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魂

の

こ

と

を

す

る

片

相P

楽

は
じ
め
に

私
は
、
こ
れ
ま
で
大
学
で
、
宗
教
、
な
か
で
も
キ
リ
ス
ト
教
に
つ
い
て
考
え
、
教
え
て
き
た
者
で
す
が
、

そ
う
し
た
営
み
の
中
で
、

自
分
自
身
の
問
題
と
し
て
も
、
今
日
宗
教
と
は
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
い
か
な
る
意
味
が
あ
る
か
、
と
い
う
根
本
的
な
聞
い
か
ら
聞
い

直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
ま
す
ま
す
感
じ
て
き
て
い
ま
す
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
科
学
が
こ
れ
ほ
ど
発
達
し
た
現
代
に
お
い

て
も
な
お
意
味
を
も
ち
う
る
人
間
の
宗
教
性
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
ど
こ
に
求
む
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
す
。

そ
の
端
緒
に
な
る
も
の
と
し
て
、
魂
と
い
う
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
に
お
い
て
、
人
々
が
魂
と
い
う
言

葉
で
語
ろ
う
と
し
て
き
た
こ
と
を
、
現
代
の
状
況
の
中
で
、
理
解
し
直
す
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
現
代
に
お
け
る
人
間
の
宗
教
性
を

捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
私
が
「
魂
」
と
い
う
こ
と
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
人
間
が
死
ん
だ
あ
と
、

死
体
と
な
っ
た
身
体
か
ら
抜
け
出
て
、
墓
場
の
辺
り
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
「
ひ
と
だ
ま
」
と
い
っ
た
も
の
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
こ
こ
ろ
」
で
も
よ
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
心
は
現
代
に
お
い
て
も
人
々
は
抵
抗
な
く
、
使
う
言
葉
で
す
。
心
理
学
な
ど
は
大
流
行



で
す
が
、
宗
教
が
問
題
に
す
る
「
私
を
超
え
た
も
の
と
、

そ
れ
に
対
す
る
私
の
関
わ
り
」
或
い
は
「
日
常
的
な
も
の
と
は
少
し
異
質
な

も
の
」
と
い
う
の
は
、
「
こ
こ
ろ
」

で
は
言
い
表
し
き
れ
ず
、
「
魂
」
と
い
う
言
葉
の
方
が
、
私
が
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
「
現
代
人
の

宗
教
性
」

の
問
題
に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
(
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、

そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
自
分
の
人
生
を
一

目
的
な
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
そ
の
事
実
の
厳
粛
さ
と
い
う
こ
と
で
す
)
。

今
日
の
話
の
タ
イ
ト
ル
に
挙
げ
た
「
魂
の
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
作
家
の
大
江
健
三
郎
が
、
オ
ー
ム
真
理
教
の
問
題
が
あ
っ

そ
の
問
題
を
踏
ま
え
て
書
い
た
『
宙
返
り
』
と
い
う
小
説
の
最
後
に
主
人
公
に
言
わ
せ
た
言
葉
で
す
。
「
教
会
と
い
う
言
葉
は
、

私
ら
の
定
義
で
、
魂
の
こ
と
を
す
る
場
所
の
こ
と
で
す
」
。

た
後
、

彼
が
、

そ
の
頃
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で

「
私
は
最
近
、
魂
の
こ
と
を

す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
た
の
が
印
象
深
く
耳
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
「
魂
の
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
い
さ
さ

か
ぎ
こ
ち
な
い
言
い
回
し
に
、
私
が
常
々
模
索
し
て
い
た
こ
と
と
触
れ
合
う
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
記
憶
に
残
っ
て
い
ま
し

た
。
偶
然
手
に
し
た
『
宙
返
り
』
と
い
う
小
説
の
最
後
に
、
こ
の
「
魂
の
こ
と
を
す
る
」
と
い
う
表
現
を
見
出
し
て
、
彼
が
イ
ン
タ

ビ
ュ

i
で
述
べ
た
こ
と
は
、
思
い
つ
き
で
言
っ
た
こ
と
で
な
か
っ
た
の
だ
、

と
感
銘
を
新
た
に
し
ま
し
た
。
私
の
問
題
が
狭
い
サ
l
ク

ル
内
で
の
問
題
で
な
く
、
現
代
人
、
現
代
の
日
本
人
の
共
通
の
問
題
な
の
だ
と
い
う
確
信
を
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。

自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門

魂のことをする

こ
こ
ま
で
は
前
置
き
で
す
が
、
本
題
に
入
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
が
魂
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
い
る
こ
と
を
よ
く
言
い
表
し
て
く
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
一
つ
の
短
編
小
説
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
現
代
小
説
の
原
型
を
つ
く
っ
た
と
言
わ
れ
る
、

チ
エ
コ

の
ユ
ダ
ヤ
人
作
家
カ
フ
カ
(
一
八
八
三
|
一
九
二
四
)
が
書
い
た
『
提
の
前
』

2
2
号
自
の
2
2
N
)
と
い
う
作
品
で
す
。
カ
フ
カ
は
四
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O
歳
ほ
ど
で
無
名
の
ま
ま
結
核
で
亡
く
な
り
ま
す
が
、
死
ぬ
間
際
に
友
人
の
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ロ

i
ト
に
、
自
分
の
作
品
は
失
敗
だ
か
ら
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全
部
焼
い
て
く
れ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
が
、

J

フ
ロ
ー
ト
は
そ
う
せ
ず
、
少
し
ず
つ
そ
の
原
稿
を
雑
誌
に
掲
載
し
、
し
だ
い
に
そ
の
真
価

が
認
め
ら
れ
、
現
代
小
説
の
い
わ
ば
元
祖
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

「
提
の
前
に
門
番
が
立
っ
て
い
た
。
こ
の
門
番
の
と
こ
ろ
に
田
舎
か
ら
一
人
の
男
が
や
っ
て
き
て
、
錠
の
中
に
入
る
こ
と
を

願
っ
た
。
し
か
し
門
番
は
言
っ
た
、
今
は
願
い
を
聞
い
て
入
場
を
認
め
て
や
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
。
こ
の
男
は
考
え
込
み
、

そ
れ
か
ら
尋
ね
た
、
す
る
と
後
か
ら
な
ら
入
れ
て
も
ら
え
る
の
か
と
。
そ
れ
は
あ
り
得
る
が
、
今
は
駄
目
だ
と
門
番
は
言
っ
た
。

提
へ
の
門
は
い
つ
も
の
よ
う
に
聞
い
て
お
り
、
門
番
は
脇
へ
退
い
て
し
ま
っ
た
の
で
、
男
は
身
を
屈
め
て
、
門
の
奥
を
覗
き
こ
ん

だ
。
門
番
は
こ
れ
に
気
づ
く
と
笑
っ
て
言
っ
た
、
そ
ん
な
に
気
に
入
っ
た
の
な
ら
、
わ
し
の
禁
止
な
ど
無
視
し
て
試
し
に
入
っ
て

み
た
ら
ど
う
だ
。
し
か
し
気
を
つ
け
る
が
良
い
、
わ
し
は
力
が
強
い
ぞ
。
そ
れ
で
も
わ
し
は
一
番
下
の
門
番
な
の
だ
。
広
聞
か
ら

広
間
へ
と
次
々
に
門
番
が
立
っ
て
お
り
、
各
々
段
々
強
く
な
っ
て
行
く
。
コ
一
番
目
の
門
番
を
見
る
の
も
わ
し
に
は
耐
え
ら
れ
な
い

く
ら
い
だ
。

田
舎
出
の
男
は
そ
ん
な
困
難
な
ど
考
え
も
し
な
か
っ
た
。
旋
は
誰
に
対
し
て
も
、
ま
た
い
つ
で
も
聞
か
れ
て
い
る
は

ず
だ
と
彼
は
考
え
た
。
し
か
し
毛
皮
の
上
衣
を
着
た
門
番
の
大
き
な
と
が
っ
た
鼻
、
長
く
薄
く
黒
々
と
し
た
顎
暴
を
し
げ
し
げ
と

見
た
後
、
こ
の
男
は
、
入
場
の
許
し
を
得
る
ま
で
む
し
ろ
待
と
う
と
決
心
し
た
。
門
番
は
こ
の
男
に
椅
子
を
持
っ
て
き
て
や
り
、

日
が
過
ぎ
、
年
が
過
ぎ
て
い
っ
た
。
こ
の
男
は
入
れ
て
も
ら
お
う
と

こ
の
男
を
門
の
脇
に
座
ら
せ
た
。
そ
こ
に
こ
の
男
は
座
り
、

様
々
な
試
み
を
し
、

し
き
り
に
願
っ
て
門
番
を
う
ん
ざ
り
さ
せ
た
。
門
番
は
時
々
こ
の
男
に
些
細
な
質
問
を
し
、
こ
の
男
の
故
郷

の
こ
と
や
他
の
様
々
の
こ
と
を
尋
ね
た
が
、

そ
れ
は
お
殿
様
が
す
る
よ
う
な
関
心
の
な
い
ど
う
で
も
よ
い
質
問
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
最
後
に
は
い
つ
も
決
ま
っ
て
、
未
だ
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
の
だ
っ
た
。
こ
の
男
は
旅
の
備
え
に
多
く
の
も
の
を
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持
っ
て
き
て
い
た
が
、

そ
れ
ら
全
て
を
使
い
果
た
し
た
、
そ
れ
ら
は
門
番
を
買
収
す
る
と
い
う
に
は
も
っ
た
い
な
い
ほ
ど
の
も
の

だ
っ
た
の
だ
が
。
門
番
は
確
か
に
全
て
を
受
け
取
っ
た
が
、

そ
の
際
言
う
の
だ
っ
た
、
わ
し
は
受
け
取
る
が
、

そ
れ
は
お
前
が
何

か
や
り
残
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
わ
な
い
た
め
に
だ
ぞ
と
。
何
年
も
の
問
、
こ
の
男
は
門
番
を
ほ
と
ん
ど
始
終
観
察
し
て
い
た
。

彼
は
他
の
門
番
の
こ
と
は
忘
れ
、
こ
の
最
初
の
門
番
が
提
に
入
る
た
め
の
唯
一
の
障
害
の
よ
う
に
思
っ
た
。
男
は
不
運
を
呪
っ
た
。

最
初
の
数
年
は
あ
た
り
か
ま
わ
ず
、
大
声
で
呪
っ
て
い
た
が
、
後
に
年
を
と
っ
て
く
る
と
、
独
り
言
の
よ
う
に
ぶ
つ
ぶ
つ
と
呪
い

の
言
葉
を
口
に
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
男
は
子
供
っ
ぽ
く
な
っ
て
い
っ
た
。
長
年
門
番
を
観
察
す
る
中
で
、
門
番
の
毛
皮
の

襟
元
に
蚤
を
見
つ
け
た
が
、
男
は
こ
の
蚤
に
ま
で
、
自
分
を
助
け
て
門
番
の
気
持
ち
を
変
え
て
く
れ
と
頼
む
始
末
で
あ
っ
た
。
と

う
と
う
こ
の
男
の
日
の
輝
き
も
弱
っ
て
き
て
、
自
分
の
周
り
が
本
当
に
暗
く
な
っ
て
き
た
の
か
、
そ
れ
と
も
目
の
錯
覚
な
の
か
さ

え
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
で
も
彼
は
暗
が
り
の
中
で

一
つ
の
輝
き
を
認
め
た
。
そ
れ
は
綻
の
門
の
方
か
ら
消
し
難
く

射
し
て
く
る
も
の
だ
っ
た
。
も
は
や
男
の
命
は
長
く
な
か
っ
た
。
死
を
前
に
し
て
男
の
頭
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
の
全
期
間
の
あ
ら

ゆ
る
経
験
が
、

一
つ
の
問
い
へ
と
凝
縮
し
て
い
っ
た
。
男
が
こ
れ
ま
で
一
度
も
門
番
に
問
わ
な
か
っ
た
問
い
で
あ
る
。
男
は
門
番

に
う
な
づ
き
か
け
た
。
男
は
硬
直
し
て
ゆ
く
身
体
を
も
は
や
起
こ
す
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
門
番
は
男
の
方
に
深
く

身
を
屈
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
身
体
の
大
き
さ
の
違
い
も
男
の
方
に
分
の
悪
い
よ
う
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

今
に
な
っ
て
ま
だ
何
を
尋
ね
た
い
と
い
う
の
だ
、
お
前
は
い
つ
ま
で
も
物
好
き
だ
と
門
番
は
尋
ね
な
が
ら
言
っ
た
。
男
は
言
っ
た
、

全
て
の
人
が
、
旋
を
求
め
て
努
め
て
い
る
と
い
う
の
に
、
何
年
も
の
問
、
私
以
外
に
、
誰
も
許
可
を
求
め
に
来
な
か
っ
た
の
は
ど

う
し
て
な
の
か
と
。
門
番
は
男
が
死
に
か
け
て
い
る
の
を
認
め
て
、
聞
き
取
れ
な
く
な
っ
て
い
る
耳
元
に
届
く
よ
う
に
、
大
声
で

言
っ
た
、
誰
も
他
に
こ
こ
で
許
可
を
貰
う
者
は
い
な
い
。
何
故
な
ら
こ
の
入
り
口
は
、
唯
お
前
だ
け
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
な

の
だ
か
ら
。
さ
あ
、
も
う
行
く
よ
。
門
を
閉
め
る
の
だ
」
(
カ
フ
カ
、
『
錠
の
前
』
私
訳
)
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こ
の
小
説
を
カ
フ
カ
は
非
常
に
気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
、
彼
が
生
前
発
表
し
た
数
少
な
い
短
編
小
説
集
『
田
舎
医
者
』
に
納
め
ら

れ
た
だ
け
で
な
く
、
未
完
に
終
わ
っ
た
長
編
小
説
『
審
判
』
の
結
び
の
前
の
章
の
と
こ
ろ
で
、
伽
藍
で
出
会
っ
た
僧
侶
と
、
こ
の
話
に

つ
い
て
、
長
々
と
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
こ
の
解
釈
を
読
む
こ
と
で
、
著
者
自
身
が
こ
の
話
に
何
を
託
し
た
か
が
直
接
分
か
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
な
く
、
ま
す
ま
す
話
は
謎
め
い
て
く
る
と
い
う
よ
う
な
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
話
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
錠
に
入
ろ
う
と
す
べ
て
の
人
々
が
努
め
て
い
る
の
に
、
何
十
年

も
の
問
、
こ
の
提
の
門
に
私
の
他
、
誰
も
来
な
か
っ
た
の
は
何
故
か
、
と
い
う
田
舎
出
の
男
の
問
い
に
対
し
て
、
「
こ
の
入
り
口
は
唯
お

前
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
も
の
だ
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
こ
れ
は
奇
妙
で
す
が
、
ド
キ
ッ
と
し
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
短
編
が
多
く
の

人
々
を
捉
え
た
の
も
、
こ
の
門
番
の
奇
妙
な
言
葉
を
伴
っ
た
結
末
が
、
人
事
で
な
い
と
漠
然
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
か
ら

だ
と
思
い
ま
す
。
自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門
に
入
ら
ず
、
そ
の
前
に
作
ん
だ
ま
ま
、
死
ん
で
し
ま
う
、

と
い
う
最
も
愚
か
し
く
、
ま

た
悲
し
い
こ
と
が
起
き
て
い
ま
す
。
し
か
し
ま
た
そ
の
奇
妙
さ
も
こ
こ
で
際
立
っ
て
い
ま
す
。
門
が
あ
り
、
道
が
あ
る
と
い
う
日
常
生

活
的
世
界
に
お
い
て
は
、
門
や
道
は
、

み
ん
な
の
も
の
で
あ
り
、

み
ん
な
に
聞
か
れ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
な
に
の
に
こ
こ
で
は
、
門
番

は
お
前
に
だ
け
定
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
他
に
は
誰
も
こ
こ
に
来
な
か
っ
た
の
だ
と
言
い
ま
す
。

一
体
こ
の
「
門
」
と
は
何
な
の
で

し
よ
う
か
。
こ
の
短
編
の
タ
イ
ト
ル
は
「
旋
の
前
」
と
い
う
も
の
で
す
。
こ
の
門
は
旋
の
門
な
の
で
す
。
こ
れ
自
身
が
何
の
こ
と
か
、

い
ろ
ん
な
議
論
、
意
見
が
あ
り
ま
す
。
彼
が
生
い
育
っ
た
ユ
ダ
ヤ
教
的
な
宗
教
的
伝
統
が
あ
り
、
理
解
を
む
ず
か
し
く
し
て
い
ま
す
が
、

私
の
解
釈
だ
け
を
言
っ
て
お
き
ま
す
。
「
錠
の
門
」
と
は
平
た
く
言
え
ば
、
生
き
て
ゆ
く
こ
と
、
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
提
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
錠
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
あ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
が
生
き
て
ゆ
く
と
き
も
、
こ
れ
で
よ
い
の
か
、
あ
あ
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
自
分
に
聞
い
、
他



か
ら
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
は
め
ん
ど
く
さ
い
、
そ
ん
な
こ
と
考
え
な
い
で
、
や
り
た
い
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
ん
だ
、

と
居

直
る
と
し
て
も
、

そ
れ
で
い
い
ん
だ
、

そ
れ
で
良
い
と
言
わ
ざ

と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
て
い
る
の
で
す
。
我
々
は
居
直
る
に
し
て
も
、

る
を
え
な
い
の
で
す
。

い
ず
れ
に
し
て
も
我
々
が
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
過
ご
し
て
良
い
か
悪
い
か
を
自
ら
に
問

い
、
ま
た
他
か
ら
問
わ
れ
て
な
さ
れ
て
ゆ
く
も
の
で
す
。
確
か
に
我
々
が
生
き
て
ゆ
く
、

と
い
う
こ
と
は
、
カ
フ
カ
が
こ
の
奇
妙
な
短

編
小
説
に
描
い
た
よ
う
な
も
の
で
す
。
私
た
ち
は
、

み
ん
な
と
一
緒
に
学
び
、
語
り

い
ま
こ
の
チ
ャ
ペ
ル
に
多
数
集
ま
っ
て
い
ま
す
。

合
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
に
も
自
分
だ
け
な
ど
と
言
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
の
時
代
に
共
に
生
き
て
い
る
の
で
す
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、

そ
れ
で
も
そ
れ
ぞ
れ
は
、
他
の
人
に
代
わ
っ
て
も
ら
え
な
い
、
自
分
だ
け
の
生
を
歩
ま
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
こ
の

「
他
の

人
に
代
わ
っ
て
も
ら
え
な
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
独
特
の
秘
密
で
あ
り
、
こ
の
カ
フ
カ
の
短
編
小
説
の
ポ

イ
ン
ト
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
男
は
、
門
番
に
入
る
こ
と
を
阻
ま
れ
て
、
許
し
が
出
る
ま
で
、
待
つ
こ
と
に
し
ま
し
た
。
自
分
か
ら
、
困
難
を
覚
悟
し
、
乗
り

越
え
て
門
に
入
る
の
で
な
く
、
誰
か
が
入
れ
て
く
れ
る
の
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
。
自
分
で
決
め
る
の
で
な
く
、
「
み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖

く
な
い
」
式
に
、
み
ん
な
を
待
っ
て
い
た
と
も
言
え
ま
す
。
そ
の
結
果
、
死
ぬ
ま
で
、
自
分
に
だ
け
定
め
ら
れ
た
門
の
傍
ら
に
件
ん
で

し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
の
物
語
を
読
ん
で
い
る
と
、
こ
の
田
舎
出
の
男
に
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
、
カ
フ
カ
の
心
の
奥
底
の
悲
鳴

と
で
も
い
う
も
の
が
聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
保
険
局
の
役
人
と
し
て
平
凡
な
日
々
の
生
活
を
重
ね
て
い
た
カ
フ
カ
は
、

魂のことをする

自
分
の
生
涯
が
、
こ
の
男
と
同
じ
く
、
自
分
の
門
に
入
ら
な
い
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、

と
の
不
安
と
恐
れ
に
苛
ま
れ

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
短
編
が
多
く
の
人
々
を
捉
え
、
様
々
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
も
、
人
々
が
、
こ
こ
に
自
分
の
姿
、
が
く
っ
き

り
映
し
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
て
き
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門
」
と
い
う
の
は
謎
め
い
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
も
の
あ
る
は
ず
が
な
い
、

み
ん
な
と
共
通
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し
か
し
こ
の



の
門
、
共
通
の
人
生
が
あ
る
だ
け
だ
、

と
反
論
し
た
く
な
り
ま
す
。
カ
フ
カ
も
暗
示
す
る
だ
け
で
、
こ
の
門
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
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の
か
な
ど
は
こ
れ
以
上
一
切
語
っ
て
い
ま
せ
ん
。

生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」

私
は
こ
の

「
自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門
」

の
謎
に
、
或
る
一
つ
の
光
、
或
る
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
と
思
わ
れ
る
、
も
う
一
つ
の
文
章

を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
精
神
病
理
学
者
の
ヴ
ィ
ク
ト

i
ル
・
フ
ラ
ン
ク
ル
と
い
う
人
の
書
い
た
『
夜
と
霧
』
と
い
う
自
伝
的
報
告

の
中
に
あ
る
も
の
で
す
。
『
夜
と
霧
』
と
い
う
の
は
原
題
で
は
な
く
、
訳
者
の
霜
山
徳
爾
さ
ん
と
い
う
人
が
作
っ
た
も
の
で
、
原
題
は

『
一
人
の
精
神
病
理
学
者
、
強
制
収
用
所
を
体
験
す
る
』
(
何
百

3
ヨ
gzmR-与
丹
念
ω
問。ロ

NgHEgg-認
め
円
)
と
い
う
も
の
で
す
。

人
の
ユ
ダ
ヤ
人
医
師
が
ナ
チ
ス
の
強
制
収
容
所
の
地
獄
を
生
き
延
び
た
体
験
を
記
し
た
も
の
で
す
。
こ
の
原
題
は
、
日
本
語
で
は
、
少

し
軽
薄
な
体
験
記
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
、
日
本
語
訳
者
の
霜
山
さ
ん
は
『
夜
と
霧
』
と
い
う
印
象
的
な
題
に
し
た

の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
素
晴
ら
し
い
書
き
換
え
で
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
或
る
日
突
然
、
自
分
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
逮
捕
さ
れ
、
強
制
収
用
所
に
送
り
込

ま
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
持
っ
て
い
た
財
産
だ
け
で
な
く
、
精
神
科
医
と
し
て
約
束
さ
れ
て
い
た
希
望
に
満
ち
た
未
来
の
す
べ
て
、
優
し

い
夫
人
と
の
幸
福
な
家
庭
と
そ
の
生
活
の
す
べ
て
を
奪
わ
れ
て
収
容
所
に
送
り
こ
ま
れ
ま
す
。
シ
ャ
ワ
ー
室
の
前
で
着
て
い
た
す
べ
て

を
脱
、
か
さ
れ
て
水
を
浴
び
た
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
す
べ
て
が
文
字
通
り
剥
ぎ
取
ら
れ
た
と
感
じ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
恐
ろ
し
い
絶
望

の
日
々
が
始
ま
り
ま
す
。

し
か
し
彼
は
自
分
が
精
神
科
医
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
お
り
、
す
べ
て
を
奪
わ
れ
て
い
る
が
、
少
な
く
と



も
自
分
に
起
こ
る
す
べ
て
、
自
分
の
周
囲
の
人
々
に
起
こ
る
す
べ
て
を
見
つ
め
、
観
察
す
る
こ
と
だ
け
は
し
続
け
よ
う
と
心
に
決
め
ま

す。
す
べ
て
の
望
み
を
奪
わ
れ
た
苦
悩
と
絶
望
の
閣
の
中
で
、
人
々
が
最
初
に
無
意
識
の
う
ち
に
共
通
に
な
す
こ
と
は
、
こ
の
苦
悩
と
絶

望
の
痛
み
に
慣
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
石
の
よ
う
に
も
は
や
痛
み
や
喜
び
を
感
じ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
っ
た
と
述
べ
て
い

ま
す
。
「
無
感
覚
、
感
情
の
鈍
磨
、
内
的
な
冷
淡
と
無
関
心
:
:
:
収
容
所
囚
人
の
心
理
的
反
応
の
第
二
の
段
階
の
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
彼

を
ま
た
ま
も
な
く
毎
日
の
、
毎
時
間
の
殴
打
に
対
し
て
も
無
感
覚
に
さ
せ
た
。
こ
の
無
感
動
こ
そ
、
当
時
囚
人
の
心
を
包
む
最
も
必
要

な
鎧
兜
で
あ
っ
た
」
(
同
書
、

一
O
三

四

頁

)

し
か
し
こ
の
よ
う
な
麻
庫
状
態
に
ま
ど
ろ
ま
ざ
る
を
え
な
い
時
期
を
経
て
、

フ
ラ
ン
ク
ル
は
す
こ
し
づ
っ
気
づ
く
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
の
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
の
中
で
、
最
も
貴
重
な
洞
察
で
あ
り
、
こ
の
書
の
頂
点
と
言
え
る
と
こ
ろ
で
彼
は
記
し
て
い
ま
す
。

「
精
神
的
自
由
、
す
な
わ
ち
環
境
へ
の
自
我
の
自
由
な
態
度
は
、
こ
の
一
見
絶
対
的
な
強
制
状
態
の
下
に
お
い
て
も
、
外
的
に
も

内
的
に
も
存
し
続
け
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
英
雄
的
な
実
例
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
強
制
収
容
所
を
経
験
し
た
人
は
誰
で
も

バ
ラ
ッ
ク
の
中
を
こ
ち
ら
で
は
優
し
い
言
葉
、
あ
ち
ら
で
は
最
後
の
パ
ン
の
一
片
を
与
え
て
通
っ
て
ゆ
く
人
間
の
姿
を
知
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
少
数
の
人
数
で
あ
っ
た
に
せ
よ
1

1

彼
ら
は
、
人
が
強
制
収
容
所
の
人
間
か
ら
一
切
を
奪
い
う
る

魂のことをする

か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
た
っ
た
一
つ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
与
え
ら
れ
た
事
態
に
或
る
態
度
を
と
る
人
間
の
最
後
の
自
由
を
奪

う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
の
証
明
力
を
持
っ
て
い
る
。
「
あ
れ
こ
れ
の
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
存
す

る
の
で
あ
り
、
収
容
所
の
毎
日
毎
時
が
こ
の
内
的
な
決
断
を
行
う
数
千
の
機
会
を
与
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
内
的
決
断
と
は
、

人
間
か
ら
そ
の
最
も
固
有
な
も
の
|
|
内
的
自
由
ー
ー
を
奪
い
、
自
由
と
尊
厳
を
放
棄
さ
せ
て
、
外
的
条
件
の
単
な
る
玩
弄
物
と

159 



し
、
「
典
型
的
な
」
収
容
所
囚
人
に
鋳
直
そ
う
と
す
る
環
境
の
力
に
陥
る
か
陥
ら
な
い
か
、

と
い
う
決
断
で
あ
る
」
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フ
ラ
ン
ク
ル
は
収
容
所
の
中
で
、
は
じ
め
は
自
分
を
含
め
人
々
が
一
様
に
、
絶
望
し
、
ハ
リ
ネ
ズ
ミ
の
よ
う
に

身
を
守
る
た
め
に
、
感
情
を
殺
し
、
石
の
よ
う
に
何
も
感
じ
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
く
さ
ま
を
見
つ
め
ま
し
た
。
し
か
し
次
第
に
一
人

先
に
見
た
よ
う
に
、

ひ
と
り
の
反
応
に
差
が
あ
る
こ
と
を
知
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
人
間
は
決
し
て
、
壁
に
投
げ
ら
れ
る
ボ

l
ル
の
よ
う
に
、
或
る
角
度
に

投
げ
ら
れ
れ
ば
、
同
じ
方
向
に
向
か
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
或
る
人
々
は
単
に
自
ら
の
運
命
を
呪
い
、
絶
望
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
、

別
の
人
々
は
「
バ
ラ
ッ
ク
の
中
を
こ
ち
ら
で
は
優
し
い
言
葉
、
あ
ち
ら
で
は
最
後
の
パ
ン
の
一
片
を
与
え
て
通
っ
て
ゆ
く
」

の
で
し
た
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
あ
ら
た
め
て
、
「
あ
れ
こ
れ
の
態
度
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
ま
ぶ
し
い
よ
う
な
意
味
を
か
み
締
め
て
い

ま
す
。
単
に
あ
れ
こ
れ
の
選
択
で
は
な
く
、
選
択
で
き
る
と
い
う
自
分
を
選
ぶ
か
、
単
に
状
況
に
流
さ
れ
る
だ
け
に
す
る
か
の
決
断
、

選
択
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
彼
は
、
、
ぎ
り
ぎ
り
の
決
断
の
前
に
立
っ
て
い
ま
す
。
単
に
ボ

l
ル
の
よ
う
に
無
反

応
に
、
状
況
に
流
さ
れ
る
か
、
そ
の
よ
う
な
環
境
全
体
に
抵
抗
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
を
選
ぶ
か
で
す
。

あ
れ
こ
れ
の
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
二
千
年
以
前
に
す
で
に
ス
ト
ア
哲
学
の
賢
者
た
ち
が
発
見
し
て
い

ま
し
た
。
暴
虐
な
独
裁
者
、
皇
帝
に
対
し
て
、
自
ら
の
命
を
絶
つ
自
由
を
自
分
は
も
っ
て
お
り
、

い
か
な
る
力
を
も
っ
た
暴
君
も
こ
の

自
由
を
奪
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
知
っ
て
い
た
の
で
す
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
の
人
間
の
選
択
の
自
由
と
い
う
も
の
を
、
ま
っ
た

く
新
し
い
現
代
的
な
相
の
下
で
見
て
い
ま
す
。
現
代
に
お
い
て
多
く
の
人
々
が
こ
の
よ
う
な
自
由
を
否
定
し
よ
う
と
し
ま
す
。
我
々
の

行
動
は
D
N
A
で
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
現
在
の
は
や
り
の
言
葉
と
も
言
え
ま
す
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
ル
は
断
固
主
張
し
ま
す
。

「
か
つ
て
フ
ロ
イ
ト
は
こ
う
言
っ
た
『
た
く
さ
ん
の
い
ろ
ん
な
人
た
ち
を
み
ん
な
同
じ
よ
う
な
飢
え
に
さ
ら
し
て
み
れ
ば
ど
う
な



る
、
だ
ろ
う
か
。
そ
の
飢
え
が
我
慢
の
限
界
を
越
え
て
つ
よ
く
な
る
に
つ
れ
て
、

そ
れ
に

一
人
ひ
と
り
の
違
い
は
不
鮮
明
に
な
り

代
わ
っ
て
満
た
さ
れ
な
い
飢
え
を
表
現
す
る
一
つ
の
同
じ
行
動
だ
け
が
現
れ
て
く
る
だ
ろ
う
』
と
。
し
か
し
強
制
収
容
所
で
は
、

こ
の
逆
こ
そ
が
真
理
で
あ
っ
た
。
人
々
は
ま
す
ま
す
、

そ
の
多
様
さ
を
際
立
た
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
獣
性
が
正
体
を
現
し
、

そ
し
て
同
時
に
聖
な
る
も
の
も
姿
を
現
し
て
き
た
。
飢
え
て
い
た
こ
と
で
は
み
ん
な
同
じ
で
あ
っ
た
が
、
人
々
は
一
人
ひ
と
り
み

ん
な
違
っ
て
い
た
。
実
際
、
カ
ロ
リ
ー
は
重
要
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
結
局
、
人
間
は
そ
の
人
の
直
面
し
て
い
る
条

件
に
支
配
さ
れ
て
な
ど
い
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
そ
の
条
件
の
方
こ
そ
、
人
間
の
決
断
い
か
ん
に
支
配
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
識
す
る
し
な
い
に
関
わ
り
な
く
、
人
間
は
決
断
を
下
し
て
い
る
。
勇
敢
に
立
ち
向
か
う
か
、

に
よ
っ
て
決
さ
れ
る
が
ま
ま
の
自
分
に
し
て
お
く
か
否
か
を
」

そ
れ
と
も
く
つ
す
る
の
か
。
条
件

そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
態
度
を
取
り
う
る
し
、
実
際
取
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
も
と
に
、
彼

は
こ
の
本
で
最
も
貴
重
な
呼
び
か
け
を
し
ま
す
。
そ
れ
が
「
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
反
対
に
何
の
生
活
目
標
を
も
も
は
や
眼
前
に
見
ず
、
何
の
生
活
内
容
も
も
た
ず
、
そ
の
生
活
に
お
い
て
何
の
目
的
も
認
め
な
い

人
は
哀
れ
で
あ
る
。
彼
の
存
在
の
意
味
は
彼
か
ら
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
全
く
拠
り
所
を
失
っ
た
人
々
は

魂のことをする

や
が
て
倒
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
励
ま
し
の
言
葉
に
反
対
し
、
あ
ら
ゆ
る
慰
め
を
拒
絶
す
る
彼
等
の
典
型
的
な
口
の
き

き
方
は
、
普
通
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
「
私
は
も
は
や
人
生
か
ら
期
待
す
べ
き
何
も
の
も
持
っ
て
い
な
い
の
だ
」
。
こ
れ
に
対
し
て

人
は
如
何
に
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、
生
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
い
の
観
点
変
更
な
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
人
生
か
ら
何
を
我
々
は
ま
だ
期
待
で
き
る
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
生
が
何
を
我
々
か
ら
期
待
し
て
い
る
か
が
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問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
我
々
は
学
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
絶
望
し
て
い
る
人
間
に
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
哲
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学
的
に
誇
張
し
て
言
え
ば
、
こ
こ
で
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
が
問
題
な
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
我
々
が
人
生
の
意

味
を
問
う
の
で
は
な
く
、
我
々
自
身
が
問
わ
れ
た
者
と
し
て
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
人
生
は
我
々
に
毎
日
毎
時
、
聞
い
を
提
出

し
、
我
々
は
そ
の
聞
い
に
、
詮
索
や
口
先
で
は
な
く
て
、

正
し
い
行
為
に
よ
っ
て
応
答
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
生

と
い
う
の
は
結
局
、
人
生
の
意
味
の
問
題
に
正
し
く
答
え
る
こ
と
、
人
生
が
各
人
に
課
す
る
使
命
を
果
た
す
こ
と
、
日
々
の
務
め

を
行
な
う
こ
と
に
対
す
る
責
任
を
担
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」

彼
は
、
も
は
や
何
も
期
待
す
べ
き
も
の
は
自
分
に
は
な
い
と
絶
望
し
、
崩
れ
て
い
く
者
に
対
し
て
、

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
な
、

つ
ま
り

百
八
十
度
の
転
回
を
せ
ま
り
ま
す
。
確
か
に
、
我
々
は
、
こ
れ
か
ら
何
が
自
分
に
起
こ
り
う
る
か
、
未
来
に
何
を
期
待
し
う
る
か
と
い

う
こ
と
を
最
大
の
関
心
事
と
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
自
分
の
思
う
よ
う
に
な
ら
ず
、
期
待
ど
お
り
に
実
現
し
な
い
場
合
、
絶
望
し
て
し

ま
い
ま
す
。
気
を
取
り
直
し
て
み
ま
す
が
、
繰
り
返
し
期
待
を
裏
切
ら
れ
、
希
望
を
持
ち
え
な
く
な
れ
ば
、
く
ず
折
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

し
か
し
フ
ラ
ン
ク
ル
は
こ
こ
で
転
換
を
求
め
ま
す
。
「
生
の
意
味
の
問
い
に
つ
い
て
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
ま

す
。
我
々
は
生
に
、
何
が
期
待
で
き
る
か
と
問
う
者
で
は
な
く
、
我
々
自
身
が
問
わ
れ
た
者
と
し
て
体
験
さ
れ
る
と
語
り
ま
す
。
問
う

側
に
立
つ
の
で
な
く
、
問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て
自
分
を
見
る
と
い
う
の
で
す
。
誰
が
問
う
の
か
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
っ

た
か
ら

ユ
ダ
ヤ
教
の
神
を
信
じ
て
い
た
か
ら
、
問
わ
れ
る
者
と
し
て
自
分
を
体
験
し
た
が
、
神
や
宗
教
を
も
た
な
い
自
分
に
は
そ
ん

な
転
回
は
で
き
な
い
と
言
い
逃
れ
る
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
フ
ラ
ン
ク
ル
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
る
の
は
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
い
の
で
す
。
問
う
て
い
る
の
は
、
彼
が
置
か
れ
て
い
る
こ
の
絶
望
的
な
収
容
所
と
い
う
状
況
全
体
な
の
で
す
。
彼
は
、
こ
の
状

況
全
体
を
自
分
に
対
す
る
問
い
と
し
て
受
け
止
め
て
い
る
の
で
す
。
彼
に
は
愛
し
た
奥
さ
ん
が
い
ま
し
た
。
し
か
し
別
れ
別
れ
に
さ
れ



て
し
ま
い
ま
し
た
。
有
能
な
精
神
病
理
学
者
と
し
て
の
未
来
を
根
こ
そ
ぎ
奪
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
絶
望
的
な
状
況
の
全
体
が
、

「
と
こ
ろ
で
お
前
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
の
か
?

単
に
絶
望
し
て
呪
う
だ
け
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も

こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
も
、

よ
り
悲
し
み
と
苦
悩
と
弱
さ
の
内
に
あ
る
人
々
の
傍
ら
に
立
つ
と
い
う
態
度
を
取
る
の
か
、

そ
れ
は

こ
の
状
況
だ
か
ら
必
然
的
に
一
つ
し
か
な
い
道
で
は
な
く
、

お
前
が
選
び
う
る
多
く
の
自
由
な
道
な
の
だ
」
と
い
う
語
り
か
け
と
し
て

理
解
し
て
い
ま
す
。

こ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
私
に
何
が
与
え
ら
れ
る
か
と

問
う
こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
く
、
問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て
立
つ
こ
と
が
大
事
だ
と
言
い
ま
す
。
私
に
何
が
与
え
ら
れ
る
か
と
問
う
、

と
い
う
の
は
、
自
分
の
思
う
が
ま
ま
に
で
な
く
、
私
に
い
わ
ば
降
り
か
か
っ
て
く
る
も
の
を
自
分
に
一
番
大
事
な
こ
と
と
考
え
る
こ
と

で
す
。
私
た
ち
は
実
際
そ
う
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
願
っ
て
い
る
こ
と
は
必
ず
し
も
自
分
の
意
の
ま
ま
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
入
り
た

い
大
学
、

っ
き
た
い
就
職
が
あ
っ
て
も
、
願
っ
て
い
る
よ
う
に
は
必
ず
し
も
実
現
さ
れ
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の
関
心
の
九
九
パ
ー
セ
ン
ト

が
こ
の
私
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
も
の
の
良
し
悪
し
に
集
中
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
喜
ん
だ
り
悲
し
ん
だ
り
、
ま
さ
に
一
喜

一
憂
し
て
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル
も
そ
れ
を
否
定
し
は
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
が
唯
一
大
事
で
あ
る
か
の
ご
と
く
、

い
わ
ば
痘

撃
し
緊
張
に
震
え
て
そ
の
与
え
ら
れ
る
も
の
は
何
か
と
問
う
こ
と
に
、
待
て
、

と
い
う
の
で
す
。
そ
れ
も
大
事
だ
け
れ
ど
、
も
っ
と
大

事
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
す
。
私
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
、
私
に
対
し
て
生
じ
、
降
り
か
か
っ
て
く
る
も
の
に
だ
け
目
を
向
け
て
、

魂のことをする

そ
の
私
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
ず
、
や
っ
て
く
る
も
の
に
対
し
て
、
私
、
か
ど
う
対
応
し
、
ど
の
よ
う
な
態
度

を
と
る
か
、
本
当
に
大
事
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
日
を
注
が
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
む
し
ろ
こ
の
後
の
方
の
自
分
の
応
答
な
の
だ
と

血
眼
に
な
る
の
で
は
な
く
、

言
う
の
で
す
。
人
の
目
を
引
く
の
は
、
外
か
ら
降
り
か
か
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
す
る
私
の
応
答
、
ど
う
態
度
を
と
っ
た

か
は
人
々
の
目
に
留
ま
り
に
く
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
本
当
に
大
事
な
の
は
、
あ
る
い
は
唯
一
大
事
な
の
は
、
こ
の
私
の
応
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答
な
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
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も
う
一
つ
、
こ
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
と
い
う
こ
と
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
自
分
の
置
か
れ
た
状
況
が
自
分
へ

の
問
い
と
な
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
問
い
か
け
る
も
の
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
ル
が
考
え
て
い
る
の
が
、

自
分
に
与
え
ら
れ
た
具
体
的
状
況
そ
の
も
の
だ
と
し
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
私
に
問
い
か
け
と
な
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
試
験

に
合
格
し
た
こ
と
、
恋
人
に
ふ
ら
れ
た
こ
と
、
た
だ
そ
の
事
実
が
あ
る
だ
け
で
、

そ
れ
は
事
実
と
い
う
沈
黙
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
れ

が
わ
た
し
に
と
っ
て
の
問
い
か
け
な
ど
す
る
は
ず
が
な
い
で
は
な
い
か
、

と
反
論
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
三
つ
の
こ
と
を
示
唆
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
つ
は
、
自
分
の
置
か
れ
た
具
体
的
状
況
が
問
い
と
な
り
、
自

分
が
問
わ
れ
て
い
る
と
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
の
は
、
そ
の
状
況
に
対
し
て
自
分
が
取
り
う
る
の
は
、
唯
一
つ
で
は
な
い
、

と
気
づ
く
時
に
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
恋
人
に
裏
切
ら
れ
る
な
ら
誰
も
が
絶
望
し
、
恋
人
を
殺
し
た
い
ほ
ど
憎
む
、

そ
れ
以
外
に
な
い
。

そ
れ
は
必
然
の
避
け
が
た
い
こ
と
だ
と
も
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
最
初
の
反
応
は
同
じ
だ
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
立
ち

上
が
り
方
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
恨
み
ぬ
く
か
、

そ
の
傷
を
抱
え
な
が
ら
も
、
相
手
の
立
場
、
気
持
ち
、
事
情
に
思
い
至
る
か
、

そ
の

よ
う
な
絶
望
的
な
状
況
に
も
、
様
々
の
態
度
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
気
づ
く
と
き
、
お
前
は
ど
う
す
る
の
だ
と
問
わ
れ
る
立
場
に

立
っ
て
い
る
と
フ
ラ
ン
ク
ル
は
言
う
の
で
す
。

第
二
に
、
し
か
し
お
そ
ら
く
そ
れ
だ
け
で
は
、

い
ま
だ
状
況
が
問
い
か
け
て
く
る
と
ま
で
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
問
い
か
け
と
は

「
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
中
で
、
お
前
は
何
を
選
ぶ
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
単
に
様
々
な
可
能
性
、
が

あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、

そ
の
中
の
一
つ
を
ど
れ
に
す
る
の
か
と
の
問
い
か
け
で
す
。
よ
く
自
由
と
は
様
々
な
可
能
性
が
あ
る
こ
と

だ
と
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
は
正
し
い
の
で
す
が
、
ま
だ
半
分
の
真
理
で
す
。
自
由
と
い
う
の
は
、
様
々
な
こ
と
が
出
来
る
、
可
能
で
あ



る
と
い
う
浮
遊
状
態
の
こ
と
で
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
事
柄
の
半
分
で
す
。
そ
の
よ
う
な
可
能
な
も
の
の
中
か
ら
、
私
は

こ
う
す
る
と
、
自
分
の
回
有
の
行
為
を
為
し
、
自
ら
の
答
え
を
為
し
て
ゆ
く
時
、
自
由
の
も
う
半
分
が
成
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
状
況

が
問
い
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
様
々
な
可
能
性
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
私
は
こ

れ
が
し
た
い
、
こ
れ
を
す
る
と
い
う
唯
一
つ
の
こ
と
を
迫
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
第
三
に
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、

そ
の
よ
う
な
発
見
、
自
分
は
様
々
な
可
能
性
の
も
と
に
立
た
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
中
で

一
つ
を
選
ん
で
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
そ
の
こ
と
を
、
最
も
貴
重
な
こ
と
と
し
て
そ
こ
か
ら
目
を
そ
ら
さ
な
い

こ
と
で
す
。
そ
の
自
分
の
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
生
き
る
う
え
で
最
も
大
事
な
価
値
あ
る
こ
と
と
し
て
肝
に
銘
じ
る
こ
と
で
す
。
そ

れ
が
問
い
か
け
を
聞
く
と
い
う
こ
と
で
す
。
「
様
々
の
態
度
を
取
り
う
る
」
と
い
う
、
言
葉
と
し
て
は
平
凡
な
、
当
た
り
前
と
思
わ
れ
る

こ
と
が
、
自
分
に
と
っ
て
最
も
緊
急
の
こ
と
と
し
て
迫
っ
て
く
る
時
、
問
い
か
け
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル
が

問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て
立
つ
と
い
う
少
し
宗
教
的
な
言
い
方
で
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
発
見
、
気
づ
き
の
全
体
が
、

の
つ
ぴ
き

な
ら
ぬ
事
柄
と
し
て
自
分
に
迫
っ
て
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
彼
の
前
に
生
死
を
決
す
る
刃
の
よ
う
に
こ
の
事
実
が
突
き
つ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル
は
、
毎
日
凍
り
つ
い
た
荒
野
で
穴
掘
り
の
よ
う
な
労
働
を
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
ん
よ
り
曇
っ
た
空
の
下
、
凍
り
つ

い
た
雪
の
原
で
、
「
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
自
分
が
今
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
た
だ
一
つ
、
こ
の
「
お
前
は
ど
う
す
る

魂のことをする

の
か
」
と
の
問
い
か
け
に
、
「
私
は
こ
う
す
る
」
と
答
え
る
こ
と
、
そ
れ
だ
け
で
い
い
ん
だ
、
と
深
く
息
づ
き
領
い
て
い
る
フ
ラ
ン
ク
ル

の
姿
を
見
る
よ
う
な
思
い
が
し
ま
す
。
お
そ
ら
く
誰
か
ら
も
見
捨
て
ら
れ
、
忘
れ
去
ら
れ
て
死
ん
で
ゆ
く
自
分
を
覚
悟
し
て
い
た
で

し
よ
う
。
し
か
し
、
今
自
分
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
間
い
に
答
え
る
、

そ
れ
だ
け
で
よ
い
の
だ
と
分
か
っ
た
の
で
す
。

結
果
と
し
て
過
ち
を
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
二
の
次
な
の
で
す
。
お
前
は
ど
う
す
る
の
か
、

と
の
問
い
に
、
私
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は
こ
う
す
る
と
、

一
つ
の
答
え
を
行
為
す
る
そ
の
よ
う
な
「
自
分
の
場
所
」
に
立
つ
こ
と
が
、

一
番
大
事
な
こ
と
だ
と
分
か
る
こ
と
が

166 

大
事
な
の
で
す
。

こ
う
し
て
こ
の

「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
、
カ
フ
カ
の
問
題
が
不
思
議
な
対
応
を
み
せ
て
き
ま
す
。

「
と
こ
ろ
で
具
体
的
な
運
命
が
人
間
に
あ
る
苦
悩
を
課
す
る
限
り
、
人
間
は
こ
の
苦
悩
の
中
に
一
つ
の
課
題
、
し
か
も
や
は
り
一

図
的
な
運
命
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
間
は
苦
悩
に
対
し
て
、
彼
が
こ
の
苦
悩
に
満
ち
た
運
命
と
共
に
こ
の
世
界

で
唯
一
人
一
回
だ
け
立
っ
て
い
る
と
い
う
意
識
に
ま
で
達
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
何
人
も
彼
か
ら
苦
悩
を
取
り
去
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
何
人
も
彼
の
代
わ
り
に
苦
悩
を
苦
し
み
抜
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
運
命
に
当

た
っ
た
彼
自
身
が
こ
の
苦
悩
を
担
う
と
い
う
こ
と
の
中
に
、
自
ら
に
固
有
の
行
為
を
果
た
す
こ
と
に
対
す
る
た
だ
一
度
の
可
能
性

が
存
す
る
の
で
あ
る
。
強
制
収
容
所
に
い
る
我
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
決
し
て
現
実
離
れ
し
た
思
弁
で
は
な
か
っ
た
。
か
か
る

何
故
な
ら
ば
こ
の
考
え
こ
そ
生
命
が
助
か
る
何
の
機

会
も
な
い
よ
う
な
時
に
、
我
々
を
絶
望
せ
し
め
な
い
唯
一
の
思
想
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
」

考
え
は
我
々
を
救
う
こ
と
の
で
き
る
唯
一
の
考
え
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
!

「
具
体
的
な
運
命
が
人
間
に
あ
る
苦
悩
を
課
す
る
か
ぎ
り
」
と
抽
象
的
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
フ
ラ
ン
ク
ル
自
身
の
問
題
で
言
え
ば
、

ヒ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ズ
ム
が
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
フ
ラ
ン
ク
ル
か
ら
あ
ら
ゆ
る
幸
福
と
希
望
、
愛
す
る
妻
さ
え
も
奪
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

彼
は
繰
り
返
し
、
「
何
故
私
が
こ
ん
な
苦
し
み
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
沈
黙
の
う
ち
に
心
の
中
で
叫
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
間
い
を
問
う
フ
ラ
ン
ク
ル
に
、

そ
し
て
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
に
対
し
て
、
先
の
人
生
の
意
味
の
問
い
に
関
す
る
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
回
」
と
い
う
こ
と
が
深
い
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
で
す
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
苦
し
み
を
、
ほ
か
の
人
で
な
く
、
こ
の
私
が
受
け
ね



ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
答
え
の
な
い
問
い
を
肱
か
ざ
る
を
え
な
い
私
た
ち
に
対
し
て
、
あ
な
た
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
大
切
な

こ
と
は
、
何
故
と
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
が
問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て

「
お
前
は
こ
の
状
況
で
ど
う
す
る
の
か
」
と
の
問
い
に
答

え
る
こ
と
に
集
中
す
る
こ
と
だ
、

と
言
う
の
で
す
。
苦
悩
を
含
ん
だ
与
え
ら
れ
た
自
分
の
状
況
の
全
体
を
問
い
と
し
、
お
前
は
こ
れ
に

対
し
て
、
「
ど
う
答
え
る
の
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て
立
つ
こ
と
、
こ
れ
が
最
も
重
要
な
こ
と
だ
と
、
フ
ラ
ン
ク
ル
は
気
づ
い
た

の
で
す
。
運
命
を
呪
い
、
神
も
仏
も
あ
る
も
の
か
と
絶
望
の
う
め
き
に
く
ず
折
れ
る
の
も
、

一
つ
の
答
え
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、

水
が
上
か
ら
下
に
流
れ
る
よ
う
な
、
誰
も
が
そ
う
な
る
必
然
で
は
な
い
の
で
す
。
ま
さ
に
お
前
の
答
え
で
あ
り
、
そ
れ
が
お
前
だ
、

そ

れ
が
私
だ
と
定
ま
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
な
中
で
も
、
さ
ら
に
一
層
苦
悩
に
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
人
々
に
慰
め
の
言
葉

を
か
け
う
る
人
も
い
る
の
で
す
。

注
意
し
て
ほ
し
い
の
は
、
こ
こ
で
フ
ラ
ン
ク
ル
が
、
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
問
わ
れ
て
い
る
者
と
し
て
引
き

受
け
た
時
、

つ
ま
り
彼
は
、
自
分
が
こ
の

「
苦
悩
に
満
ち
た
運
命
」
を
自
ら
に
向
け
ら
れ
た
問
い
と
し
た
時
、
こ
の
世
界
で
た
だ
一
人

立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
か
。
彼
は
言
い
ま
す
「
何
人
も
彼
の
代
わ
り
に
苦
悩
を
苦
し
み

ぬ
く
こ
と
は
で
き
な
い
」
か
ら
で
あ
る
と
。
こ
れ
は
強
制
収
容
所
と
い
う
ぎ
り
ぎ
り
の
限
界
状
況
を
生
き
た
フ
ラ
ン
ク
ル
だ
け
の
問
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
凡
な
我
々
一
人
ひ
と
り
に
当
て
は
ま
る
こ
と
な
の
で
す
。
自
ら
を
問
わ
れ
た
者
と
し
て
、
全
体
を
問
い
と
し
て

受
け
と
め
る
時
、
初
め
て
人
は
、
他
の
誰
で
も
な
く
、
私
が
問
題
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
れ
以
外
の
時
、
我
々

魂のことをする

は
大
勢
の
中
の
一
人
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
確
か
に
そ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
人
々
の
中
で
、
社
会
の
中
で
、
生
き
て
い
る
の
で
す
。
私
た

ち
は
こ
の
聖
学
院
と
い
う
大
学
機
構
の
一
メ
ン
バ
ー

一
学
生
で
す
。
そ
れ
は
否
定
し
よ
う
の
な
い
事
実
で
す
。
そ
れ
を
否
定
し
て

自
分
が
特
別
の
者
で
あ
る
な
ど
と
思
う
の
は
、
借
越
で
あ
り
、
わ
が
ま
ま
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
事
実
を
否
定
し
な
い
ま

ま
で
、
私
が
、
世
界
に
た
だ
一
人
の
者
で
あ
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
る
場
が
あ
り
う
る
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル
が
「
人
生
の
意
味
の
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コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
と
し
て
見
出
し
た
の
は
、

そ
の
よ
う
な
場
の
発
見
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
場
は
「
さ
あ
ど
う
す
る
、
ど
う
す
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る
」
と
選
択
を
迫
ら
れ
て
、
ど
ち
ら
か
に
決
め
か
ね
て
脂
汗
を
流
す
し
か
な
い
よ
う
な
、
選
択
の
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
選
択
が

間
違
っ
た
と
し
て
も
、
も
う
一
度
「
私
は
こ
う
す
る
」
と
答
え
の
行
為
を
な
す
勇
気
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
場
所
で
す
。

で
す
か

ら
こ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
中
で
否
定
さ
れ
る
律
法
主
義
、
自
ら
の
業
を
誇
る
パ
リ
サ
イ
人
の
言
葉
で
は
な
い
の
で
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル

は
、
人
聞
が
真
に
そ
こ
で
生
き
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
「
場
所
」
、
そ
こ
で
こ
そ
生
き
る
勇
気
を
与
え
ら
れ
る
場
所
を
見
出
し
て
い
る

の
で
す
。

お
わ
り
に

私
は
話
を
カ
フ
カ
の
謎
め
い
た
短
編
小
説
か
ら
始
め
ま
し
た
。
そ
の
話
の
奇
妙
さ
は
、

一
人
の
田
舎
か
ら
出
て
き
た
男
が
、
自
分
だ

け
に
定
め
ら
れ
た
門
に
入
ら
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
門
と
道
は
、
す
べ
て
の
人
に
聞
か
れ
た
共
同
の
も

の
で
、
自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
、

と
い
う
私
た
ち
の
常
識
に
逆
ら
う
、
奇
妙
さ
が
、
こ
の
話
の
ポ
イ
ン
ト

で
も
あ
り
ま
す
。
カ
フ
カ
は
、
「
自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
う

る
の
か
に
つ
い
て
は
、
述
べ
て
い
ま
せ
ん
。
謎
を
浮
き
立
た
せ
て
、
微
笑
し
な
が
ら
立
ち
去
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

フ
ラ
ン
ク
ル

の
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
は
そ
れ
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
分
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門

が
何
か
初
め
か
ら
あ
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
、
何
故
こ
の
私
が
こ
の
よ
う
な
ひ
ど
い
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
運

命
に
あ
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
と
の
問
い
に
岬
く
と
き
、
そ
の
問
い
を
胸
に
秘
め
つ
つ
、
問
う
者
か
ら
問
わ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
と
、

百
八
十
度
姿
勢
を
換
え
る
時
、

そ
こ
に
私
だ
け
に
定
め
ら
れ
た
門
と
道
と
が
見
え
て
く
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
世
界
の
中
で
唯
一
の



者
と
し
て
自
分
を
受
け
取
る
こ
と
が
、
魂
と
し
て
の
自
分
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
こ
で
か
つ
て
人
々
が
宗
教
と
い
う
言
葉
で
問
題
に

し
て
き
た
事
柄
に
関
し
て
は
じ
め
て
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
う
る
よ
う
に
な
る
の
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。
「
魂
の
こ
と
を
す
る
」
と
い
う

の
は
、

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
生
を
真
に
一
目
的
な
も
の
と
し
て
受
け
と
め
直
し
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
に
、

し
か
も
選
択
を
間
違
え
ま
い
と
し
て
緊
張
に
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
、

一
回
限
り
の
選
択
を
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
間
違
い
を
な
し

不
器
用
に
し
か
生
き
ら
れ
な
い
者
も
な
お
、
世
界
に
一
人
し
か
い
な
い
か
け
が
え
な
い
者
で
あ
り
、
自
分
に
だ
け
定
め
ら
れ
た
門
に

入
っ
て
行
く
こ
と
を
許
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
て
生
き
る
こ
と
で
す
。

〔二

O
O
八
年
十
二
月
十
日
、
聖
学
院
大
学
人
文
学
部
講
演
会
(
創
立
二
十
周
年
記
念
行
事
)

の
講
演
を
書
き
あ
ら
た
め
た
も
の
〕

魂のことをする

注

(
1
)
大
江
健
三
郎
『
宙
返
り
』
(
下
)
講
談
社
、
一
九
九
七
年
、
四
七
七
頁
。

(
2
)
カ
フ
カ
論
は
あ
ま
た
あ
る
が
、

M
・
ロ
ベ
ー
ル
の
『
カ
フ
カ
の
如
く
孤
独
』
(
東
宏
治
訳
、
人
文
書
院
、

シ
ョ
の
『
カ
フ
カ
論
』
(
粟
津
則
雄
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
)
は
秀
逸
で
あ
る
。

(
3
)
「
提
の
前
」
に
関
す
る
解
釈
も
盛
ん
で
、

J

・
デ
リ
ダ
は
日
本
で
の
講
演
の
一
つ
を
こ
の
寓
話
の
解
釈
に
あ
て
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
『
カ

フ
カ
論
|
|
「
提
の
門
前
」
を
め
ぐ
っ
て
』
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
六
年
。
深
く
領
か
さ
れ
る
の
は
W
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
ご
枚
の
子
供
の

写
真
」
(
『
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
E
』
所
収
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
六
年
)
に
お
け
る
「
提
の
前
」
解
釈
で
あ
る
。

(
4
)
M
・
ロ
ベ
ー
ル
は
前
掲
書
(
一
七
五
頁
)
で
「
こ
の
田
舎
者
が
破
滅
す
る
の
は
、
守
衛
が
そ
の
強
権
を
体
現
し
て
い
る
よ
う
な
集
団
的
タ

ブ
l
の
上
位
に
、
彼
個
人
の
律
法
を
敢
え
て
置
こ
う
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

(
5
)
V
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
夜
と
霧
』
、
霜
山
徳
爾
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
一
年
。
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一
九
八
五
年
)
と
M
・
ブ
ラ
ン



(
6
)
同
書
、
一

O
一
一
一
ー
四
頁
。

(
7
)
同
書
、
一
六
六
頁
。

(
8
)
V
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
〈
生
き
る
意
味
〉
を
求
め
て
』
上
嶋
洋
一
、
松
岡
世
利
子
訳
、
春
秋
社
、

(
9
)
V
・
フ
ラ
ン
ク
ル
『
夜
と
霧
』
一
八
二
l
三
頁
。

(
印
)
同
書
、
一
八
四
l
五
頁
。
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一
九
九
九
年
、
六
九
l
七
O
頁。


