
し
て
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
途
中
か
ら
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
方

も
出
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
賢
治
の
話
と
は

全
然
違
う
現
れ
方
で
は
あ
り
ま
す
け
ど
、
姿
は
見
え
な
い
け
れ
ど
も

Im
aginary Com

panion

的
な
こ
と
を
体
験
し
て
い
る
解
離
の
患
者

さ
ん
が
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
き
っ
と
柴
山
さ
ん
も

こ
う
い
う
ケ
ー
ス
を
た
く
さ
ん
ご
経
験
と
は
思
い
ま
す
が
、
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。

柴
山　

典
型
的
な
解
離
の
人
だ
と
思
い
ま
す
。
左
の
ほ
う
は
肯
定
的
、

右
側
は
悲
観
的
、
攻
撃
的
な
わ
け
で
す
け
ど
、
治
療
的
に
み
る
と
、

本
来
は
両
方
と
も
本
人
を
支
え
る
た
め
に
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
攻
撃
的
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
も
と
も
と
は

本
人
を
助
け
よ
う
と
し
て
い
た
。
攻
撃
者
は
本
来
救
済
者
で
あ
っ
た

こ
と
に
気
づ
い
て
い
く
と
い
う
の
は
、
治
療
の
な
か
で
し
ば
し
ば
経

験
す
る
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
攻
撃
的
な
存
在
が
サ
ポ
ー
ト
す
る
存

在
に
な
る
か
と
い
う
と
、
攻
撃
的
な
存
在
は
、
自
分
の
嫌
な
体
験
や

記
憶
を
全
部
押
し
付
け
ら
れ
て
き
た
、
受
け
取
っ
て
き
た
と
い
う
こ
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と
で
、
あ
る
意
味
、
は
じ
め
は
非
常
に
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
だ
っ
た
の
に
、

だ
ん
だ
ん
嫌
気
が
さ
す
。
な
ん
で
私
だ
け
が
そ
ん
な
も
の
を
押
し
付

け
ら
れ
る
ん
だ
と
い
う
苛
立
ち
と
と
も
に
発
症
し
て
い
く
ん
で
す
ね
。

そ
の
う
ち
治
療
の
方
向
に
向
か
え
ば
、
そ
の
攻
撃
的
存
在
が
本
来
の

自
分
の
役
割
を
見
出
し
て
、
本
人
を
支
え
る
た
め
に
、
身
代
わ
り
と

し
て
嫌
な
体
験
を
背
負
っ
て
き
た
こ
と
を
想
起
し
て
、
そ
こ
か
ら
本

人
の
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
な
存
在
に
き
れ
い
に
反
転
し
得
る
。
そ
う
い
う

と
こ
ろ
が
私
が
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

浜
垣　

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
こ
の
人
自
身
も
、
否
定
的
な
右
側

の
存
在
も
け
っ
し
て
悪
い
ば
か
り
で
は
な
く
て
、
非
常
に
現
実
的
で

あ
っ
て
、
左
肩
の
ほ
う
は
あ
る
意
味
で
理
想
論
ば
っ
か
り
言
っ
て
い

る
と
い
い
ま
す
か
、
や
や
も
す
る
と
非
現
実
的
な
の
で
、
そ
れ
で
頭

を
冷
や
す
こ
と
も
た
め
に
な
る
こ
と
も
あ
る
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら

ど
ち
ら
も
意
味
が
あ
る
存
在
だ
と
思
い
ま
す
。

柴
山　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
手
簡
」
の
「
あ
な
た
」
の
存
在
も
、

救
済
的
と
い
う
か
サ
ポ
ー
テ
ィ
ブ
な
存
在
で
は
あ
る
と
思
う
の
だ
け

れ
ど
も
、
再
出
現
を
待
ち
望
ん
で
い
る
願
い
の
結
果
か
な
と
は
思
う
。

こ
こ
に
解
離
と
い
う
か
、
さ
っ
き
言
っ
た
「
侵
入
」
と
し
て
の
解
離

と
い
う
か
、
切
り
離
さ
れ
た
存
在
が
戻
っ
て
く
る
と
い
う
意
味
で
の

幽
霊
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
も
、
や
っ
ぱ
り
救
済

者
の
創
造
的
な
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
な
面
が
強
い
の
だ
ろ
う
な
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
ら
辺
は
今
後
ま
た
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

浜
垣　

柴
山
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
る
解
離
の
前
段
階
の
よ
う
な
、
空
想

性
と
か
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
関
係
す
る
、
救
済
者
を
待
ち
望
ん
で
い

る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
感
じ
が
し
ま
す
。

　

柴
山
さ
ん
の
方
か
ら
も
こ
の
作
品
に
関
し
て
、
興
味
を
引
か
れ
る

点
、
何
か
コ
メ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
ら
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す

が
、
こ
の
「
黄
ば
ん
だ
陰
の
空
間
に
」
は
ど
う
で
す
か
。

柴
山　
「
黄
ば
ん
だ
陰
」
の
「
陰
」
と
か
、「
子
供
が
噛
ん
で
ゐ
る
」

と
か
、「
噛
ん
で
ゐ
る
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
は
何
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？

浜
垣　

ど
う
で
し
ょ
う
ね
。
こ
れ
ま
た
鈴
木
さ
ん
に
も
後
で
。

柴
山　
「
咽
喉
を
ぶ
つ
ぶ
つ
鳴
ら
す
」
と
か
、「
マ
ン
ト
が
…
…
行
く

と
い
ふ
の
は
…
…
つ
ら
い
こ
と
な
の
で
す
」、
こ
こ
ら
辺
の
イ
メ
ー

ジ
と
い
う
の
は
、
さ
っ
き
言
っ
た
実
体
的
意
識
性
で
、「
黒
い
影
」

や
オ
ー
バ
ー
、
そ
う
い
う
一
連
の
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
な

と
は
思
う
の
で
す
が
。「
噛
む
」
っ
て
何
で
す
か
ね
。
賢
治
の
別
な

と
こ
ろ
で
も
見
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
だ
け
ど
。
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浜
垣　
「
タ
ネ
リ
は
い
ち
に
ち
噛
ん
で
ゐ
た
」
と
…
…

柴
山　

そ
う
そ
う
、
そ
う
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
よ
ね
。

浜
垣　
「
タ
ネ
リ
は
い
ち
に
ち
噛
ん
で
ゐ
た
」、
あ
れ
は
藤
の
蔓
を
噛

ん
で
何
か
に
す
る
と
い
う
話
で
す
よ
ね
。

柴
山　

噛
ん
で
い
な
い
と
だ
め
な
ん
で
す
か
ね
。

浜
垣　

わ
か
ら
な
い
で
す
。
不
思
議
な
イ
メ
ー
ジ
が
出
て
き
て
、
夢

の
中
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
が
出
て
き
ま
す

け
ど
、
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
も
の
が
出
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
感
じ
で

す
ね
。

柴
山　

解
離
の
患
者
さ
ん
で
多
い
の
は
、
夢
の
中
で
後
ろ
か
ら
誰
か

に
追
い
か
け
ら
れ
る
と
い
う
の
が
も
の
す
ご
く
多
い
ん
で
す
よ
。
だ

か
ら
背
後
空
間
で
、
追
い
か
け
ら
れ
る
自
分
が
い
る
。
そ
の
一
方

で
、
そ
れ
を
見
て
い
る
自
分
が
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

「
小
岩
井
農
場
」
の
ス
ケ
ッ
チ
と
か
そ
う
い
う
の
は
結
局
、
後
ろ
に

誰
か
が
い
て
、
あ
る
い
は
横
に
誰
か
コ
ン
パ
ニ
オ
ン
が
い
て
、
後
ろ

で
オ
ー
バ
ー
を
着
た
男
が
と
ぼ
と
ぼ
と
歩
い
て
い
る
。
そ
れ
を
ス

ケ
ッ
チ
し
て
い
る
自
分
が
い
る
。
そ
う
い
う
構
造
は
非
常
に
解
離
的

で
は
あ
る
。

浜
垣　

上
か
ら
見
て
い
る
感
じ
で
す
か
ね
。

柴
山　

そ
う
そ
う
そ
う
。
俯
瞰
す
る
形
で
見
て
い
る
。
そ
う
い
う
構

造
は
賢
治
の
作
品
の
全
般
に
み
ら
れ
る
。
今
と
な
っ
て
は
あ
ま
り
覚

え
て
い
な
い
で
す
が
、
見
田
宗
介
さ
ん
が
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」
で
書

い
た
視
線
の
転
換
み
た
い
な
の
が
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
つ
な
が
っ
て

い
る
か
な
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
が
ガ
ラ
ガ
ラ
ガ
ラ
ッ
と
変
わ
る
と

い
う
。
世
界
の
中
に
い
た
の
が
、
世
界
の
外
か
ら
パ
ッ
と
見
る
と
い

う
。
今
度
は
そ
の
視
線
を
世
界
の
中
で
感
じ
る
み
た
い
な
。

　

そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
私
は
定

年
な
の
で
、
い
ま
は
棚
の
上
に
置
い
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
け
ど
、
定

年
に
な
っ
た
ら
宮
沢
賢
治
を
ま
た
考
え
て
み
よ
う
か
な
と
、
今
後
の

楽
し
み
で
す
。

浜
垣　

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
の
話
は
終
わ
り
で
す
の
で
、
鈴
木
さ

ん
に
一
旦
返
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

鈴
木　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

続
き
ま
し
て
、
今
回
石
原
さ
ん
に
は
特
別
に
お
願
い
し
て
ご
参
加

を
依
頼
し
ま
し
た
が
、
宮
沢
賢
治
に
つ
い
て
い
ろ
ん
な
視
点
か
ら
話

題
提
供
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
し
て
、
石
原
さ
ん
に
は
思
う
と
こ
ろ
を

ご
自
由
に
述
べ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
ろ
し
く
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お
願
い
し
ま
す
。

石
原　

東
洋
大
学
の
石
原
と
申
し
ま
す
。
実
は
何
で
こ
こ
に
呼
ば
れ

た
の
か
ま
だ
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
何
を
お
話

し
し
た
ら
い
い
の
か
な
。

　

鈴
木
さ
ん
と
お
会
い
し
た
の
は
実
は
日
本
イ
メ
ー
ジ
心
理
学
会
と

い
う
学
会
の
場
で
し
て
、
そ
こ
で
私
は
か
な
り
賢
治
の
こ
と
を
お
話

し
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
前
の
年
の
学
会
で
個
人
的
に
私
の
リ
ポ
ー

ト
を
し
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
柴
山
さ
ん
の
お
話
と
す

ご
く
関
わ
っ
て
く
る
の
で
す
が
、
私
は
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
コ
ン
パ
ニ
オ

ン
の
経
験
が
す
ご
く
多
か
っ
た
。
こ
れ
は
青
年
期
に
も
あ
っ
た
の
で

す
が
、
い
ま
解
離
は
二
つ
あ
る
と
い
う
柴
山
さ
ん
の
お
話
を
聞
い
て
、

「
あ
あ
、
よ
か
っ
た
。
自
分
は
統
合
失
調
症
じ
ゃ
な
い
」
と
ち
ょ
っ

と
安
心
し
た
の
で
す
が
。

　

私
は
四
歳
か
ら
五
歳
に
か
け
て
、
住
所
不
定
の
女
の
子
と
遊
ん
で

い
ま
し
た
。
家
で
も
遊
ん
で
い
ま
し
た
し
、
お
母
さ
ん
に
も
会
っ
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
は
実
は
イ
メ
ー
ジ
が
強
過
ぎ
て
、
記
憶
に
も

自
信
が
な
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
記
憶
の
な
か
で
は
、
非
常
に
濃
密

な
お
友
達
関
係
を
二
年
に
わ
た
っ
て
し
て
い
た
と
い
う
強
烈
な
体
験

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
女
の
子
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
い
な

か
っ
た
の
に
気
が
つ
い
た
の
は
高
校
生
の
時
で
す
。
母
親
に
「
あ
の

時
の
女
の
子
っ
て
、
い
ま
ど
こ
に
行
っ
た
ん
だ
ろ
う
」
と
聞
い
た
と

き
に
、
母
親
が
青
ざ
め
た
と
い
う
こ
と
で
発
覚
し
た
の
で
す
け
れ
ど

も
、
こ
ん
な
経
験
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
お
そ
ら
く
二
十
代
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
大
学
院
の

頃
の
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
が
、
自
分
が
通
っ
て
い
た
大
学
院

の
事
務
室
に
、
私
が
事
務
手
続
で
困
っ
て
い
る
と
き
に
非
常
に
ア
シ

ス
ト
し
て
く
れ
た
年
配
の
女
性
の
記
憶
が
濃
密
に
残
っ
て
い
ま
す
。

顔
も
匂
い
も
声
も
何
も
か
も
残
っ
て
い
ま
し
て
、
会
話
の
断
片
す
ら

覚
え
て
い
る
の
で
す
が
、
実
は
ど
う
考
え
て
も
そ
の
女
性
は
実
在
し

て
い
な
い
ん
で
す
よ
。
一
度
自
分
の
学
校
に
確
か
め
に
行
っ
た
こ
と

も
あ
る
の
で
す
が
、
顔
の
様
子
、
眼
鏡
の
か
け
方
、
髪
型
の
こ
と
を

幾
ら
描
写
し
て
も
、
記
憶
に
残
っ
て
い
る
職
員
の
方
は
一
人
も
い
な

い
。
友
人
に
聞
い
て
み
て
も
い
な
い
と
い
う
の
で
、
実
在
し
て
い
な

い
と
い
う
結
論
が
出
た
ん
で
す
ね
。
た
だ
、
そ
の
記
憶
が
非
常
に
鮮

明
で
、
い
ま
で
も
は
っ
き
り
と
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

鈴
木
さ
ん
に
こ
ん
な
経
験
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
お
話
を
し
た
こ

と
が
あ
り
ま
し
て
、
私
の
個
人
的
な
お
話
を
し
た
ら
き
っ
と
解
離
の

話
と
ぴ
っ
た
り
重
な
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て
い
ま
し
て
、
お
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話
し
し
て
み
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
心
理
学
会
で
も
調
べ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
私
は
イ

メ
ー
ジ
の
力
が
強
過
ぎ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
直
観
像

保
持
者
と
呼
ば
れ
て
い
る
タ
イ
プ
の
人
間
で
、
し
か
も
動
画
と
音
の

生
々
し
さ
が
す
さ
ま
じ
い
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
セ
ッ
ト
か
も
し
れ
な

い
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

小
さ
い
頃
か
ら
そ
う
で
、
皆
さ
ん
が
実
体
験
と
呼
ん
で
い
る
も
の

と
、
心
の
中
で
起
き
て
い
る
体
験
と
の
区
別
が
、
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
コ

ン
パ
ニ
オ
ン
で
も
そ
う
で
す
が
、
非
常
に
曖
昧
で
す
。
お
か
げ
さ
ま

で
何
と
か
学
者
を
や
っ
て
い
ま
す
の
で
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
分
別

は
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
け
れ
ど
も
。

　

い
ま
で
も
こ
れ
は
遊
戯
の
形
で
非
常
に
た
く
さ
ん
使
い
ま
す
。
わ

か
り
や
す
く
言
え
ば
、
退
屈
な
と
き
に
い
ろ
ん
な
も
の
を
呼
び
出
し

た
り
す
る
わ
け
で
す
。
一
番
で
き
る
の
は
、
い
ま
で
も
シ
ン
フ
ォ

ニ
ー
ぐ
ら
い
で
し
た
ら
一
曲
、
耳
元
で
鳴
ら
す
こ
と
が
で
き
て
し
ま

い
ま
す
。
本
当
に
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
に
い
る
く
ら
い
の
大
音
響
で
鳴

ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
こ
れ
は
暇
つ
ぶ
し
に
最
適
で
、
教
授
会

の
と
き
な
ん
か
に
よ
く
使
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
（
笑
）。
こ

う
い
っ
た
こ
と
が
あ
っ
て
、
さ
ら
に
イ
マ
ジ
ナ
リ
ー
コ
ン
パ
ニ
オ
ン

の
記
憶
も
た
っ
ぷ
り
あ
っ
て
。

　

私
は
大
学
の
時
、
文
学
の
研
究
を
や
っ
て
お
り
ま
し
た
。
ド
イ
ツ

文
学
を
や
っ
て
い
た
関
係
で
、
ド
イ
ツ
文
学
も
習
い
、
フ
ロ
イ
ト
も

ヤ
ス
パ
ー
ス
も
ず
い
ぶ
ん
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
て
、
素
人
な
が
ら
に

変
な
知
識
は
た
く
さ
ん
つ
い
た
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
な
か
で
も

自
分
が
目
を
光
ら
せ
る
作
品
と
い
う
か
、
注
目
を
し
て
し
ま
う
作
品

に
一
定
の
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
自
分
で
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
は
宮
沢
賢
治
で
も
私
は
強
く
感
じ
る
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
と
に

か
く
描
写
の
な
か
に
イ
メ
ー
ジ
の
塊
が
濃
密
に
入
っ
て
い
る
の
で
す
。

一
行
ご
と
に
イ
メ
ー
ジ
が
き
ら
き
ら
と
展
開
し
な
が
ら
羅
列
さ
れ
て

い
く
と
強
く
感
じ
る
作
家
が
、
私
に
と
っ
て
は
大
好
き
な
作
家
で
す
。

　

皆
さ
ん
が
い
ま
こ
こ
で
題
材
に
な
さ
っ
て
い
る
賢
治
は
典
型
的
で
、

小
学
校
の
頃
か
ら
大
好
き
だ
っ
た
の
で
す
が
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら

は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
大
変
有
名
な
作
家
の
イ
ル
ゼ
・
ア
イ
ヒ
ン

ガ
ー
と
い
う
女
性
が
い
ま
す
。
こ
の
女
性
の
作
品
は
ド
イ
ツ
語
で
書

か
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
文
法
も
無
視
す
る
ぐ
ら
い
の
イ
メ
ー
ジ
の

集
積
物
な
の
で
翻
訳
が
不
可
能
に
近
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、
中
に
と

ん
で
も
な
い
イ
メ
ー
ジ
の
塊
が
出
て
き
ま
す
。

　

た
と
え
ば
、
お
屋
敷
の
前
に
五
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
扇
子
が
あ
っ
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て
、
そ
の
扇
子
の
周
り
で
私
の
家
族
が
遊
ん
で
い
る
と
い
う
設
定
か

ら
物
語
が
始
ま
っ
た
り
、
私
の
お
父
さ
ん
は
麦
わ
ら
で
で
き
て
い
て
、

「
そ
の
麦
わ
ら
の
お
父
さ
ん
っ
て
と
っ
て
も
困
っ
た
こ
と
な
の
」
と
、

十
何
ペ
ー
ジ
も
短
編
を
書
い
て
し
ま
っ
た
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
も

誰
も
わ
か
る
人
が
い
な
い
と
い
う
有
名
な
短
編
で
す
け
れ
ど
も
、
こ

れ
が
大
好
き
で
す
。
十
八
世
紀
の
劇
作
家
で
も
同
じ
よ
う
な
傾
向
が

あ
り
ま
し
て
、
あ
ま
り
に
も
舞
台
転
換
が
早
過
ぎ
て
誰
も
傑
作
だ
と

認
め
な
い
作
品
が
私
は
大
好
き
で
す
。

　

今
お
話
し
し
た
よ
う
な
特
徴
を
ず
っ
と
挙
げ
て
い
っ
て
、
お
送
り

い
た
だ
い
た
「
手
簡
」
を
改
め
て
読
ん
で
み
ま
し
た
が
、
素
朴
な
感

想
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
と
、
何
の
違
和
感
も
な
い
。
何
の
違
和
感
も

な
い
と
い
う
の
は
、
疑
問
も
何
に
も
感
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ス
ル
ス
ル
と
読
ん
で
し
ま
っ
て
、「
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
あ
る
よ

ね
」
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
く
ら
い
の
感
覚
で
、
親
近
感
を
感
じ
ま
す
。

　

で
す
か
ら
、
改
め
て
解
離
と
い
う
と
こ
ろ
で
切
り
取
ら
れ
る
と
、

「
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、
た
だ
私

の
よ
う
に
、
想
像
力
が
た
く
ま
し
く
て
、
直
観
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
再

現
能
の
高
さ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
る
と
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し

た
け
れ
ど
も
、
現
実
か
非
現
実
か
と
い
う
区
別
に
さ
ほ
ど
の
重
点
を

お
か
な
い
生
活
史
を
描
い
て
き
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

私
自
身
は
い
ま
文
学
を
離
れ
て
造
形
の
ほ
う
に
か
な
り
深
く
首
を

突
っ
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
絵
を
描
い
た
り
物

を
つ
く
っ
た
り
が
大
好
き
で
、
芸
術
家
の
友
達
と
い
っ
ぱ
い
つ
き

あ
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
ら
と
つ
き
あ
っ
て
い
る
と
や
っ
ぱ
り
、

多
く
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
よ
う
な
資
質
を
持
っ
て
い
る
人

間
に
ぱ
ら
ぱ
ら
と
会
い
ま
す
。

　

そ
れ
を
感
じ
な
が
ら
も
う
一
回
こ
の
「
手
簡
」
を
読
ん
で
み
る
と
、

い
ろ
ん
な
自
分
が
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
て
い
ま
し
て
、
ま
ず
、
浜

垣
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
五
月
十
二
日
と
日
付
が
特
定
で

き
る
。
デ
ー
ト
（D

ate

）
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で

は
あ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
感
じ
か
ら
す
る
と
、
こ
れ
が
、
た

と
え
ば
そ
の
近
所
で
見
た
夢
と
か
、
あ
る
い
は
「
す
あ
し
」
と
い
う

の
が
た
く
さ
ん
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
に
出
て
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
の

「
す
あ
し
」
を
直
観
像
、
ア
イ
デ
テ
ッ
ク
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ど
こ
か

で
見
て
い
て
、
そ
れ
が
懐
か
し
く
て
ま
た
呼
び
出
し
て
い
る
と
い
っ

た
よ
う
に
、
十
二
日
の
直
接
の
体
験
で
は
な
い
も
の
が
羅
列
さ
れ
て

い
て
も
、
違
和
感
が
な
い
ん
で
す
よ
。

　

で
す
か
ら
、
こ
れ
が
体
験
の
記
録
だ
と
い
う
ふ
う
に
お
考
え
に
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な
っ
て
分
析
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
す
ご
い
違
和

感
だ
ら
け
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
賢
治
の
な
か
に
ご
た
ご
た
と
あ

る
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
吐
き
出
さ
れ
て
き
て
、
賢
治
な
り
の
バ
ラ

ン
ス
で
配
列
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
な
と
い
う
印
象
を
持
つ
と
い
う
の
が
、

ま
っ
す
ぐ
な
感
覚
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
マ
ン
ト
の
こ
と
に
つ
い
て
、
柴
山
さ
ん
が
「
え
ー
っ
、

そ
う
な
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。「
黒
い
陰
の

よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
の
か
な
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
す
が
、
た

だ
、
こ
れ
は
文
学
を
や
っ
て
い
る
人
間
か
ら
す
る
と
、「
マ
ン
ト
が
」

と
書
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
、
一
種
の
、
提
喩
と
言
う
ん
で
し
ょ
う

か
、
そ
う
呼
ば
れ
て
い
る
、
一
部
分
で
人
間
を
指
す
と
い
う
や
り
方

が
あ
り
ま
す
。「
そ
の
部
分
が
私
に
迫
っ
て
く
る
」
み
た
い
な
表
現

で
す
け
ど
、
こ
の
マ
ン
ト
は
、
あ
る
日
賢
治
が
マ
ン
ト
を
着
て
歩
い

て
い
た
ら
、
雨
に
濡
れ
て
結
構
大
変
だ
っ
た
と
い
う
、
体
験
的
な
イ

メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
ひ
ょ
っ
こ
り
乗
り
移
っ
て
い
る
と
私
は
読
ん
で
い

た
の
で
、
こ
れ
も
違
和
感
が
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

ご
た
ご
た
い
ろ
い
ろ
申
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が
、「
違
和

感
が
な
い
か
ら
皆
さ
ん
お
考
え
く
だ
さ
い
」
と
私
は
言
い
た
い
の
で

は
な
く
、
違
和
感
が
な
く
感
じ
て
し
ま
う
生
活
史
を
持
っ
た
人
間
が

一
人
い
る
と
い
う
こ
と
を
お
伝
え
で
き
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
し
た
。

柴
山　

私
は
芸
大
の
学
生
に
解
離
的
な
要
素
が
あ
る
と
思
っ
て
、
昔
、

解
離
傾
向
を
調
査
す
る
質
問
を
つ
く
っ
て
、
友
達
に
頼
ん
で
や
っ
て

も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
通
常
と
あ
ま
り
に
異
な
っ
た
結
果

が
出
て
し
ま
い
、
解
離
的
要
素
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
、
そ
れ
を
超
え
る
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。
石
原
さ
ん
は
、
先
ほ
ど
直
観
像
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
空
想
傾
向
っ
て
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
塊
が
す
ご
い
ん
で
す
よ

ね
。
石
原
さ
ん
は
夢
も
す
ご
い
リ
ア
ル
で
す
か
。

石
原　

は
い
、
リ
ア
ル
で
す
。
長
い
で
す
。

柴
山　

そ
の
と
き
に
、
普
通
だ
っ
た
ら
夢
だ
と
場
面
が
途
切
れ
、
ガ

ラ
ッ
と
大
き
く
展
開
し
ま
す
よ
ね
。
ツ
ェ
ズ
ー
ル
と
い
っ
て
、
次
か

ら
次
と
舞
台
は
展
開
す
る
け
れ
ど
も
、
解
離
で
は
場
面
が
変
わ
ら
ず
、

展
開
せ
ず
に
現
実
の
よ
う
に
流
れ
て
い
く
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
が
。

石
原　

そ
う
い
う
夢
は
多
い
で
す
ね
。

柴
山　

で
す
よ
ね
。

石
原　

非
常
に
多
い
。

柴
山　

そ
う
い
う
人
た
ち
が
解
離
で
は
多
い
ん
で
す
よ
。
か
つ
、
夢
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の
中
で
自
分
の
姿
を
見
ら
れ
ま
す
か
。

石
原　

見
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

柴
山　

そ
う
い
う
と
こ
ろ
と
か
、
追
い
か
け
ら
れ
る
夢
は
多
く
な
い

で
す
か
。

石
原　

い
や
、
多
く
な
い
で
す
ね
。
子
供
の
頃
は
あ
り
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
最
近
は
め
っ
き
り
な
い
で
す
ね
。

柴
山　

決
め
つ
け
る
わ
け
で
は
な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
要
す
る
に
空

想
傾
向
（fantasy-proneness
）
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
催

眠
に
も
か
か
り
や
す
い
タ
イ
プ
か
な
と
思
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
も
。

石
原　

や
っ
て
み
た
ら
だ
め
で
し
た
け
ど
（
笑
）、
疑
い
深
く
な
っ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

柴
山　

特
に
芸
術
家
の
な
か
に
こ
う
い
っ
た
傾
向
を
有
す
る
人
が
多

い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
空
想
傾
向
を
調
査
す
る
尺
度
が

あ
っ
て
、
尺
度
名
はCreative Experience Q

uestionnaire

と
い

い
ま
す
。
芸
術
家
と
こ
う
し
た
傾
向
に
関
す
る
論
文
が
何
か
あ
る
と

い
い
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
そ
う
い
う
の
に
焦
点
を
当
て
た
研
究
は

な
い
ん
で
す
か
ね
。

石
原　

い
ま
の
と
こ
ろ
私
は
見
た
こ
と
が
な
い
で
す
ね
。

柴
山　

そ
れ
を
私
は
知
り
た
い
ん
で
す
よ
ね
。
飲
み
会
を
や
っ
て
い

る
と
ナ
ー
ス
に
い
ろ
い
ろ
聞
い
た
り
す
る
ん
で
す
が
、「
夢
の
中
で

自
分
の
姿
を
見
る
？
」
と
聞
い
た
ら
、
一
割
か
ら
二
割
は
見
る
ん
で

す
よ
。
要
す
る
に
夢
が
す
ご
く
リ
ア
ル
で
、
だ
い
た
い
そ
う
い
う
人

た
ち
は
芸
術
的
才
能
に
優
れ
て
い
て
、
非
常
に
ク
リ
エ
イ
テ
ィ
ブ
で

頭
の
中
で
い
ろ
い
ろ
考
え
る
と
、
そ
れ
が
リ
ア
ル
に
映
像
と
し
て
見

え
る
。
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
ぼ
ん
や
り
と
し
た
表
象
空
間
で
は
な
く

て
、
明
ら
か
に
見
え
る
と
言
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
が
当
然
だ
と
思
っ

て
い
る
。
み
ん
な
そ
う
だ
と
思
っ
て
い
る
。

石
原　

そ
う
な
ん
で
す
、
そ
う
な
ん
で
す
。

柴
山　

そ
う
い
う
人
た
ち
を
私
は
描
き
出
し
た
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

文
献
が
な
く
て
困
っ
て
い
る
。
自
分
で
も
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

石
原　

文
献
が
な
い
ん
で
す
よ
ね
。

柴
山　

な
い
ん
で
す
よ
。
探
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

石
原　

ど
な
た
か
に
本
腰
を
入
れ
て
調
べ
て
い
た
だ
き
た
い
く
ら
い

で
、
統
計
的
に
も
か
な
り
有
意
な
人
数
が
集
ま
る
と
思
う
ん
で
す
よ

ね
。
で
す
か
ら
、
申
し
上
げ
た
と
お
り
で
、
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人

間
が
賢
治
を
読
ん
で
い
る
と
違
和
感
は
な
い
し
、
親
近
感
の
ほ
う
が

強
い
ん
で
す
。

文教大学　言語と文化　第34号

（51）
－104－



柴
山　

な
る
ほ
ど
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

石
原　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鈴
木　

石
原
さ
ん
、
お
か
げ
さ
ま
で
話
が
盛
り
上
が
っ
て
き
ま
し
た
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

続
い
て
、
大
島
さ
ん
の
ほ
う
か
ら
は
別
視
点
で
発
表
を
お
願
い
し

た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

大
島　

大
島
で
す
。
お
そ
ら
く
い
ま
ま
で
の
話
と
関
わ
る
と
こ
ろ
も

出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
な
が
ら
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

　

私
の
ほ
う
は
、
宮
沢
賢
治
の
想
像
力
、
先
ほ
ど
も
か
な
り
出
て
い

ま
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
出
し
た
り
感
じ
た
り
す
る
力
が
強
い
の

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
こ
こ
が
中
心
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
こ
そ
私
の
場
合
は
こ
の
「
手
簡
」
を
読
む
と
違
和
感
だ
ら
け

で
、「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
降
る
雨
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、「
ぽ
し
ゃ
ぽ

し
ゃ
」
っ
て
何
な
の
だ
ろ
う
と
、
ど
ん
ど
ん
疑
問
が
わ
い
て
き
て
し

ま
う
わ
け
で
す
。
ま
ず
、
先
ほ
ど
石
原
さ
ん
か
ら
話
も
あ
り
ま
し
た

が
、
私
も
詩
の
創
作
の
原
点
は
日
付
な
の
で
は
な
い
か
と
、
も
ち
ろ

ん
い
ろ
ん
な
も
の
が
ま
ざ
っ
て
く
る
し
、
賢
治
の
作
品
は
ど
ん
ど
ん

変
化
し
て
い
く
の
で
す
け
ど
、
原
点
と
し
て
日
付
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
雨
が
降
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
し
て
あ
り

ま
す
。

　
「
手
簡
」
の
第
一
連
で
す
が
、

雨
が
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
降
っ
て
ゐ
ま
す
。

心
象
の
明
滅
を
き
れ
ぎ
れ
に
降
る
透
明
な
雨
で
す
。

と
出
て
き
ま
す
。
私
な
ぞ
は
最
初
か
ら
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
、「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
降
っ
て
ゐ
ま
す
」
と
か
「
心
象
の
明
滅
を
き

れ
ぎ
れ
に
降
る
透
明
な
雨
」
と
は
、
そ
も
そ
も
ど
ん
な
雨
な
の
か
と

考
え
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

　

雨
の
あ
り
方
を
考
え
な
が
ら
賢
治
の
想
像
力
に
迫
り
た
い
の
で
す

が
、
で
は
賢
治
の
作
品
の
中
で
「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
」
は
ど
の
ぐ
ら
い

あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
す
ご
く
文
学
的
な
操
作
で
す
。
宮
沢
賢
治
作
品

は
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
豊
か
だ
と
い
う
こ
と
は
よ
く
い
わ
れ
ま
す
が
、
調

べ
て
み
る
と
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
で
す
。

　

ま
ず
散
文
で
は
「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
雨
」
と
い
う
の
が
た
く
さ
ん
出

て
き
ま
す
。「
化
物
丁
場
」
に
「
ポ
シ
ャ
ポ
シ
ャ
雨
」
と
、「
十
力
の

金
剛
石
」
で
「
霧
が
ポ
シ
ャ
ポ
シ
ャ
」
と
、「
貝
の
火
」
で
も
「
霧

が
ポ
シ
ャ
ポ
シ
ャ
」、「
朝
に
就
い
て
の
童
話
的
構
図
」
は
結
構
好
き

な
作
品
で
す
が
、「
苔
い
ち
め
ん
に
、
霧
が
ぽ
し
や
ぽ
し
や
降
つ
て
」

と
、「
ぽ
し
や
ぽ
し
や
」
が
い
っ
ぱ
い
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
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「
化
物
丁
場
」
で
は
、「
ポ
シ
ャ
ポ
シ
ャ
雨
」
は
春
の
「
ポ
シ
ャ
ポ

シ
ャ
雨
」
と
い
う
感
じ
で
す
が
、
あ
と
の
三
作
品
で
は
、
一
つ
は
、

雨
が
単
に
降
る
だ
け
で
は
な
く
て
極
小
の
霧
で
す
。
そ
れ
が
植
物
に

も
か
か
っ
て
揺
れ
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
情
景
描
写
と
し
て

描
か
れ
る
と
き
に
「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
」
が
使
わ
れ
る
。

　

加
え
て
、
さ
っ
き
見
田
宗
介
の
話
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
非
常
に

小
さ
い
世
界
を
表
現
す
る
際
に
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
蟻

ん
こ
だ
と
す
る
と
霧
の
粒
も
大
き
く
て
「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
」
に
な
る

の
だ
ろ
う
な
と
想
像
す
る
わ
け
で
す
。

　

韻
文
に
も
「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
」
が
そ
こ
ら
じ
ゅ
う
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
実
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
も
『
春
と

修
羅
』
は
第
一
集
と
補
遺
だ
け
に
出
て
く
る
。
こ
れ
は
何
で
か
な
と

か
な
り
疑
問
が
あ
り
ま
す
し
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
の
あ
り
方
を
考
え
て
み

た
い
と
思
う
の
で
す
が
、「
く
ら
か
け
の
雪
」
で
は
「
ぽ
し
や
ぽ
し

や
し
た
り
黝
ん
だ
り
し
て
」
と
、
し
か
も
「
野
は
ら
や
は
や
し
も
」

と
い
う
こ
と
で
、
ど
う
や
ら
野
原
、
林
の
様
子
で
あ
る
。

　
「
小
岩
井
農
場
」
だ
と
、「
や
な
ぎ
が
ぽ
し
や
ぽ
し
や
」
と
、「
草

穂
も
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
し
て
ゐ
る
し
」
と
、「
宗
谷
挽
歌
」
の
補
遺
だ

と
、「
霧
が
ば
し
ゃ
ば
し
ゃ
降
っ
て
く
る
」
と
、
意
外
に
『
春
と
修

羅
』
の
メ
イ
ン
の
詩
作
の
な
か
で
「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
」
は
出
て
こ
な

い
。『
春
と
修
羅
』
補
遺
の
な
か
で
も
少
し
で
す
。『
春
と
修
羅
』
の

他
の
作
品
だ
と
、「
ぽ
し
ゃ
ぽ
し
ゃ
」
は
野
原
の
様
子
で
し
て
、
植

物
の
様
子
を
含
む
の
は
確
か
で
す
け
ど
、
そ
ん
な
に
出
て
く
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。

　
「
手
簡
」
の
後
半
の
二
行
で
す
。

ぬ
れ
る
の
は
す
ぎ
な
や
す
い
ば
、

ひ
の
き
の
髪
は
延
び
過
ぎ
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
調
べ
て
い
く
と
、「
す
ぎ
な
」
と
い
う
の
は
つ
く
し
と
一

緒
に
出
て
く
る
も
の
で
、「
す
い
ば
」
は
「
ギ
シ
ギ
シ
」
と
か
と
同

じ
で
、
道
の
端
っ
こ
に
生
え
て
い
る
「
雑
草
」、「
雑
草
」
と
い
う
草

は
な
い
わ
け
で
す
が
、
道
の
端
っ
こ
に
生
え
て
い
る
も
の
。「
ひ
の

き
」
は
い
わ
ゆ
る
巨
木
で
す
。

　

吉
本
隆
明
や
見
田
宗
介
が
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
雑
草
か
ら

巨
木
へ
、
視
点
の
展
開
が
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
詩
と
読
み
取
れ
ま
す

（「
さ
ま
ざ
ま
な
視
線
」「
遠
近
法
に
よ
る
空
間
拡
張
効
果
」（『
宮
沢

賢
治
』
筑
摩
書
房
、
１
９
９
６
年
６
月
）
参
照
）。
そ
こ
に
雨
も
等

し
く
降
っ
て
い
る
と
い
う
様
子
で
す
。

「
手
簡
」
を
読
む
と
、
す
ご
く
小
さ
い
も
の
か
ら
す
ご
く
大
き
い
も
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の
ま
で
映
っ
て
い
る
と
い
う
描
写
で
、「
す
ぎ
な
」
と
「
ひ
の
き
」

と
な
り
ま
す
。
こ
の
視
点
は
宮
沢
賢
治
作
品
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
る

と
思
い
ま
す
。

　
「
風
の
又
三
郎
」
で
も
、
又
三
郎
は
偉
そ
う
に
、「
に
わ
か
に

ポ
ー
ッ
と
霧
の
出
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
お
前
た
ち
は
そ
れ
が
み

ん
な
水
玉
だ
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
み
ん
な
小
さ
な

小
さ
な
氷
の
か
け
ら
な
ん
だ
よ
、
顕
微
鏡
で
見
た
ら
も
う
い
く
ら
す

き
と
お
っ
て
尖
っ
て
い
る
か
知
れ
や
し
な
い
。」
と
、
非
常
に
科
学

的
な
知
識
も
あ
る
の
で
す
が
、
吉
本
隆
明
い
わ
く
「
遠
近
法
に
よ
る

空
間
拡
張
効
果
」（『
宮
沢
賢
治
』
筑
摩
書
房
、
１
９
９
６
年
６
月
）、

す
ご
く
小
さ
い
も
の
と
巨
大
も
の
の
両
方
を
捉
え
る
視
点
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

で
は
、「
心
象
の
明
滅
を
き
れ
ぎ
れ
に
降
る
透
明
な
雨
で
す
。」
は

ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
心
象
の
明
滅
」
と
い
う

の
は
、「
小
岩
井
農
場
」
で
も
出
て
き
ま
す
。

　
「
小
岩
井
農
場
」
パ
ー
ト
一

そ
れ
よ
り
も
こ
ん
な
せ
は
し
い
心
象
の
明
滅
を
つ
ら
ね

す
み
や
か
な
す
み
や
か
な
万
法
流
転
の
な
か
に

小
岩
井
の
き
れ
い
な
野
は
ら
や
牧
場
の
標
本
が

い
か
に
も
確
か
に
継
起
す
る
と
い
ふ
こ
と
が

ど
ん
な
に
新
鮮
な
奇
蹟
だ
ら
う

　

こ
の
「
心
象
」
に
関
し
て
は
諸
説
あ
っ
て
、
幾
ら
で
も
出
て
く
る

の
で
す
が
、
最
近
、
奥
山
先
生
は
も
は
や
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て

い
る
わ
け
で
す
が
、
わ
か
ら
な
い
と
言
っ
て
も
し
よ
う
が
な
い
の

で
、
一
応
定
説
と
し
て
、
大
塚
常
樹
は
「
心
象
」
は
「im

age

」
と

し
て
い
る
（『
宮
沢
賢
治 

心
象
の
宇
宙
論
（
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
）』
朝

文
社
、
２
０
０
３
年
６
月
）。
先
ほ
ど
イ
メ
ー
ジ
の
話
も
出
て
き
ま

す
が
、
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
「
明
滅
」
に
関
し
て
は
、
さ
っ
き
仏
教
の
話
が
出
て
き
ま
し

た
が
、
こ
こ
に
は
仏
教
思
想
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
仏
教
の
「
具
舎

論
」
の
な
か
に
「
刹
那
生
滅
」
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
要
は
、
指
を

パ
チ
ン
と
や
る
一
瞬
で
、
生
物
、
生
命
は
六
十
五
回
ぐ
ら
い
死
ん
だ

り
生
き
た
り
す
る
の
だ
と
。
も
の
す
ご
く
細
か
い
期
間
で
生
き
た
り

死
ん
だ
り
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
が
仏
教
の
考
え
方
で
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
宮
沢
賢
治
は
仏
教
徒
で
あ
り
ま
す
の
で
、「
わ
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た
く
し
」
と
い
う
の
は
現
象
で
、
生
き
た
り
死
ん
で
い
る
な
か
で
、

点
い
た
り
消
え
た
り
す
る
電
燈
に
近
い
よ
う
な
も
の
な
ん
だ
よ
と
い

う
話
を
、「
明
滅
」
と
い
う
言
葉
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

確
か
に
、
人
間
も
人
類
と
い
う
こ
と
で
考
え
れ
ば
生
き
た
り
死
ん

だ
り
し
て
い
る
し
、
私
の
体
の
中
の
細
胞
も
生
き
た
り
死
ん
だ
り
し

て
い
る
わ
け
で
す
。「
心
象
の
明
滅
」
と
い
う
の
は
イ
メ
ー
ジ
の
明

滅
、「
心
象
」
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
す
る
と
、
イ
メ
ー
ジ
が
点
い
た
り

消
え
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
浮
か
ん
だ
り
消
え
た
り
す
る
。
存

在
と
同
じ
に
し
て
い
る
状
態
な
の
か
な
と
理
解
で
き
ま
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、「
心
象
の
明
滅
を
き
れ
ぎ
れ
に
降
る
透
明
な
雨

で
す
。」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
イ
メ
ー
ジ
が
明
滅
し
て
、
そ
こ
に

霧
の
よ
う
な
透
明
な
雨
が
降
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
き
れ
ぎ
れ
」

と
い
う
の
は
、
切
れ
て
い
る
と
い
う
言
葉
で
も
あ
り
ま
す
が
、
一
方

で
、
か
ら
く
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
表
現
で
も
あ
る
の
で
、
心

象
の
明
滅
と
い
う
の
を
丁
寧
に
読
ん
で
い
く
と
、
存
在
自
体
は
ど
ん

ど
ん
切
れ
て
い
く
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
そ
こ
が
か
ら
く
も
雨
が
降
っ

て
い
て
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
か
な
と
思
い
ま

す
。

　

先
ほ
ど
も
二
重
の
と
い
う
話
が
出
ま
し
た
が
、
こ
の
詩
を
読
ん
で

い
く
と
、
実
際
の
雨
の
描
写
と
同
時
に
、
心
に
浮
か
ん
だ
、
石
原
さ

ん
か
ら
は
混
ざ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
話
も
あ
り
ま
し
た

が
、
実
際
の
雨
と
心
の
な
か
の
雨
の
両
方
が
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
雨
が
「
心
象
の
明
滅
」
を
つ
な
ぐ
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
で
す
。

　
「
手
簡
」
の
第
四
連
の
最
終
行
の
ほ
う
で
、「
雨
も
一
層
す
き
と

ほ
っ
て
強
く
な
り
ま
し
た
し
。」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。「
透
明
」

か
ら
「
一
層
す
き
と
ほ
っ
て
強
く
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な

の
か
。
透
明
度
が
ど
ん
ど
ん
上
が
っ
て
い
く
。
透
明
が
よ
り
「
す
き

と
ほ
る
」
と
い
う
の
は
、「
透
明
」
の
先
が
あ
る
の
か
と
い
う
話
で

す
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
、
秋
田
淳
子
さ
ん
と
い
う
方
が
調
査
を
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
が
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
の
で
す
が
、
散
文
と
韻

文
で
ず
い
ぶ
ん
差
が
あ
っ
て
、
散
文
で
す
と
「
す
き
と
ほ
る
」
が

１
２
９
、「
透
明
」
が
12
で
、「
透
明
」
は
補
助
で
あ
る
（『
岩
手
大

学
人
文
社
会
科
学
部
紀
要
』
第
76
号
、
２
０
０
５
年
６
月
）。

　

詩
で
す
と
、「
す
き
と
ほ
る
」「
透
明
」
が
両
方
と
も
出
て
き
て
、

か
つ
か
な
り
独
自
の
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
。
秋
田
さ
ん
は
視
覚

的
効
果
の
強
調
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
し
、「
種
山
ヶ
原
」
と
い
う
詩
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で
は
「
あ
ゝ
何
も
か
も
も
う
み
ん
な
透
明
だ
」、
す
べ
て
透
明
だ
と
。

透
明
の
世
界
で
す
べ
て
が
突
き
抜
け
て
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
わ

り
と
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
て
、
こ
の
詩
の
「
透
明
な
す
き
と
ほ
っ

た
」
視
点
は
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
超
え
て
、
Ｘ
線
の
よ
う
な
感
じ
で
、

物
事
の
本
質
を
貫
く
視
線
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

私
自
身
、
大
き
な
捉
え
方
と
し
て
は
、
秋
田
論
を
肯
定
し
ま
す
。

た
だ
、
こ
の
「
手
簡
」
に
お
い
て
言
う
な
ら
ば
、
単
に
透
明
な
雨
や

よ
り
透
き
通
る
の
は
、
肯
定
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く

て
、
よ
り
強
く
な
っ
た
り
、
よ
り
透
明
度
を
増
し
た
り
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
天
候
は
悪
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
け
ど
、
心
の

な
か
の
一
層
厳
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
か
、
つ
ら
さ
と
か
、
そ
う
い
う
も

の
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。

　

雨
の
描
写
は
一
見
軽
く
見
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、「
手
簡
」
の

雨
は
「
極
小
」
か
ら
「
巨
大
」
な
も
の
と
か
、「
心
象
の
明
滅
」
を

つ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
一
層
厳
し
い
イ
メ
ー
ジ
に

変
化
し
て
い
く
と
い
う
、
読
み
ご
た
え
の
あ
る
描
写
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
作
家
論
的
に
宮
沢
賢
治
を
考
え
る

と
、
私
自
身
は
「
空
想
傾
向
」
が
強
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。
松
岡
和
生
さ
ん
が
「
空
想
傾
向
」
に
関
し
て
論
文
を
書

い
て
い
ま
し
て
、
こ
れ
を
読
め
ば
幾
つ
か
出
て
く
る
わ
け
で
す
が
、

空
想
へ
の
没
入
で
あ
る
と
か
、
イ
メ
ー
ジ
の
強
烈
な
体
験
で
あ
る
と

か
、
こ
こ
ら
辺
が
宮
沢
賢
治
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
単
に
雨
が
降
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、
雨

か
ら
呼
び
起
こ
さ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
も
こ
の
詩
に
は
書
か
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
は
そ
の
雨
が
、
極
小
の
「
す
ぎ
な
」
か
ら
、

「
ひ
の
き
」
ま
で
、
全
部
か
ぶ
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
が
一
瞬
に
し
て

浮
か
ん
で
く
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

と
い
う
こ
と
で
、
部
分
的
な
読
み
に
な
り
ま
し
た
が
、
私
の
「
手

簡
」
の
読
み
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
上
で
す
。
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

鈴
木　

視
点
が
更
に
広
が
り
さ
ら
に
盛
り
上
が
っ
て
き
ま
し
て
、
時

間
は
押
し
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
私
の
ほ
う
か
ら
も
ち
ょ
っ
と
触
れ

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、
先
ほ
ど
話
題
に
出
た
部
分
、

誰
か
子
供
が
噛
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

向
ふ
で
は
あ
の
男
が
咽
喉
を
ぶ
つ
ぶ
つ
鳴
ら
し
ま
す
。

「
噛
む
」
っ
て
ど
う
い
う
こ
と
か
、「
あ
の
男
」
っ
て
ど
う
い
う
実
体
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な
の
か
、
非
常
に
悩
む
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
こ
に
つ
い
て
触
れ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

森
佐
一
あ
て
書
簡
に
、
次
の
よ
う
な
興
味
深
い
記
述
が
見
出
さ
れ

ま
す
。お

手
紙
拝
見
い
た
し
ま
し
た
。

ス
ケ
ッ
チ
二
篇
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
后
の
方
だ
け
出
し
て
下

さ
る
な
ら
な
ほ
結
構
で
す
。
幻
聴
や
何
か
の
入
ら
な
い
す
な
ほ

な
も
の
を
撰
び
ま
し
た
。

　

詩
を
出
す
よ
う
に
勧
め
ら
れ
て
送
っ
た
の
だ
け
ど
、
自
分
の
も
の

に
は
「
幻
聴
」
が
入
っ
て
い
る
け
ど
、
入
っ
て
い
な
い
も
の
を
選
び

ま
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
逆
説
的
に
「
幻
聴
」
が
入
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
す
。
宮
沢
賢
治
自
身
が
了
解
し
て
い
る
わ

け
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
詩
「
青
森
挽
歌
」
に
は
、「
幻
聴
」
と
思
わ
れ
る
表

現
が
多
く
見
ら
れ
、「
幻
聴
」
を
示
唆
す
る
「
二
重
括
弧
」
が
多
く

用
い
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
は
実
は
浜
垣
さ
ん
の
ブ
ロ
グ
か
ら
コ
ピ
ー
し

て
持
っ
て
き
た
の
で
す
が
、
私
と
し
て
も
と
て
も
納
得
で
き
る
内
容

な
の
で
、
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

宮
沢
賢
治
の
場
合
は
、「
地
の
文
」
と
「
一
重
括
弧
」「
二
重
括

弧
」
と
い
う
書
き
分
け
が
あ
り
ま
す
。
浜
垣
さ
ん
の
分
類
に
よ
れ
ば
、

「
地
の
文
」
と
い
う
の
は
顕
在
意
識
で
、「
一
重
括
弧
」
の
部
分
は
内

言
、
ぶ
つ
ぶ
つ
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
自
我
境
界
の
内

側
に
あ
る
も
の
。
そ
れ
に
対
し
て
「
二
重
括
弧
」
は
幻
聴
と
し
て
理

解
さ
れ
て
い
る
。
潜
在
意
識
は
、「
自
我
境
界
」
の
外
側
に
あ
る
の

で
、
本
人
と
す
る
と
「
幻
聴
」
と
認
識
す
る
と
い
う
ふ
う
な
モ
デ
ル

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
「
二
重
括
弧
」（
幻
聴
）
か
ら
は
、
読
者
に
と
っ
て
解
釈
不

能
・
困
難
な
言
葉
が
飛
び
出
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
ネ
ガ
テ
ィ
ブ

な
声
で
あ
っ
た
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
声
だ
っ
た
り
し
ま
す
。「
悪
魔
の

声
」
か
と
思
え
ば
「
天
使
の
声
」、「
餓
鬼
・
地
獄
」
の
声
か
と
思
え

ば
「
菩
薩
・
仏
の
声
」
と
い
っ
た
、
単
一
で
な
い
複
数
の
声
と
い
う

と
こ
ろ
が
重
要
な
特
徴
で
す
。

　

詩
「
手
簡
」
の
場
合
、「
顕
在
意
識
」「
内
言
」「
幻
聴
」
の
区
別

に
関
し
、
表
記
上
の
区
別
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
仮
に
二
重
括
弧

で
こ
の
二
行
を
括
っ
て
み
ま
す
と
、

｟
誰
か
子
供
が
噛
ん
で
ゐ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。｠

｟
向
ふ
で
は
あ
の
男
が
咽
喉
を
ぶ
つ
ぶ
つ
鳴
ら
し
ま
す
。｠

の
よ
う
に
な
り
、
詩
「
青
森
挽
歌
」
に
な
ら
え
ば
、
二
重
括
弧
で
表
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記
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
不
気
味
な
幻
聴
で
す
。

　
「
幻
聴
」
と
賢
治
自
身
が
記
し
た
詩
に
、
次
の
三
点
が
あ
り
ま
す
。

　

一
、「
陽
ざ
し
と
か
れ
く
さ
」

　

二
、「
比
叡
（
幻
聴
）」、
こ
れ
は
タ
イ
ト
ル
に
「
幻
聴
」
と
書
い

て
あ
り
ま
す
。

　

三
、「
鬼
言
（
幻
聴
）」、
こ
れ
も
「
幻
聴
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
「
陽
ざ
し
と
か
れ
く
さ
」
は
、『
春
と
修
羅
』
詩
集
刊
行
後
に
、
賢

治
自
身
の
手
入
れ
に
よ
り
、「
陽
ざ
し
と
か
れ
く
さ
」
か
ら
「
幻
聴
」

と
タ
イ
ト
ル
が
書
き
換
え
ら
れ
ま
し
た
。
手
入
れ
の
状
態
を
浜
垣
さ

ん
の
ハ
イ
パ
ー
リ
ン
ク
か
ら
コ
ピ
ー
し
ま
す
。
と
て
も
便
利
な
の
で

使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
ず
初
版
本
で
は
「
陽
ざ
し
と
か
れ
く
さ
」
に
な
っ
て
お
り
ま
し

て
、
少
し
長
い
詩
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
　

陽
ざ
し
と
か
れ
く
さ
〈
初
版
本
〉

　
　
　
　

ど
こ
か
ら
か
チ
ー
ゼ
ル
が
刺
し

　
　
　
　

光く
わ
うパ
ラ
フ
ヰ
ン
の　

蒼
い
も
や

　
　
　
　

わ
を
か
く
、
わ
を
描
く
、
か
ら
す

　
　
　
　

鳥
の
軋
り
…
…
か
ら
す
の
器
械
…
…

（
こ
れ
は
か
は
り
ま
す
か
）

（
か
は
り
ま
す
）

（
こ
れ
は
か
は
り
ま
す
か
）

（
か
は
り
ま
す
）

（
こ
れ
は
ど
う
で
す
か
）

（
か
は
り
ま
せ
ん
）

（
そ
ん
な
ら
、
お
い
、
こ
こ
に

　

雲
の
棘
を
も
つ
て
来
い
。
は
や
く
）

（
い
ヽ
え　

か
は
り
ま
す　

か
は
り
ま
す
）

　
　
　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
刺
し

　
　
　
　

光
パ
ラ
フ
ヰ
ン
の
蒼
い
も
や

　
　
　
　

わ
を
か
く　

わ
を
描
く　

か
ら
す

　
　
　
　

か
ら
す
の
軋
り
…
…
か
ら
す
機
関

　

と
こ
ろ
が
、
初
版
本
に
宮
沢
賢
治
は
さ
ら
に
書
き
換
え
を
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
短
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
し
て
タ
イ
ト
ル
も
「
幻
聴
」
に
変
わ
り
ま
し
た
。

宮沢賢治共同討議（Ⅱ）

（58）
－97－



　
　
　
　

幻
聴
〈
宮
澤
家
本
〉

　
　
（
こ
れ
は
か
は
り
ま
す
か
）

　
　
（
か
は
り
ま
す
）

　
　
（
こ
れ
は
か
は
り
ま
す
か
）

　
　
（
か
は
り
ま
す
）

　
　
（
こ
れ
は
ど
う
で
す
か
）

　
　
（
か
は
り
ま
せ
ん
）

　
　
（
そ
ん
な
ら
、
お
い
、
こ
こ
に

　
　
　

雲
の
棘
を
も
つ
て
来
い
。
は
や
く
）

　
　
（
い
ゝ
え　

か
は
り
ま
す　

か
は
り
ま
す
）

　

こ
の
違
い
は
ど
こ
か
と
い
う
と
、「
手
入
れ
」
の
結
果
、
も
と
に

は
「
チ
ー
ゼ
ル
・
光
・
鳥
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
実

景
ら
し
き
も
の
に
当
た
る
部
分
が
す
べ
て
削
除
さ
れ
、
括
弧
で
記
さ

れ
た
部
分
だ
け
が
残
り
、
つ
ま
り
、
幻
聴
の
み
の
詩
に
変
化
し
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
タ
イ
ト
ル
も
「
幻
聴
」
と
書
き
換
え
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。「
チ
ー
ゼ
ル
」
と
い
う
の
が
出
て
き
ま
す
が
、
と
げ

と
げ
し
た
針
の
あ
る
草
で
す
。

　

次
に
、
詩
「
鬼
言
（
幻
聴
）」
も
（
幻
聴
）
と
入
っ
て
い
る
詩
な

の
で
見
ま
す
と
、
こ
れ
も
「
手
簡
」
と
非
常
に
似
た
よ
う
な
部
分
が

あ
り
ま
し
て
、
お
も
し
ろ
い
改
稿
過
程
が
確
認
で
き
ま
す
。

　

ま
ず
は
草
稿
形
態
を
見
る
と
、

　
　
　

鬼
言
（
幻
聴
）　
〈
草
稿
形
態
〉

　

き
さ
ま
も
も
う

　

見
て
な
ら
な
い
も
の
を
ず
ゐ
ぶ
ん
見
た
の
だ
か
ら

　

眼
を
石
で
封
じ
ら
れ
て
も
い
い
こ
ろ
だ

　

36
号
！

　

左
の
眼
は
３
！

　

右
の
眼
は
６
！

　

ぶ
ち
い
し
を
つ
か
っ
て
や
れ

　

こ
れ
が
幻
聴
と
い
う
こ
と
な
の
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
れ
が
改
稿
さ

れ
る
と
、
前
の
部
分
「
き
さ
ま
も
も
う
／
見
て
な
ら
な
い
も
の
を
ず

ゐ
ぶ
ん
見
た
の
だ
か
ら
／
眼
を
石
で
封
じ
ら
れ
て
も
い
い
こ
ろ
だ
」

が
削
除
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
も
っ
と
さ
っ
ぱ
り
し
て
し
ま
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い
ま
す
。

　
　
　

鬼
言
（
幻
聴
）　
〈
改
稿
後
〉

　
　
　
　
　

　

三
十
六
号
！

　

左
の
眼
は
三
！

　

右
の
眼
は
六
！

　

斑ぶ
ち

石
を
つ
か
っ
て
や
れ

　

こ
れ
も
、
不
気
味
な
詩
で
す
。

　

な
ぜ
「
三
」
な
の
か
「
六
」
な
の
か
、
意
味
は
計
り
か
ね
ま
す
。

　
「
斑
石
」
は
「
ぶ
ち
い
し
」
と
読
ま
せ
て
い
ま
す
。
明
治
の
頃
か

ら
「
常
陸
斑
石
（
ひ
た
ち
・
ま
だ
ら
い
し
）」
と
呼
ば
れ
る
、
茨
城

県
常
陸
太
田
に
産
出
す
る
角
閃
橄
欖
岩
か
ら
な
る
特
産
品
が
あ
り
ま

す
。「
斑
石
」
と
は
そ
の
石
の
こ
と
か
と
推
定
さ
れ
ま
す
。
岩
の
表

面
に
い
ろ
ん
な
模
様
が
出
て
い
て
、
こ
れ
が
ま
だ
ら
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
の
で
、
葉
っ
ぱ
の
よ
う
に
出
て
く
る
と
「
竹
葉
石
」
と
呼
ば

れ
て
い
ま
す
。

　

宮
沢
賢
治
は
、
改
稿
を
通
じ
、「
幻
聴
」
の
一
部
を
削
除
し
、
よ

り
自
己
処
罰
的
な
、
お
ら
そ
く
宮
沢
賢
治
に
と
っ
て
よ
り
本
質
的
な

部
分
だ
け
を
詩
と
し
て
残
し
た
の
か
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
改
稿
過
程
で
削
除
さ
れ
た
「
き
さ
ま
も
も
う
／
見
て
な

ら
な
い
も
の
を
ず
ゐ
ぶ
ん
見
た
の
だ
か
ら
／
眼
を
石
で
封
じ
ら
れ
て

も
い
い
こ
ろ
だ
」
の
詩
句
は
、
読
み
手
に
重
要
な
情
報
を
も
た
ら

し
て
く
れ
ま
す
。〈
封
じ
ら
れ
た
目
〉
と
石
と
の
関
連
で
言
う
な
ら
、

「
小
岩
井
農
場
」
の
下
書
稿
に
、
興
味
深
い
詩
句
が
見
つ
け
ら
れ
る

か
ら
で
す
。

　
「
小
岩
井
農
場
」
で
賢
治
は
透
明
な
幻
覚
を
見
る
の
で
す
け
れ
ど

も
、「
あ
な
た
方
は
け
れ
ど
も
ま
だ
見
え
ま
せ
ん
。
／
眼
を
つ
ぶ
っ

た
ら
い
ゝ
の
で
す
か　

眼
を
つ
ぶ
る
と
天
河
石
で
す
、
又
月
長
石
で

す
。」
と
い
う
ふ
う
に
、
眼
を
つ
ぶ
っ
て
見
え
る
も
の
が
石
・
鉱
物

で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
鬼
言
（
幻
聴
）」
で
は
、〈
見
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
見
た
〉
た

め
、
詩
人
は
そ
の
報
い
と
し
て
「
ぶ
ち
い
し
」
で
目
を
封
じ
ら
れ
る

の
で
す
が
、「
小
岩
井
農
場
」
で
は
、〈
見
た
い
も
の
を
見
る
た
め

に
〉、
自
ら
目
を
つ
ぶ
ろ
う
と
し
ま
す
。「
眼
を
つ
ぶ
る
と
天
河
石
で

す
、
ま
た
月
長
石
で
す
。」
と
な
る
わ
け
で
す
。
天
河
石
は
ア
マ
ゾ

ナ
イ
ト
、
月
長
石
は
ム
ー
ン
ス
ト
ー
ン
と
い
い
ま
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
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き
れ
い
な
も
の
は
青
色
に
な
り
ま
す
。

　
「
鬼
言
（
幻
聴
）」
の
「
ぶ
ち
石
」
に
比
べ
る
と
「
小
岩
井
農
場
」

の
「
天
河
石
」
と
「
月
長
石
」
は
明
る
い
イ
メ
ー
ジ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
こ
の
違
い
は
、
幻
視
・
幻
聴
に
対
す
る
詩
人
の
関
わ
り
方

が
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

　

詩
「
手
簡
」
に
記
さ
れ
た
「
あ
な
た
」
は
、
詩
人
に
と
っ
て
〈
見

て
は
な
ら
な
い
も
の
〉
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
〈
見
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
〉
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
難
し
い
問
い
で

す
。

　

宮
沢
賢
治
と
い
う
詩
人
は
、「
小
岩
井
農
場
」
の
改
稿
過
程
を
通

じ
、
幻
聴
・
幻
視
を
自
己
の
慰
め
と
感
ず
る
こ
と
を
拒
絶
し
て
い
っ

た
と
判
断
で
き
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
詩
人
は
幻
聴
・
幻
視
に
慰
め

と
し
て
の
意
味
を
持
た
せ
る
こ
と
を
や
め
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め
る

こ
と
を
決
意
し
た
結
果
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

詩
「
手
簡
」
は
、
賢
治
の
幻
聴
・
幻
視
に
対
す
る
向
き
合
い
方
か

ら
い
え
ば
、「
小
岩
井
農
場
」
の
下
書
き
稿
に
相
当
す
る
と
考
え
ら

れ
ま
す
。「
小
岩
井
農
場
」
が
詩
集
刊
行
ま
で
に
改
稿
が
重
ね
ら
れ

た
事
実
と
、「
手
簡
」
が
詩
集
か
ら
削
除
さ
れ
た
事
実
は
、
宮
沢
賢

治
と
い
う
詩
人
の
、
自
己
の
持
つ
幻
聴
・
幻
視
と
の
き
わ
め
て
人
間

的
な
倫
理
的
闘
い
の
過
程
を
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
二
行
か
ら
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
ま
し
た
。

　

さ
て
、
こ
れ
か
ら
質
疑
応
答
の
時
間
と
な
り
ま
す
が
、
海
外
の
方

に
もZoom

に
入
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
の
で
、
ご
紹
介
も
兼
ね

て
、
ま
ず
イ
ン
ド
・
ネ
ー
ル
大
学
の
ジ
ョ
ー
ジ
先
生（

６
）か
ら
お
願
い
し

ま
す
。

ジ
ョ
ー
ジ　

大
変
お
も
し
ろ
く
皆
様
の
お
話
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。

私
は
素
人
で
す
か
ら
、
解
離
性
障
害
は
あ
ま
り
理
解
で
き
な
い
で
す

け
れ
ど
も
、
私
は
鈴
木
先
生
の
送
っ
て
く
だ
さ
っ
た
資
料
な
ど
を
読

ん
で
み
て
、
そ
し
て
「
手
簡
」
も
読
ん
で
み
て
感
じ
た
の
は
、
解
離

性
障
害
の
あ
る
人
は
物
事
を
記
憶
す
る
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
書
き

記
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
を
柴
山
先
生
に
聞
き
た
い
ん
で

す
ね
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
か
。

　

私
は
お
そ
ら
く
、
鈴
木
先
生
も
い
ま
お
話
し
さ
れ
た
よ
う
な
、
幻

聴
と
か
幻
視
と
い
う
概
念
、
み
ん
な
と
違
う
超
自
然
的
な
能
力
を

持
っ
て
い
る
人
間
が
い
る
と
い
わ
れ
る
ん
で
す
が
、
そ
う
い
う
こ
と

の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
同
時
に
、
賢
治
は
実
は
想

像
力
が
み
ん
な
と
違
う
。
普
通
の
人
間
よ
り
何
倍
も
強
か
っ
た
と
思
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い
ま
す
。
宗
教
の
影
響
も
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
想
像
す
る
ん
で
す
ね
。

普
通
の
人
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
想
像
し
て
、
た
と
え
ば
透
視
力
の

こ
と
も
私
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
か
考
え
ら
れ
な
い
ん
で
す
ね
。
自

分
自
身
を
そ
こ
に
置
き
換
え
る
の
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
い
う
ふ
う

に
私
は
考
え
た
わ
け
で
す
。

　
「
あ
な
た
」
と
い
う
の
は
、「
黄
ば
ん
だ
陰
の
空
間
に
／
ま
っ
す
ぐ

立
っ
て
ゐ
ら
れ
ま
す
か
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
ん
で
す
が
、
お
そ

ら
く
自
分
の
そ
う
い
う
想
像
の
な
か
に
あ
る
人
間
、
そ
の
人
間
を
実

際
に
描
き
出
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
で
記
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
柴
山
先
生
と
浜
垣
先
生
に
わ
か
り
や
す

く
教
え
て
い
た
だ
く
よ
う
に
お
願
い
し
ま
す
。

柴
山　

ご
質
問
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
確
か
に
賢
治
は
、
想
像

と
現
実
が
並
立
化
し
て
い
る
。
あ
た
か
も
現
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に

想
像
し
、
そ
の
想
像
し
た
空
想
的
な
世
界
の
中
に
没
入
で
き
る
。
そ

う
い
う
傾
向
が
非
常
に
強
い
と
思
い
ま
す
。

　

た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
賢
治
の
世
界
が
把
握
で
き
る
か
と
い
う
と
、

想
像
力
だ
け
で
は
空
想
傾
向
の
範
囲
内
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
、

私
は
、
賢
治
の
作
品
を
説
明
す
る
用
語
と
し
て
、
空
想
傾
向
プ
ラ
ス

ア
ル
フ
ァ
で
、
解
離
的
な
体
系
に
非
常
に
近
い
と
い
う
こ
と
を
入
れ

た
わ
け
で
す
。

ジ
ョ
ー
ジ　

先
生
の
「
眼
差
し
と
し
て
の
私
」
と
い
う
説
は
お
も
し

ろ
い
説
で
す
。
た
だ
そ
れ
は
医
学
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、

お
そ
ら
く
医
学
以
外
の
哲
学
…
…

柴
山　

賢
治
の
体
験
は
精
神
病
な
ど
の
病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
病

気
と
い
う
の
は
、
精
神
病
レ
ベ
ル
の
重
篤
な
も
の
か
ら
、
正
常
な
人

で
も
持
っ
て
い
る
体
験
が
極
端
に
な
っ
た
も
の
ま
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
多
く
は
日
常
生
活
に
支
障
が
出
て
く
る
わ
け
で
す
。
賢
治
の
体

験
は
、
健
常
人
の
体
験
が
極
端
に
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、

病
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
従
来
ヒ
ス
テ
リ
ー
と
言
わ
れ
て
き
た

病
態
に
近
い
と
こ
ろ
（
意
識
変
容
）
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

ジ
ョ
ー
ジ　

そ
う
い
う
人
は
も
の
を
書
き
記
す
力
は
あ
り
ま
す
か
。

そ
れ
は
で
き
ま
す
か
。

柴
山　

あ
り
ま
す
。
解
離
性
障
害
は
精
神
病
で
も
な
い
し
、
背
景
を

そ
の
ま
ま
書
き
記
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
私
の
患
者
さ
ん
で
、
詩
人

も
い
ま
す
。
芸
術
家
も
い
ま
す
。
い
っ
ぱ
い
い
ま
す
。
み
ん
な
そ
れ

ぞ
れ
の
世
界
で
評
価
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
分
の
体
験
を
そ
の
ま
ま
ス

ケ
ッ
チ
す
る
と
い
い
ま
す
。
だ
か
ら
書
き
記
す
こ
と
は
で
き
る
。
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
体
験
を
、
頭
の
中
に
い
ろ
ん
な
体
験
が
ふ
っ
て
き
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て
、
見
え
る
と
か
、
聞
こ
え
る
と
か
、
い
ろ
ん
な
体
験
を
し
て
い
る

の
を
そ
の
ま
ま
詩
と
し
て
書
い
て
、
普
通
の
人
が
読
ん
で
も
わ
か
ら

な
い
よ
う
な
詩
を
書
く
人
も
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
け
っ
し
て
精
神
病
と
関
係
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、

正
常
人
の
突
出
し
た
素
質
と
い
う
か
、
ポ
ラ
リ
テ
ィ
と
い
う
か
、
特

性
の
極
端
な
形
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
て
、
た
だ
そ
う
い
う
人
た
ち

の
な
か
で
、
小
さ
い
時
に
虐
待
を
受
け
た
り
、
い
ろ
ん
な
逆
境
の
な

か
で
そ
う
い
う
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
り
す
る
人
も
い
る
。
そ
う

い
う
コ
ー
ス
を
た
ど
る
人
も
い
る
。
そ
う
い
う
人
た
ち
が
解
離
に
な

る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

ジ
ョ
ー
ジ　

私
は
読
み
ま
し
た
。
先
生
の
ご
意
見
で
は
、
ト
ラ
ウ
マ

の
あ
る
子
ど
も
は
こ
う
い
う
状
態
に
な
る
可
能
性
が
大
き
い
と
。

柴
山　

な
り
や
す
い
ん
で
す
。

ジ
ョ
ー
ジ　

そ
し
て
賢
治
は
そ
う
い
う
ト
ラ
ウ
マ
は
な
か
っ
た
と
。

柴
山　

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
虐
待
な
ん
か
と
は
違
う
ト
ラ

ウ
マ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
。
だ
け

ど
、
そ
う
い
う
素
質
が
強
い
人
と
、
外
的
な
状
況
が
強
い
こ
と
で
想

像
力
が
高
ま
る
人
が
い
る
の
で
、
賢
治
は
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
素
質

が
強
か
っ
た
の
か
な
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
人
は
精
神
病

と
は
違
っ
て
、
普
通
に
書
け
る
し
、
記
録
で
き
る
し
、
ス
ケ
ッ
チ
も

で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ジ
ョ
ー
ジ　

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鈴
木　

予
定
時
間
が
あ
と
一
、二
分
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
海
外
か

ら
入
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
方
に
一
言
だ
け
で
も
。
韓
国
の
パ
ク
先

生（
７
）お
願
い
し
ま
す
。

パ
ク　

は
じ
め
ま
し
て
、
韓
国
で
宮
沢
賢
治
が
好
き
で
勉
強
し
て
い

る
パ
ク
・
キ
ョ
ン
ヨ
ン
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い

た
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
。

鈴
木　

今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
イ
ラ
ン
か
ら
サ
ベ
ル（

８
）さ
ん
が
参
加
し
て
く
だ
さ
っ
て

い
ま
す
の
で
、
一
言
お
願
い
し
ま
す
。

サ
ベ
ル　

イ
ラ
ン
の
サ
ベ
ル
と
申
し
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
お
話
を
聞
か

せ
て
い
た
だ
い
て
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
勉
強
に
な
り
ま

し
た
。
た
だ
、
難
し
い
日
本
語
を
使
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
一

○
○
％
わ
か
っ
た
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
で
も
だ
い
た
い
わ
か
り
ま

し
た
。
私
も
昔
か
ら
宮
沢
賢
治
の
作
品
に
興
味
が
あ
っ
て
い
ろ
い
ろ

や
っ
て
い
て
、
作
品
も
ペ
ル
シ
ャ
語
に
翻
訳
し
て
お
り
ま
す
。
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時
間
が
過
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
柴
山
先
生
に
お
聞
き
し
た

い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
賢
治
の
よ
う
な
す
ば
ら
し
い
芸
術
家
は

解
離
の
病
気
に
は
入
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
宮
沢
賢

治
の
よ
う
な
芸
術
家
、
作
家
、
詩
人
は
い
っ
ぱ
い
い
る
と
思
い
ま
す
。

一
つ
質
問
が
あ
る
の
は
、
ど
う
し
て
こ
う
い
う
人
た
ち
は
普
通
の
人

間
が
作
れ
な
い
作
品
を
作
っ
た
り
、
た
と
え
ば
ピ
カ
ソ
も
そ
う
だ
っ

た
し
、
空
想
の
世
界
に
入
る
と
き
は
そ
の
画
面
を
見
て
絵
を
描
い
た

と
か
、
あ
と
モ
ハ
メ
ッ
ド
預
言
者
も
、
そ
の
と
き
は
馬
鹿
と
言
わ
れ

た
人
だ
っ
た
と
か
、
で
も
本
当
は
ほ
か
の
世
界
を
見
た
と
い
う
こ
と

で
す
ば
ら
し
い
人
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
説
明
で
き
る

ん
で
す
か
。

　

私
が
考
え
た
の
は
、
こ
う
い
う
人
は
普
通
の
人
間
よ
り
能
力
が
強

い
と
か
、
も
っ
と
能
力
が
あ
る
と
か
、
そ
う
い
う
感
覚
で
す
け
れ
ど

も
、
先
生
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。

柴
山　

ま
ず
一
つ
は
、
先
ほ
ど
も
出
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
自
分
を
観

察
し
て
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
観
察
す
る
目
を
持
っ
て
い
る
わ

け
で
す
。
あ
と
は
、
そ
う
い
う
能
力
も
関
係
す
る
わ
け
で
す
け
れ
ど

も
、
そ
う
い
う
空
想
の
中
に
入
り
や
す
い
能
力
も
あ
る
し
、
観
察
す

る
能
力
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
も
う
一
つ
は
、
宗
教
的
な
支
え
が
あ
っ

た
の
か
な
と
。
彼
自
身
の
な
か
に
彼
自
身
を
支
え
て
く
れ
る
、
共
同

体
と
い
う
か
、
宗
教
共
同
体
と
い
う
か
、
実
際
に
共
同
体
が
あ
っ
た

わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
宗
教
文
化
と
い
う
の
が
そ
れ
を
支
え
て

い
た
の
か
な
と
思
っ
た
り
も
し
ま
す
。

鈴
木　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
予
定
時
間
を
過
ぎ
て
し
ま
い
ま

し
た
の
で
、
そ
ろ
そ
ろ
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
途
中
で
と

め
て
し
ま
っ
て
す
み
ま
せ
ん
が
、
ま
た
質
問
等
は
メ
ー
ル
で
や
り
と

り
し
な
が
ら
発
展
さ
せ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

追
記
：
本
報
告
は
、
文
教
大
学
大
学
院
付
属
言
語
文
化
研
究
所

二
〇
二
〇
年
度
第
二
回
研
究
例
会
と
し
て
企
画
さ
れ
た
「
宮
沢
賢
治

と
想
像
力
―
解
離
を
視
点
に
―
」（
二
〇
二
一
年
一
月
二
七
日
）
の

記
録
で
あ
る
。

注（
１
）
精
神
科
医
・
医
療
法
人
高
木
神
経
科
医
院
（
理
事
長
、

院
長
）

（
２
）
精
神
科
医
・
東
京
女
子
大
学
現
代
教
養
学
部
教
授

（
３
）
東
洋
大
学
総
合
情
報
学
部
教
授
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宮沢賢治共同討議（Ⅱ）
宮沢賢治と想像力　―解離を視点に―

浜垣　誠司・柴山　雅俊・石原　次郎
鈴木　健司・大島　丈志

Kenji Miyazawa Joint Discussion（2）
Kenji Miyazawa and Imagination:
Analysis from the perspective of “dissociation”

Seiji Hamagaki, Masatoshi Shibayama, Jiro Ishihara,
Kenji Suzuki, Takeshi Oshima

This report is a record of a symposium aimed at analyzing 

the imagination of Kenji Miyazawa’s work from a psychiatric 

perspective. Some of Miyazawa’s works are highly recordable and 

are interpreted as reflecting his realistic situation. This report 

takes the poem “Shukan”, and analyzes it from the perspective of 

“dissociation”, showing that it can be interpreted as “imaginary 

companion”.

Keywords：Kenji Miyazawa, dissociation, imaginary companion, 　
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