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こ
こ
で
身
鰹
を
問
題
と
す
る
の
は
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
哲
撃
的
考
察
の
一
部
と
し
て
で
あ
る
。
哲
撃
の
問
題
を
い
ろ
い
ろ
と
考
へ
て
ゐ
る
、

う
ち
に
私
に
は
人
間
の
存
在
と
い
ふ
こ
と
が
中
心
の
問
題
と
な
っ
て
来
た
。
そ
の
問
題
の
見
地
か
ら
身
髄
に
つ
い
て
考
へ
て
み
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
そ
う
い
ふ
見
地
か
ら
身
樫
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
い
ふ
こ
と
は
ど
う
い
ふ
意
味
を
も
つ
の
で
あ
ら
う
か
。

我
々
は
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
ふ
。

「
人
間
と
は
か
く
か
く
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
ふ
答
を
橡
期
し
て
そ
の
や
う
に
問
ふ
と
き
、
そ
れ

は
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
人
間
の
本
質
の
限
定
を
求
め
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
人
間
と
は
理
性
を
も
っ
た
生
物
で
あ
る
と
か
、
道

具
を
つ
く
る
動
物
で
あ
る
と
か
と
い
ふ
こ
と
が
云
は
れ
る
。
そ
れ
等
も
人
間
と
は
何
か
と
い
ふ
問
ひ
に
射
す
る
答
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
夫
々
人
間
の
自
己
把
捉
の
特
定
の
仕
方
で
あ
る
。
さ
う
し
て
さ
う
い
ふ
自
己
把
捉
に
は
歴
史
的
に
種
々
な
定
式
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る

通
り
で
あ
る
。
こ
の
や
う
な
人
間
の
本
質
限
定
は
論
理
的
に
ど
う
い
ふ
性
格
を
も
つ
の
で
あ
ら
う
か
。
人
間
と
は
官
ゴ
ユ
を
も
っ
生
物
で
あ
る

と
か
、
人
間
と
は
道
具
を
つ
く
る
動
物
で
あ
る
と
か
と
い
は
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
珠
め
知
ら
れ
た
存
在
物
の
鱒
系
の
中
に
人
聞
を
一
義
的
に
位

置
づ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
の
形
而
上
皐
韓
系
の
中
で
の
人
間
の
「
定
義
」
或
は
位
置
づ
け
は
か
や
う
な
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
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現
代
の
い
は
ゆ
る
「
哲
撃
的
人
間
皐
」
の
目
。
さ
す
と
こ
ろ
も
根
本
的
に
は
そ
れ
と
異
ら
な
い
。
た
だ
普
通
に
「
哲
撃
的
人
間
撃
」
と
自
栴
し
て

ゐ
る
も
の
に
は
、
可
な
り
中
途
-
宏
明
な
仕
方
で
依
存
の
形
市
上
撃
の
概
念
や
科
撃
の
諸
知
見
を
と
り
合
せ
て
論
じ
て
ゐ
る
も
の
が
多
川
o

前
に
も
云
っ
た
や
う
に
、

と
こ
ろ
で
我
φ

は
人
間
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
と
正
賞
に
問
ふ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
か
o

何
で
あ
る
か
と
い
ふ
問
は
、

人
間
の
存
在
、
人
間
が
在
る
こ
と
そ
の
こ
と
は
、
針
象
的
に
限
定
で
き
な
い
こ
と
が
ら
で
は
な
か
ら
う
か
o

同
じ
こ
と
は
生
と
か
現
賓
と
か
に

か
く
か
く
の
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
針
象
的
限
定
を
も
っ
て
答
へ
得
る
と
き
に
の
み
問
と
し
て
の
正
嘗
な
意
味
を
も
っ
。

つ
い
て
も
い
へ
る
で
あ
ら
う
o

針
象
的
限
定
は
人
間
の
存
在
の
中
で
な
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
、
存
在
そ
の
も
の
は
針
象
的
に
限
定
で
き
な
い
。

か
く
言
へ
ば
、
我
々
は
存
在
す
る
現
質
的
な
人
間
に
つ
い
て
、
或
は
現
貰
に
生
き
る
自
己
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
問
ひ
、
考
へ
、

知
る
こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
か
と
反
論
す
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
そ
れ
は
、
言
葉
の
自
然
な
使
ひ
方
を
ま
げ
、
聞
の
賓
質
的
意
味
を
混

飢
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
o

人
聞
を
知
る
、
自
己
を
知
る
と
い
っ
て
も
、
現
賞
に
生
き
る
自
己
が
知
ら
れ
る
仕
方
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か

を
明
か
に
し
な
け
れ
ば
空
し
い
形
式
論
に
す
ぎ
な
い
。

存
在
を
問
ふ
聞
は
「
何
で
あ
る
か
」
(
巧
EHρ
巳
円
。
を
問
ふ
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

「
何
で
あ
る
か
」
の
聞
は
』
巳
門
富
山
宮
♂

2
8
E訂
を
問

ふ
も
の
で
あ
る
o

そ
れ
は
針
合
限
定
を
求
め
る

o

針
象
的
限
定
は
、
限
定
せ
ら
れ
る
針
察
官
重
で
あ
る
場
合
に
限
ら
な
い
。
主
睡
に

ま
た
主
健
郎
客
慢
の
同
一
者
に
つ
い
て
も
、
理
論
的
鰹
系
内
で
の
限
定
が
な
さ
れ
る
限
り
、

つ
い
て
も
、

gmgε
の
限
定
と
し
て
針
象
的
限

定
と
い
っ
て
よ
い
o

現
賞
、
存
在
を
問
題
と
し
て
も
、
そ
れ
が
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
と
し
て
限
定
せ
ら
れ
る
限
り
は
、
結
局
現
賞
す
る
も
の
、
存

在
す
る
も
の
の
限
定
が
な
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
ゅ
シ
ヱ

ηノ

γ
グ
に
従
っ
て
、
現
賞
す
る
も
の
仏
忠
君
広
島
n
r
o
と
現
寅
(
或
は
現
賓
て
あ
る
こ
と
)

色。ョ
E
E
Z
P
と
を
匿
別
す
る
と
す
れ
ば
。
現
賓
で
あ
る
こ
と
に
劃
す
る
遁
嘗
な
問
の
仕
方
が
「
何
で
あ
る
か
」
で
は
な
く
「
い
か
に
あ
る

か
」
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
o

存
在
す
る
も
の
を
で
な
く
、
存
在
を
間
ふ
問
ひ
方
は
「
い
か
に
あ
る
か
」
の
問
で
あ

る。



存
在
に
謝
す
る
聞
が
ど
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
を
考
へ
た
の
は
、

い
ま
の
場
合
人
間
存
在
に
つ
い
て
の
哲
撃
的
考
察
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ

せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
存
在
に
つ
い
て
考
へ
る
の
に
何
故
存
在
そ
の
も
の
或
は
全
種
的
存
在
に
つ
い
て
で
な
く
、
特
に
人
間
存
在
を
考
へ
る
の

か
と
い
ふ
疑
問
に
劃
し
て
は
、
私
の
現
下
の
問
題
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
と
答
へ
る
外
な
い
。
現
在
に
於
て
存
在
を
考
へ
る
哲
撃
と
し
て
何
故
に

一
般
存
在
論
で
な
く
人
間
存
在
論
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
忍
は
そ
の
理
由
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
と
恩
ふ
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
別

の
機
曾
に
詳
論
し
た
い
。

こ
こ
で
は
理
骨
を
あ
げ
な
い
断
言
と
し
て
、
人
間
の
存
在
を
、

一
般
的
存
在
の
秩
序
|
|
そ
れ
は
7

9

A
ト

テ

レ

九

的
な
コ
メ
モ
ユ
の
秩
序
で
あ
れ
、

へ

1
グ

Y
的
な
絶
射
精
神
の
現
質
化
と
し
て
の
歴
史
的
秩
序
で
あ
れ
、
或
は
自
然
主
義
的
準
化
論
の
そ
れ
で

あ
れ
ー
ー
ー
の
中
に
組
み
入
れ
る
と
い
ふ
仕
方
で
人
間
の
存
在
を
十
分
に
解
明
で
き
る
や
う
な
存
在
論
の
可
能
性
が
私
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
云

ふ
に
止
め
る
。

存
在
す
る
も
の
の
領
域
と
し
て
自
然
と
か
歴
史
と
か
が
考
へ
ら
れ
る
。
我
々
は
そ
れ
等
に
つ
い
て
、
そ
れ
等
が
何
で
あ
る
か
を
問
ひ
、
そ
れ

等
の
本
質
の
認
識
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
物
質
、
生
物
さ
う
し
て
恐
ら
く
精
紳
に
つ
い
て
も
そ
れ
の
本
質
の
認
識
が
可
能
で
あ
ら
う
。
し

か
し
現
賓
の
世
界
に
お
い
て
、

そ
れ
等
は
互
に
濁
立
に
「
存
在
」
す
る
と
は
考
へ
ら
れ
な
い
。

ど
れ
か
一
つ
の
領
域
或
は
屠
に
他
の
す
べ
て
を

還
元
す
る
や
う
な
考
へ
方
を
と
れ
ば
別
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
場
合
も
他
の
存
在
膚
の
貰
質
を
獲
じ
て
し
ま
は
な
い
た
め
に
は
、
そ
れ
が
ど
の

や
う
な
仕
方
で
一
に
蹄
着
す
る
の
か
を
具
鰹
的
に
示
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。
存
在
す
る
も
の
の
諸
領
域
が
現
賓
に
お
い
て
い
か
に
結
び
つ
い
て
あ

る
か
、
そ
の
や
う
に
結
び
つ
い
た
現
質
的
存
在
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
る
と
き
、
そ
の
現
質
的
具
種
的
な
在
り
方

は
何
よ
り
も
人
間
の
存
在
に
お
い
て
輿
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
の
他
に
ど
こ
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
私
は
考
へ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
人
聞
が
存
在
の
主
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
十
八
世
紀
の
哲
撃
が
と
っ
た
や
う
な
人
性
論
的
哲
墜
の
立
場
を
と
ら
う
と
い

ふ
の
で
も
な
い
。
十
八
世
紀
の
哲
撃
及
び
そ
の
流
れ
を
く
む
哲
皐
の
い
ふ
所
の
人
間
性
は
、
自
然
と
し
て
謝
象
化
さ
れ
、

一
般
化
さ
れ
た
心
理

的
或
は
心
理
・
生
物
的
人
間
性
に
過
ぎ
な
い
。
近
世
の
哲
撃
は
人
聞
を
中
心
と
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
よ
く
云
は
れ
る
が
、
人
性
論
的
な
哲
撃
は
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人
間
の
立
場
か
ら
、
人
聞
を
基
本
と
し
て
考
へ
る
哲
撃
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
人
間
が
根
本
的
に
問
題
と
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

十
七
世
紀
の
A
口
理
主
義
哲
撃
に
於
て
も
、
人
聞
が
そ
の
理
性
或
は
精
紳
に
於
て
絶
針
的
精
紳
或
は
理
性
と
合
一
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
限
り
、
人

問
の
存
在
が
根
本
的
に
問
題
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
現
代
に
於
て
さ
う
い
ふ
解
決
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
容
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
人
間
の
存
在
は
根
本
的
に
問
題
と
し
て
我
々
に
現
は
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

人
間
の
存
在
を
考
へ
る
と
い
ふ
と
き
、
そ
れ
は
現
賓
の
存
在
に
か
か
は
る
の
で
あ
る
か
ら
、
何
よ
り
も
ま
づ
経
験
に
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
現
賓
を
我
々
に
示
す
の
は
経
験
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
場
合
経
験
は
、
そ
れ
の
具
鰻
的
み
一
面
的
な
在
り
方
に
お
い

て
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
常
に
現
賞
を
経
験
し
て
ゐ
る
と
考
へ
て
ゐ
る
が
、
我
々
の
日
常
的
な
注
意
と
い
ふ
も
の
の
動
き
方
を
反
省

し
て
見
れ
ば
、
我
々
の
日
常
的
に
意
識
し
て
ゐ
る
経
験
が
、
貫
生
活
の
必
要
に
規
定
せ
ら
れ
た
局
部
性
、
偏
向
性
を
も
つ
こ
と
は
容
易
に
理
解

せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
我
々
の
経
験
の
多
く
の
部
分
が
、
表
明
的
な
意
識
か
ら
隠
さ
れ
て
ゐ
る
。
経
験
に
は
、
外
的
な
物
や
出
来
事
の
経
験
だ

け
で
な
く
、
自
己
の
主
鰹
的
経
験
、
他
人
と
の
共
同
的
経
験
も
あ
る
。
人
間
の
歴
史
的
経
験
と
い
は
れ
る
も
の
も
さ
う
い
ふ
面
を
も
っ
。
現
在

の
自
己
、
現
在
の
現
賓
と
い
う
も
の
が
過
去
の
そ
れ
と
離
れ
て
は
な
い
や
う
に
、
現
在
の
経
験
の
在
り
方
は
過
去
の
経
験
と
切
り
離
し
が
た
く
つ

な
が
っ
て
ゐ
る
。
経
験
が
常
識
的
に
経
歴
と
集
積
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
こ
と
も
考
へ
会
は
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
経
験
は
た
だ
感
覚
的
素
材
を
輿

へ
る
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
J
O
K
宮
号
R
3
q
p
z
-
g
の
語
が
示
す
如
く
、
た
だ
受
動
的
に
「
見
出
す
」
の
で
は
な
く
、
た
め
し
て
み
、
動

①
 

い
て
そ
の
結
果
を
見
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
経
験
に
お
い
て
、
人
聞
は
、
意
圃
と
珠
想
と
そ
れ
に
よ
る
行
鋳
の
結
末
と
を
つ
き
合
せ
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、

「
超
越
的
」
な
も
の
の
経
験
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
。

い
づ
れ
に
せ
よ
経
験
と
い
ふ
も
の
が
単
純
自
明
な
も
の
で
は

な
く
、
そ
の
具
鰻
的
、

会
鰻
的
様
相
は
、
周
到
な
訓
練
さ
れ
た
反
省
と
、
精
密
な
分
析
に
よ
ら
な
け
れ
ば
明
か
に
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

哲
墜
に
お
け
る
経
験
の
見
方
に
も
歴
史
的
な
獲
濯
が
認
め
ら
れ
る
。
英
闘
の
博
統
的
な
経
験
論
哲
撃
は
、
経
験
を
、
内
的
及
び
外
的
な
自
然

を
告
知
す
る
も
の
と
し
て
み
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
自
己
経
験
と
い
ふ
面
を
閑
却
し
て
ゐ
る
黙
で
、
経
験
の
偏
っ
た
考
へ
方
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

止

A
J
h



翁

タ
ゾ
ト
は
、
意
識
の
自
澄
的
結
合
形
式
を
も
経
験
の
成
素
と
し
、
経
験
の
構
造
を
一
一
暦
精
密
に
分
析
し
た
が
、
彼
も
さ
う
い
ふ
結
合
形
式
を
含

む
経
験
を
客
観
的
経
験
と
し
て
自
然
科
撃
の
認
識
に
密
着
さ
せ
て
ゐ
る
。
経
験
の
見
方
を
さ
う
い
ふ
自
然
へ
の
偏
向
か
ら
解
放
し
て
、
現
賓
経

験
の
全
面
に
眼
を
向
け
た
も
の
と
し
て
デ
ィ

Y
タ
イ
と
現
象
墜
源
と
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
人
間
存
在
の
考
察
は
、

た
だ
経
験
の
内
在
的
な
反
省
分
析
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
経
験
の
異
に
具
躍
的
な
全
貌
も
こ
れ
ま

で
十
分
に
見
ら
れ
て
ゐ
る
と
も
い
へ
.
な
い
。
だ
か
ら
経
験
と
い
ふ
こ
と
を
強
調
し
た
だ
け
で
は
何
を
も
云
は
な
い
の
に
等
し
い
。
花
は
こ
こ
で

方
法
論
的
な
こ
と
を
あ
ま
り
言
ふ
つ
も
り
は
な
い
が
、
私
の
考
察
の
態
度
と
じ
て
一
臆
そ
れ
に
嫡
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
考
方
の
大
腫
の
方
向
を
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
且
(
樫
的
に
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
行
く
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

い
ろ

い
ろ
な
行
き
方
が
あ
る
で
あ
ら
う
が
、

こ
こ
で
は
ま
づ
人
間
存
在
を
そ
の
自
然
的
な
面
か
ら
み
て
ゆ
く
た
め
に
、
身
抽
胞
の
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。

身
韓
に
つ
い
て
考
へ
る
と
い
っ
て
も
、
人
間
の
存
在
と
い
ふ
問
題
の
一
部
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
限
り
、
身
鰻
を
た
だ
そ
れ
だ
け
と
し
て
切
り

離
し
て
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
哲
撃
で
は
古
来
身
心
の
問
題
が
種
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
来
た
。
精
紳
と
身
鰻
と
を
夫
々
に
針
象
的
に
み
て
、
そ

の
聞
に
因
果
関
係
を
考
へ
、
或
は
心
的
過
程
と
身
樫
的
過
程
の
聞
に
卒
行
関
係
を
求
め
て
ゆ
く
や
う
な
や
り
方
が
な
さ
れ
た
。
そ
れ
等
の
行
き

方
は
い
ろ
い
ろ
解
き
が
た
い
困
難
に
出
く
わ
し
、

そ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
種
々
な
仮
設
的
な
概
念
を
導
き
入
れ
て
問
題
を
盆
々
混
飢
さ
せ
た

と
い
ふ
の
が
賞
妖
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
見
方
は
、
精
紳
と
身
樫
と
を
ど
ち
ら
も
何
か
別
々
の
賞
樫
の
や
う
に
見
る
立
場
に
立
つ
の
で
あ
る
が
、

さ
う
い
ふ
こ
と
が
果
し
て
王
し
い
か
否
か
が
ま
づ
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

身
腫
と
精
紳
と
の
特
有
な
不
可
分
の
結
び
つ
き
は
、
表
現
と
表
現
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
と
も
見
ら
れ
る
。

身
樫
の
う
ち
に
精
神
が
は
い
り
こ
ん
で
ゐ
る
。
身
樫
は
精
神
の
表
現
で
あ

グ
一
ブ

1
グ
ユ
に
よ
れ
ば
、
「
語
一
音

の
中
に
概
念
(
意
味
)

が
は
い
り
こ
ん
で
ゐ
る
の
と
同
じ
や
う
に
、

人

間

存
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と

身

世
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ノ、

る
o

言
葉
の
な
い
概
念
が
な
い
や
う
に
、
現
は
れ
な
い
精
神
も
存
在
し
な
い
o
」
カ
ツ
シ

1
一
フ
ー
も
こ
の
考
に
賛
成
し
「
精
神
と
身
穂
と
の
関
係

は
、
純
象
徴
的
な
関
係
の
第
一
の
原
型
で
あ
り
手
本
で
あ
る
」
と
云
っ
て
ゐ
励
。

と
こ
ろ
で
こ
の
や
う
に
身
心
関
係
が
表
現
関
係
の
原
型
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
す
れ
ば
、

あ
ら
か
じ
め
何
ら
か
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
た
表

原
型
と
み
ら
れ
る
身
心
関
係
そ
の
も
の
の
具
鰹
的
な
在
り
方
を
明
か
に
す
る
の
が
順

現
関
係
に
よ
っ
て
身
心
開
係
を
考
へ
る
べ
き
で
は
な
く
、

序
で
あ
ら
う
o

身
躍
と
精
神
を
物
の
や
う
に
見
な
い
と
云
っ
て
も
、
語
と
意
味
と
の
聞
係
に
較
べ
ら
れ
る
限
り
、
語
と
意
味
と
が
い
ず
れ
も
針

象
化
さ
れ
て
ゐ
る
の
に
準
じ
て
、
身
鰭
と
精
神
と
も
や
は
り
針
象
化
せ
ら
れ
る
こ
と
を
弛
れ
な
い
。

人
間
は
客
鰹
で
は
な
く
主
鐙
で
あ
る
と
い
は
れ
る
o

そ
の
主
鰭
と
し
て
の
人
聞
は
身
鰹
を
も
た
な
い
純
精
神
的
な
主
鰹
な
の
で
あ
ら
う
か
。

も
し
さ
う
な
ら
そ
の
主
鰹
と
し
て
の
人
聞
が
、
身
樫
を
「
持
つ
」
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
o

身
鰹
を
持
つ
と
い
ふ
こ
と
が
、
車
に
任
意

の
針
象
を
持
つ
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
o

な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
認
識
に
お
け
る
感
性
的
な
も
の
は
、
身
鰹
の
所
有
と
い
ふ
こ
と
を

離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
が
、

こ
れ
は
身
馳
胞
が
何
等
か
の
仕
方
で
主
睡
性
を
も
っ
、
或
は
主
鰹
性
に
奥
か
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
純

粋
な
認
識
主
鰻
は
精
神
的
な
も
の
で
、
感
発
器
開
の
よ
う
な
身
種
的
な
も
の
は
、
そ
の
精
紳
の
知
的
視
力
を
混
濁
さ
せ
る
媒
髄
に
す
ぎ
ぬ
と
考

へ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

ー
ル
か
し
そ
う
い
ふ
見
方
は
す
で
に
、
プ
一
プ
ト
ソ
風
の
形
市
上
撃
的
な
先
断
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の

ま
ま
受
け
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
o

む
し
ろ
我
々
は
「
私
が
身
慢
を
持
つ
」
と
い
ふ
と
き
の
「
持
つ
」
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
か
を
考
へ
て
み
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

持
つ
と
い
ふ
の
は
い
ろ
い
ろ
な
場
合
に
い
は
れ
る
。
机
が
色
を
も
っ
、
椅
子
が
脚
を
も
っ
、

子
供
が
本
を
も
っ
:
:
:
等
々
。
私
が
身
腫
を
も

つ
の
は
、

こ
れ
等
の
ど
れ
と
も
具
る
。
身
鰹
は
私
の
属
性
で
も
な
く
、
私
の
た
だ
の
部
分
で
も
な
い
。
ま
た
身
樫
の
な
い
私
と
い
ふ
も
の
が
ま

づ
在
っ
て
、

そ
の
な
が
身
鐙
を
も
っ
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
身
腫
を
も
た
な
い
私
が
、
個
鰹
的
な
現
貫
性
を
も
つ
な
で
あ
り
得
る
だ
ら

う
か
。
私
の
「
精
神
」
は
身
鵠
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
現
賓
の
世
界
に
生
存
し
得
る
だ
け
で
な
く
、

「
な
の
精
神
」
と
し
て
の
精
神
の
個

• 
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別
性
そ
の
も
の
も
身
鰻
な
し
に
は
在
る
遣
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
色
を
も
た
な
い
壷
想
が
具
象
性
を
も
っ
て

「
存
在
」
し
得
ぬ
や
う
な
も
の
で
あ
ら
う
。

私
が
身
鰹
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
れ
を
も
た
な
く
て
も
私
が
私
と
し
て
在
る
こ
と
が
で
き
る
や
う
な
外
面
的
な
所
有
で
は
な
い
。
身
龍
の
所
有

は
、
他
の
種
類
の
所
有
を
本
に
し
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ガ
プ
η
ノエ

Y
・
マ

Y
セ

Y
は
、
身
轄
の
所
有
こ
そ
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
種
の

所
有
が
そ
こ
か
ら
理
解
せ
ら
れ
る
号
デ

Y
で
あ
る
と
い
ふ
。
彼
に
よ
れ
ば
、
何
か
が
切
貰
な
意
味
で
「
私
の
も
の
」
と
い
は
れ
る
と
き
の
所
有

的
結
合
の
中
で
、
最
も
内
面
的
本
質
的
な
も
の
は
身
種
の
所
有
で
、
そ
れ
は
全
く
濁
自
な
統
一
で
あ
る
。
私
の
身
腫
が
「
私
の
も
の
」
で
あ
る

ま
た
た
だ
の
道
具
で
も
な
く
、

①
 

睡
で
あ
る
の
は
、
私
が
感
情
を
も
っ
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

と
い
ふ
と
き
、
身
躍
は
一
つ
の
封
象
で
は
な
く
、

む
し
ろ
「
私
は
私
の
身
鰻
で
あ
る
。
」
た
だ
し
私
が
私
の
身

マ

Y
セ

Y
は
感
じ
る
ハ
お
耳
目
。
限
り
と
い
ふ
が
、
現
質
的
な
な
は
、
主
鰹
と
し
て
も
感
性
を
も
っ
主
躍
で
あ
る
。
身
穂
を
も
っ
主
鰭
の
意
識

的
な
奥
へ
ら
れ
た
方
が
髄
験
〈
何
ユ
与
巳
ω〉

で
あ
る
。

鰹
験
は
感
性
的
な
も
の
と
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
J

感
性
的
な
も
の
を
た
だ
意
識
さ

れ
た
内
容
と
し
て
、
感
発
内
容
の
や
う
な
も
の
と
し
て
考
へ
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
も
の
を
含
ま
な
い
鰻
験
が
、
例
へ
ば
純
粋
思
惟
の
作
用
と
し
て

在
り
得
る
と
も
考
へ
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
内
容
と
し
て
で
な
く
、
鰹
験
の
「
い
ま
」
と
い
ふ
在
り
方
か
ら
見
る
と
、
そ
の
「
い
ま
」
は
感
ぜ
ら

れ
る
「
い
ま
」
で
あ
り
、
感
性
的
な
鰹
験
で
あ
る
。

こ
こ
に
何
か
の
針
象
を
志
向
す
る
作
用
が
あ
る
と
き
、
そ
の
作
用
を
「
い
ま
」
と
し
て
意

識
す
る
意
識
は
新
し
い
志
向
作
用
で
は
な
い
。

「
い
ま
」

の
耀
験
を

「
い
ま
」

と
し
て
志
向
的
に
意
識
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

こ
の
後
者

の
意
識
は
、
そ
れ
が
現
に
前
者
を
志
向
し
て
ゐ
る
限
り
た
だ
感
ぜ
ら
れ
る
だ
け
で
そ
れ
自
身
は
志
向
さ
れ
は
し
な
い
。

プ
ッ
サ

1
Y
が
、
始
ま

と
み
る
べ
き
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
が
、

こ
の
己
円
『
0
4ぐ
Cmω

同月一ロ

フ
オ
W
ム

こ
の
特
有
な
意
識
が
『
「
い
ま
」
と
い
ふ
濁
自
な
形
式
に
於
て
』
意
識
せ
ら
れ
る
と
云
ふ
と

①
 

プ
ツ
サ

1
Y
で
は
「
い
ま
」
の
意
識
が
何
等
か
の
意
味
意
識
の
如
く
み
ら
れ
る
不
明
確
さ
が
残
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
韓
験
の

を
一
つ
の
把
捉
作
用

り
つ
つ
あ
る
い
ま
の
鰹
験
が
、
問
。
同

g民
O
ロ
や
一
月
-O
出
。
包
O
ロ
を
ま
た
ず
に
意
識
せ
ら
れ
る
こ
と
、

き
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「
い
ま
」
が
「
い
ま
」
と
し
て
の
意
識
、
さ
う
い
う
志
向
的
意
味
意
識
と
し
て
在
る
と
す
れ
ば
、

戸、

ど
う
し
て
も
無
限
遡
行
が
避
け
ら
れ
な
い
で

あ
ら
う
。

い
ま
私
に
持
た
れ
て
ゐ
る
、

何
も
の
か
を
志
向
す
る
作
用
と
し
て
の
意
識
は
、
能
作
(
門

3
2ロ
問
〉
の
面
か
ら
み
ら
れ
た
鰹
験
で
あ
る
が
、

な
が
そ
の
鱒
験
に
生
き
て
ゐ
る
と
い
ふ
面
が
あ
る
。

こ
れ
に
針
し
て
そ
の
瞳
験
が

そ
の
や
う
な
鰹
験
の
在
り
方
、

そ
れ
を
な
が
持
つ
仕
方
を

「
感
じ
る
」
と
名
付
け
る
な
ら
ば
、
感
じ
ら
れ
る
鶴
験
は
感
性
的
、
従
っ
て
身
鰹
的
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
。

カ
プ
ト
は
「
我
思
ふ
」
と
い
ふ
統
覚
の
意
識
は
、

あ
ら
ゆ
る
表
象
に
、
そ
れ
が
同
一
の
自
己
意
識
に
属
す
べ
き
で
あ
る
限
り
、
件
ふ
こ
と
が

で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
た
が
、

し
か
し
彼
は
ま
た
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は
純
知
性
的
な
「
我
思
ふ
」
と
い
ふ
作
用
も
、
そ
れ
が
現
貰

に
起
る

(ω
訂
耳
目
包
ゆ
る
た
め
に
は
、
感
性
的
表
象
と
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
、
従
っ
て
経
験
的
な
も
の
は
、
純
知
性
的
能
力
の
適
用
の
或
は

①
 

使
用
の
制
約
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。
あ
ら
ゆ
る
意
識
作
用
は
内
官
の
鯛
畿
を
件
ふ
こ
と
な
し
に
は
起
り
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
は
、
我
々
の
云

ひ
方
で
は
、

あ
ら
ゆ
る
意
識
作
用
が
感
性
的
に
鰻
験
せ
ら
れ
感
ぜ
ら
れ
る
面
を
も
つ
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
。
主
樫
と
し
て
の
身
鰹
と
い
ふ
考
か
ら

す
れ
ば
、
人
間
的
主
鰹
に
感
性
が
本
質
的
に
属
す
る
と
し
た
カ
Y

ト
の
見
解
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

〆

私
の
身
髄
が
草
な
る
客
鰹
で
な
く
主
臆
性
を
も
っ
と
い
ふ
こ
と
は
ど
う
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
ふ
か
。
外
に
見
ら
れ
た
な
の
身
鰻
は
他
人
の
身
髄

と
同
じ
で
、
そ
れ
は
も
は
や
「
私
の
」
身
鐙
と
い
ふ
性
格
を
も
た
な
い
。
な
は
身
鰭
を
も
っ
て
現
賞
に
存
在
し
、

さ
う
い
ふ
も
の
と
し
て
世
界

に
臨
ん
で
ゐ
る
。
私
が
身
鰻
を
も
つ
の
が
い
か
な
る
こ
と
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
客
鰭
と
し
て
の
身
髄
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
感
性

的
な
世
界
が
私
に
現
は
れ
る
現
は
れ
方
に
お
い
て
知
ら
れ
る
。
眼
が
あ
っ
て
見
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
見
ら
れ
、
鰯
れ
ら
れ
る
眼
が
あ
る
こ
と
で

は
な
く
、
私
に
特
定
の
視
界
が
開
け
て
も
の
が
見
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
私
に
現
は
れ
る
感
性
的
な
世
界
の
著
し
い
特
性
は
、
そ
れ
が
「
こ
こ
」
を
中
心
と
し
て
'
次
第
に
周
閣
に
援
が
っ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ

日

h
w
o

「こ
v

こ
は
私
の
身
馳
胞
の
「
中
に
」
あ
り
、
な
に
現
は
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
そ
の
周
り
に
定
位
づ
け
ら
れ
て
現
は
れ
る
。
こ
の
こ
と
は

明
白
な
現
象
的
事
態
で
あ
っ
て
、

a

そ
れ
に
つ
い
て
は
現
象
皐
源
の
人
々
が
肢
に
委
し
く
論
述
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
的
に
現
は
れ
る
も
の

カミ

「
い
ま
」
を
頂
黙
と
し
て
雨
方
向
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
針
臆
し
て
ゐ
る
。
感
性
的
な
世
界
が
「
こ
v

こ
を
中
心
と
し
て
中
心
周
遁

的
な
構
造
を
も
つ
こ
と
は
、
そ
の
世
界
が
身
轄
を
持
つ
夫
々
の
個
的
主
鰹
に
現
は
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
現
象
す
る

経
験
的
な
現
賓
の
本
質
的
構
造
で
あ
る
。

サ

Y
ト

Y
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
、
私
の
現
賞
的
な
存
在
は
世
界
の
包
ロ

2
の
中
で
の
存
在
で
あ
っ
て
、

私
に
と
っ
て
は
私
が
居
な
い
世
界
を
賞
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

①
 

こ
れ
等
は
杢
く
同
一
の
こ
と
で
あ
る
。
L

「
な
が
世
界
の
中
に
は
ひ
っ
て
ゐ
る
こ
と
、
世
界
が
在
る
こ
と
、
私
が
身

簡
を
も
つ
こ
と
、

こ
の
や
う
な
「
こ
こ
」
と
そ
の
周
り
と
い
ふ
直
接
的
な
現
は
れ
方
に
止
ら
な
い
で
、
私
の
身
控
そ
の
も
の
を
針
象
化
し
、
定
ま
っ
た
「
こ
こ
」

の
な
い
開
放
的
な
、
世
界
を
構
成
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

こ
の
方
向
を
お
し
進
め
れ
ば
等
質
的
な
物
理
皐
的
空
間
に
達
す
る
。

こ
の
い
は
ゆ
る

問
主
観
的
な
世
界
は
理
論
的
な
客
観
性
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
我
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
世
界
、
我
々
に
現
賓
に
「
現
は
れ
る
」
世
界
で
は

な
い
。以

上
は
世
界
の
知
覚
的
、
問
先
的
な
現
は
れ
方
で
あ
る
が
、
我
々
の
周
圏
の
も
の
は
た
だ
夫
々
の
位
置
を
も
っ
て
現
は
れ
る
だ
け
で
な
く
、

何
等
か
の
表
情
を
も
っ
。
我
々
の
周
囲
の
世
界
は
快
よ
い
も
の
、
引
つ
け
る
も
の
、

い
や
ら
し
い
も
の
、

反
援
す
る
も
の
等
々
を
浮
き
出
さ
せ
、

会
舘
と
し
て
さ
わ
や
か
な
、

も
の
う
い
或
は
う
ら
さ
び
し
い
等
々
の
相
を
帯
び
る
。
世
界
の
、

ま
た
そ
の
中
の
も
の
の
こ
の
や
う
な
表
情
的
な

現
は
れ
方
は
、
感
賛
や
知
費
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
感
情
的
穂
験
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ら
う
が
、

そ
の
感
情
は
輩
に
主
観
の
妖
態
で
は

p

ι

1

0

 

J

ん
し

η
ノ
ツ
プ
ユ
は
、
私
が
感
情
す
る
と
は
、
自
分
が
何
か
の
仕
方
に
お
い
て
あ
る
針
象
に
向
け
ら
れ
又
は
関
係
し
て
ゐ
る
こ
と
を
感
じ
る
こ

と
だ
と
い
匂
し
か
し
そ
の
艶
象
は
中
性
的
客
観
的
な
針
象
で
は
な
く
、
情
感
、
表
情
を
帯
び
た
針
-
象
な
の
で
あ
る
。
か
や
う
な
表
情
を
感
じ

人

間

存

在

と

身

勝

(

三

宅

)
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た
り
気
分
的
な
世
界
の
中
に
自
分
を
見
出
し
た
り
す
る
自
己
は
、
身
鰭
を
も
っ
主
睦
と
し
て
の
自
己
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
o

表
情
の
世

界
は
内
外
を
分
離
し
が
た
い
生
の
世
界
で
あ
る
が
、
表
情
鰹
験
は
、
そ
れ
の
明
化
的
定
着
と
し
て
の
、

こ
と
ば
に
よ
る
、
或
は
そ
の
他
の
仕
方

に
よ
る
表
現
に
結
び
つ
く
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
で
あ
ら
う
。

我
々
を
閏
む
世
界
の
現
は
れ
方
と
主
躍
的
な
身
髄
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
外
さ
ら
に
行
動
す
る
主
簡
の
場
合
を
考
へ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
身
鰹
を
も
っ
我
々
の
行
矯
は
、
輩
に
決
意
と
い
ふ
や
う
な
内
的
行
矯
に
止
ら
ず
物
に
働
き
か
け
物
を
動
か
す
。
我
々
が
物
を
動
か

す
の
は
た
だ
機
械
的
に
盲
目
に
動
か
す
の
で
は
な
く
、
何
か
の
目
的
、
意
圃
も
っ
て
、
身
飽
を
通
し
て
物
に
働
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

道
具
と
い
う
現
象
が
成
り
立
つ
。
我
々
は
道
具
に
よ
っ
て
物
を
動
か
す
。
身
鰹
は
そ
こ
で
道
具
と
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
し

ば
し
ば
云
は
れ
る
や
う
に
、
身
睡
そ
の
も
の
が
道
具
な
の
で
あ
ら
う
か
。
身
鰹
が
も
し
普
通
の
道
具
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
道
具
は
何
に
よ
っ
て

動
か
さ
れ
る
の
か
。
道
具
と
し
て
の
身
樫
を
動
か
す
心
的
な
も
の
を
考
へ
る
と
す
れ
ば
、
デ
カ

Y
ト
以
来
の
ア
ポ
リ
ノ
ヤ
に
逢
着
せ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ら
う
。
も
し
身
鰹
が
道
具
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
道
具
を
う
ま
く
使
ふ
た
め
に
ま
た
別
の
道
具
が
必
要
と
な
り
、
無
限
遡
行
に
陥
る
こ
と

⑬
 

を
す
Y
ト
Y
が
指
摘
し
て
ゐ
る
。
そ
の
関
係
は
、

一
つ
の
感
覚
器
官
を
踊
る
た
め
に
他
の
感
発
器
官
を
必
要
と
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
な
の

身
鰻
を
た
だ
の
物
盟
的
道
具
と

M
る
の
は
、
そ
れ
を
他
人
の
身
樫
と
同
じ
く
客
種
化
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
な
の
身
鵠
が
私
か
で
あ
る
限

り
そ
の
や
う
な
客
鰹
化
は
で
き
な
い
。
私
が
手
を
使
ふ
と
い
ふ
と
き
、
手
を
使
ふ
と
い
ふ
、
別
な
特
別
な
私
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、

私
の
身
瞳
と
は
別
な
私
が
、
私
に
外
的
な
身
睡
を
た
だ
所
有
す
る
の
で
な
い
の
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
現
寅
的
な
な
が
元
々
身
瞳
を
持
つ
私
で

あ
る
の
と
同
じ
様
に
、
そ
の
世
界
に
生
き
て
行
動
す
る
忍
は
元
来
手
を
使
ふ
な
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

⑫
 

E
Z
B
M
H
B巴
ロ
と
す

Y
ト

Y
が
い
ふ
の
も
理
解
で
き
る
。

「
な
は
な
の
手
で
あ
る
」
す

普
通
の
道
具
は
代
用
可
飽
で
あ
る
が
、
私
の
身
鰹
は
代
用
が
で
き
な
い
。
義
手
を
着
け
る
に
し
て
も
そ
れ
を
着
け
る
な
の
腕
の
つ
け
根
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
輩
な
る
遺
具
は
、
道
具
と
し
て
の
機
能
の
上
だ
け
か
ら
み
れ
ば
、
特
に
「
私
の
」
と
か
「
誰
そ
れ
の
」
と
か
と
い
ふ
こ
と

/ 



は
な
い
。
翫
賞
用
と
し
て
な
ら
さ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
得
る
が
、
翫
賞
せ
ら
れ
て
ゐ
る
限
り
そ
れ
は
も
は
や
純
粋
に
道
具
と
し
て
の
機
能
に
お

い
て
み
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
。
道
具
の
道
具
と
し
て
の
性
能
は
、
道
具
の
物
質
的
な
「
で
き
」
に
即
ち
そ
れ
の
メ
カ
ニ
カ

Y
な
構
成
に
よ
る
。
も

し
私
の
道
具
が
、
他
の
人
々
の
と
遼
ふ
「
私
の
」
と
し
て
の
特
異
性
を
も
っ
と
し
た
ら
、
道
具
と
し
て
は
そ
れ
だ
け
い
び
つ
な
も
の
で
あ
る
だ

ら
う
。
そ
の
こ
と
は
例
へ
ば
顕
微
鏡
の
や
う
な
精
密
機
械
に
つ
い
て
み
れ
ば
明
か
で
あ
る
。
な
の
額
微
鏡
が
特
に
「
忍
の
」
と
し
て
他
の
そ
れ

と
遺
っ
て
ゐ
れ
ば

(
装
飾
的
な
附
加
物
は
別
と
し
て
〉
、

そ
れ
は
不
正
確
で
使
ひ
も
の
に
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
の
こ
と
は
物
指
や
ナ
イ
フ
の

や
う
な
簡
草
な
道
具
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
書
家
の
筆
の
や
ろ
に
、
特
に
道
具
の
個
性
が
利
用
さ
れ
る
場
合
は
別
で
、
そ
こ
で
は
筆
の
貰

用
的
性
能
以
外
の
も
の
が
用
を
な
す
の
で
あ
る
。

な
の
身
鰭
は
「
な
の
」
の
身
髄
で
あ
る
限
り
客
樫
化
さ
れ
な
い
と
云
っ
て
も
、
私
の
身
韓
も
他
人
の
身
韓
と
同
様
に
、

あ
る
意
味
で
客
醸
と

し
て
み
ら
れ
、
道
具
と
し
て
取
扱
は
れ
得
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
可
能
性
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
生
理
墜
の
立
場
か
ら

は
、
我
々
の
身
躍
が
物
理
化
撃
的
作
用
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
る
客
簡
と
み
ら
れ
る
。
そ
れ
は
観
察
さ
れ
、
更
に
皆
墜
的
な
寅
験
さ
え
も
な
さ

れ
得
る
劃
象
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
場
合
、
生
理
撃
者
の
目
に
は
、
身
躍
は
誰
そ
れ
の
身
憶
と
い
ふ
も
の
で
は
な
い
。

一
般
性
を
主
眼
と
す
る

自
然
科
撃
の
目
的
か
ら
は
、
誰
そ
れ
の
と
い
ふ
こ
と
は
意
味
を
も
た
な
い
。
身
鰹
は
そ
こ
で
は
一
般
法
則
的
な
針
象
の
連
闘
の
中
に
編
み
入
れ

ら
れ
る
。
身
鰭
が
一
つ
の
生
理
的
な
系
と
し
て
、

一
つ
の
有
機
種
と
し
て
み
ら
れ
る
の
は
か
や
う
な
場
合
で
あ
る
。
西
国
博
士
の
言
葉
を
か
り

⑬
 

「
運
動
に
よ
っ
て
身
鐙
が
見
ら
れ
る
:
:
・
:
:
魂
の
な
い
機
械
が
、
我
々
に
魂
の
あ
る
機
械
郎
ち
有
機
鰹
を
知
ら
し
め
る
」
の
で
あ
る
。

れ
ば
、我

々
が
鰹
験
す
る
も
の
と
し
で
、
中
心
周
謹
的
な
世
界
に
居
る
限
り
、
内
と
外
と
の
匿
別
封
立
は
絶
射
的
で
卒
等
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

し
か
し
我
々
は
我
々
の
身
樫
そ
の
も
の
を
も
知
的
に
針
象
化
し
、
我
々
の
身
鰻
を
特
定
の
中
心
の
な
い
客
観
的
世
界
に
投
射
し
て
考
へ
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
や
う
に
針
象
化
せ
ら
れ
た
世
界
の
中
に
は
、
鰻
験
す
る
私
、

「
自
分
の
」
身
鰹
を
も
っ
私
が
在
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ

「
こ
こ
」
と
し
て
の
中
心
と

d
自
宅
O
F

と
を
も
っ
生
の
世
界
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
、
全
面
的
に
封
象
化
す
る
こ
と
は
で
き

で
あ
る
か
ら
、人

間

存

在

と

身

樺

(
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な
い
。
そ
れ
を
メ
カ
ニ
カ

Y
な
世
界
に
「
還
元
」
乃
至
は
分
析
す
る
こ
と
に
、
‘
方
法
論
的
以
上
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
は
、
存
在
領
域
の
誤
つ

た
混
同
に
他
な
ら
ぬ
。
鰹
験
よ
り
も
機
能
を
重
視
す
る
現
代
で
は
、
方
法
的
な
も
の
の
存
在
化
が
起
り
が
ち
で
あ
る
。

知
的
な
立
場
で
身
鰹
が
輩
な
る
客
鰹
と
み
ら
れ
る
の
と
封
醸
し
て
、
行
動
的
な
立
場
で
、
人
間
の
身
馳
胞
が
車
な
る
道
具
と
し
て
、
非
主
躍
的

エ
ネ

Y
ギ

1
源
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
、
人
間
の
物
化
と
し
て
問
題
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

に
取
扱
は
れ
得
る
。
他
人
の
身
鰹
を
軍
な
る
峨
労
働
カ
、

し
か
し
他
人
の
身
鰻
を
道
具
と
し
て
取
扱
ふ
こ
と
は
、
生
産
的
関
係
だ
け
で
起
る
の
で
は
な
い
。
異
性
を
自
己
の
欲
望
満
足
の
道
具
と
し
て
扱

ふ
こ
と
も
起
り
得
る
。
こ
れ
等
は
車
に
手
を
持
つ
人
間
と
道
具
と
の
関
係
で
は
な
く
、
封
人
間
的
関
係
に
お
い
て
起
る
道
具
化
で
あ
る
。
こ
れ

は
主
種
的
共
存
か
ら
の
頚
落
の
様
相
に
他
な
ら
ぬ
。

四

我
々
の
現
質
的
な
生
、
或
は
具
鰹
的
な
存
在
に
あ
っ
て
は
、

主
躍
と
し
て
の
我
々
は
身
鰹
を
持
つ
主
鰭
で
あ
る
。
身
鰻
的
な
主
鵠
と
し
て
現

寅
に
在
る
と
い
ふ
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
来
た
や
う
に
、
身
穫
に
よ
っ
て
制
約
せ
ら
れ
る
針
象
界
が
開
け
て
ゐ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

さ
う
い
ふ
針
象
界
と
し
て
ま
今
「
こ
v

こ
を
中
心
に
周
遜
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
視
の
世
界
を
、
次
に
道
具
の
世
界
を
考
へ
て
来
た
の
で
あ

る
。
我
々
が
身
鰭
を
も
っ
主
鰻
と
し
て
在
る
こ
と
は
、

か
や
う
な
世
界
が
我
々
に
現
は
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
別
な
云
ひ
方
を
す
れ

ば
、
我
々
が
身
躍
を
も
っ
主
鑓
と
し
て
世
界
に
臨
ん
で
ゐ
る
或
は
世
界
の
中
に
在
る
こ
と
が
、
見
ら
れ
る
周
謹
の
世
界
、
道
具
の
世
界
を
、
さ

う
い
ふ
も
の
と
し
て
現
は
し
出
す
こ
と
な
の
で
あ
る
。
眼
を
持
つ
主
馳
胞
が
も
の
を
周
囲
に
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
現
は
し
、
手
を
持
つ
主
種
が

も
の
を
把
り
操
ら
れ
る
も
の
、
即
ち
道
具
と
し
て
現
は
れ
し
め
る
。
こ
れ
に
針
し
て
物
を
現
は
し
め
る
第
三
の
仕
方
は
、
言
葉
を
も
っ
主
韓
の

そ
れ
で
あ
る
。

「
言
ひ
あ
ら
は
す
」
こ
と
は
最
も
頴
著
な
も
の
の
「
現
は
し
」
方
で
あ
る
。

た
だ
の
一
音
は
物
種
に
よ
っ
て
も
後
せ
ら
れ
る
が
、
意
味
を
も
っ
一
音
邸
ち
言
葉
は
身
鰹
を
も
っ
人
間
に
特
有
で
あ
る
。
さ
う
し
て
言
葉
を
出
す
、



話
す
と
い
ふ
こ
と
は
濁
語
の
や
う
な
特
別
な
場
合
を
除
い
て
は
、
相
手
に
謝
し
て
な
さ
れ
る
。
否
、
根
本
的
に
考
へ
れ
ば
、
話
し
合
ふ
こ
と
に

お
い
て
相
手
と
い
ふ
も
の
が
成
り
立
ち
、
人
間
同
志
の
聞
に
現
質
的
な
「
共
存
」

(豆一

zo一
ロ
〉
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
多
数
の
人
が
輩
な
る

客
躍
と
し
て
集
っ
て
も
人
間
的
共
存
と
は
い
へ
な
い
。
相
互
の
認
知
と
、
何
等
か
の
交
通

g
B
E
E
g
E
S
が
成
り
立
た
ね
ば
祉
曾
的
共
存
は

⑬
 

現
質
化
し
な
い
。
言
葉
に
よ
る
交
通
、
話
し
合
い
こ
そ
最
も
基
本
的
な
人
間
的
交
通
で
あ
る
。
表
情
や
身
振
り
も
何
か
を
表
は
し
て
居
り
、
そ

れ
が
相
手
に
遁
じ
る
限
り
、
農
い
意
味
で
の
言
葉
と
み
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
曾
的
共
存
の
限
界
は
更
に
賛
げ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
表

情
や
身
振
り
は
、
語
ら
れ
る
言
葉
の
や
う
に
、
も
の
を
言
ひ
あ
ら
は
さ
な
い
。
言
ひ
あ
ら
は
さ
れ
た
、
共
同
的
に
開
示
さ
れ
た
物
の
世
界
を
介

し
て
の
交
通
は
、
言
葉
を
持
つ
主
鰹
同
志
の
問
で
の
み
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

言
葉
を
交
は
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
他
人
と
の
共
存
を
つ
く
り
出
す
、
共
存
的
な
生
を
設
定
す
る
意
味
を
も
っ
。

た
だ
一
方
的
で
何
ら
の
慮
答

の
な
い
一
音
韓
や
身
振
り
は
主
韓
的
共
存
を
つ
く
り
出
さ
な
い
。
我
々
が
嚇
か
し
の
身
振
り
や
大
韓
に
よ
っ
て
動
物
を
追
ひ
携
ふ
と
き
、
そ
の
動

物
と
我
々
と
の
問
に
交
は
り
と
し
て
の
共
存
は
成
り
立
た
な
い
。

一
方
的
で
あ
っ
て
も
命
令
や
演
説
な
ど
の
場
合
は
、
相
手
に
言
葉
の
意
味
の

理
解
が
珠
想
さ
れ
る
の
で
、
共
存
的
交
通
と
い
へ
る
。

言
葉
は
そ
れ
な
ら
ど
う
い
ふ
仕
方
で
も
の
を
「
あ
ら
は
す
」
の
で
あ
ら
う
か
。
言
葉
を
、
肢
に
出
来
上
っ
て
ゐ
る
観
念
や
思
想
の
停
達
手
段
、

そ
の
意
味
で
の
記
競
と
み
な
す
と
す
れ
ば
、
言
葉
に
よ
る
表
現
は
、

た
だ
既
存
内
容
に
つ
け
加
へ
ら
れ
る
外
的
な
標
競
に
過
ぎ
な
く
な
る
。

し

か
し
少
し
注
意
深
く
観
察
す
れ
ば
、

さ
う
い
ふ
見
方
の
誤
っ
て
ゐ
る
こ
と
が
解
る
。
観
念
や
思
想
は
言
葉
に
よ
る
表
現
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
そ

の
内
容
を
明
確
に
す
る
。
言
葉
に
言
ひ
表
は
せ
な
い
鰻
験
と
い
ふ
の
は
、
そ
の
鰹
験
が
ま
だ
「
意
味
」
的
に
形
を
と
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
な
の
で

あ
る
。
意
識
内
容
或
は
鰻
験
内
容
が
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
容
易
に
把
捉
さ
れ
る
場
合
は
こ
の
こ
と
が
朱
づ
か
れ
な
い
。
そ
の
場
合
は
す
で

に
含
蓄
的
に
言
葉
に
よ
る
定
着
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
で
、

ゃへ
Y
グ

y
y
の
い
ふ
や
う
に
経
験
は
出
来
あ
が
っ
た
カ
ー
ド
の
ど
れ
か
に
す
ぐ
嘗
て

は
ま
る
。

「
経
験
」
が
す
で
に
抽
象
的
概
念
化
を
含
む
。

し
か
し
新
し
い
経
験
或
は
具
種
的
に
み
ら
れ
た
鍾
験
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
を
言
ひ
あ
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四

ら
は
す
言
葉
が
探
し
求
め
ら
れ
る
o

さ
う
し
て
こ
の
や
う
な
場
合
は
、
そ
れ
を
表
現
す
る
何
等
か
の
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
限
り
、
睦
験
内
容

そ
の
も
の
も
、

は
っ
き
り
し
た
意
味
と
形
と
を
と
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
馳
胞
験
或
は
経
験
の
内
容
は
言
語
的
表
現
に
達
し
た
と
き
、

は
じ
め
て

そ
れ
自
身
を
意
味
と
し
て
明
瞭
化
す
る
。
そ
の
意
味
で
言
葉
が
も
の
を
「
あ
ら
は
す
」
と
言
へ
る
の
で
あ
る
。
言
葉
と
い
ふ
肉
躍
を
得
る
に
至

ら
な
い
思
想
は
、
形
の
き
ま
ら
な
い
、
未
完
成
の
ぼ
や
け
た
思
想
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
言
葉
に
言
ひ
表
は
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
は
、
人
間
の
共
存
的
な
世
界
に
と
り
入
れ
ら
れ
、
現
質
的
な
、
感
性

的
意
味
的
な
存
在
を
得
る
。
そ
こ
で
思
想
が
肉
鰹
を
得
て
具
髄
化
す
る
の
で
あ
る
。
メ

Y

ロ
・
ポ

Y

チ
は
『
知
発
の
現
象
皐
』
の
中
で
言
葉
は

プ
レ
ザ
シ
久

感
性
的
な
世
界
の
中
で
の
思
想
の
現
存
で
あ
り
、
思
想
の
衣
服
で
は
な
く
、
そ
れ
の
身
鰹
で
あ
る
と
云
っ
て
ゐ
句
。

以
上
は
一
般
的
に
言
葉
の
も
の
を
「
あ
ら
は
す
」
仕
方
に
つ
い
て
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
次
に
言
葉
の
主
要
な
類
別
に
つ
い
て
、
そ
れ
の
表

現
の
仕
方
を
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
慣
用
的
な
日
常
語
や
科
墜
の
言
語
の
や
う
に
、
賞
用
的
乃
至
知
的
な
意
義
だ
け
を
惇
ヘ
或
は
表

は
す
言
語
と
義
術
的
な
言
葉
と
は
表
現
の
仕
方
が
同
じ
で
は
な
い
。

日
常
垣
間
は
経
験
内
容
を
、
そ
れ
の
共
通
的
一
般
性
に
従
っ
て
表
明
す
る
の

で
、
経
験
の
具
鰻
的
個
別
性
に
謝
し
て
は
抽
象
的
で
あ
る
。

こ
の
や
う
な
抽
象
化
は
経
験
内
容
に
劃
す
る
日
常
的
な
注
意
の
仕
方
に
お
い
て
す

で
に
始
ま
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
グ
我
々
の
注
意
は
経
験
さ
れ
た
も
の
の
生
活
へ
の
意
義
、
機
能
に
制
約
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
印
象
に
針
す
る
我

々
の
行
動
的
反
慮
、
の
類
型
性
に
針
臆
し
て
ゐ
る
。
そ
の
面
か
ら
み
れ
ば
、
言
語
の
意
味
は
、
そ
れ
の
ひ
き
起
す
一
致
し
た
行
動
で
あ
る
と
い
ふ

@
 

デ
ュ
ク
ヰ
の
解
穂
も
理
解
せ
ら
れ
る
。
科
撃
の
言
語
も
、
行
動
的
或
は
操
作
的
意
味
を
も
っ
。
た
だ
そ
こ
で
は
、
個
々
の
語
の
相
互
関
係
が
夫

々
の
鵠
系
内
で
の
プ
ァ

γ
ク
ジ
ョ
ナ

Y
な
関
係
に
よ
っ
て
正
確
に
限
定
せ
ら
れ
、
そ
れ
が
語
の
意
味
と
な
っ
て
ゐ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
さ
う

い
ふ
プ
ア
ソ
ク
シ
ョ
ナ

Y
な
限
定
性
を
表
は
す
た
め
に
は
、

日
常
的
な
言
語
よ
り
も
特
殊
な
記
焼
の
方
が
遁
し
て
ゐ
る
。

日
常
的
な
言
葉
も
人
間
の
祉
曾
的
共
存
の
媒
慢
を
な
す
。

し
か
し
日
常
語
に
媒
介
せ
ら
れ
る
共
存
の
仕
方
は
慣
習
的
な
も
の
で
あ
る
。
さ
う

い
ふ
言
葉
の
理
解
の
中
に
止
ま
る
限
り
、
経
験
に
射
す
る
言
語
の
あ
ら
は
し
方
、
そ
の
言
葉
に
よ
る
も
の
の
捉
へ
方
は
抽
象
的
常
套
的
で
あ
る
。
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経
験
の
具
樫
的
な
生
々
し
さ
は
股
け
落
ち
て
し
ま
う
。

こ
の
傾
向
に
反
抗
し
て
、

具
睦
的
な
経
験
を
明
瞭
化
す
る
と
い
ふ
言
葉
の
は
た
ら
き
を

銃
ど
く
生
か
さ
う
と
す
る
の
が
事
術
、
言
語
塾
術
で
あ
る
。
事
術
の
言
葉
は
経
験
の
別
個
的
具
樫
性
を
銃
ど
く
現
は
し
出
す
。
そ
れ
は
日
常
的

な
注
意
の
下
に
あ
る
経
験
把
捉
に
劃
し
て
は
、
新
し
い
内
容
の
提
示
と
感
ぜ
ら
れ
る
。
事
術
の
言
葉
は
し
っ
く
り
し
た
形
を
も
っ
た
内
容
、
肉

躍
を
も
っ
意
味
の
創
造
で
あ
る
と
同
時
に
、
新
し
て
い
鰹
験
内
容
の
後
見
で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
表
現
が
生
れ
る
た
め
に
は
、
事
術
家
は
賞
用

的
知
的
把
捉
の
抽
象
性
を
股
し
、
身
鰭
ち
も
っ
て
形
像
的
に
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
髄
で
考
へ
ら
れ
た
思
想
は
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
そ

れ
を
表
は
す
言
葉
は
直
接
的
な
感
覚
性
を
も
っ
。
言
葉
は
普
通
の
「
意
味
」
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
例
へ
ば
歌
人
な
ど
の
い
ふ
調
べ
、

ひ
び
き
、

匂
い
と
い
ふ
や
う
な
、
言
葉
そ
の
も
の
の
感
魔
的
律
動
性
に
よ
っ
て
表
現
す
る
。

な
は
経
験
内
容
と
か
鰹
験
内
容
と
か
と
い
ふ
語
を
使
っ
た
が
、
生
き
た
経
験
に
あ
っ
て
は
、
経
験
の
奥
へ
る
感
動
と
内
容
と
は
切
り
離
せ
な

ぃ
。
そ
れ
は
一
つ
に
融
合
し
て
ゐ
る
。
事
術
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
は
そ
の
様
な
「
内
容
」
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で

H
出
・
出
口
-
B
3
ω
℃

ot

の己
E
0
8
の
一
一
節
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引
用
し
て
お
き
た
い
。
(
匂
・

5)

吋

Z
B
O民
5
3
3円
寸

O
E
E
S可
主
目
的
斜
の
め

E山
口
町
円

g
g
o
a
。
町
見
習
止
め

HH8
当
日
岡
山
岳
耳

8
e
色
川
留
民

ω
Fの
昨
日
。
ロ
三
岳
岳
ゅ
の
。
ロ
〈

gt。
s-

者
m
H
3
0町
O
X℃
5
8
Zロ
σぬ
れ

E
m
o
己
百
)
乙

g〈
。
。
己

F
O
山
口
色
〈
E
c
t
ρ
c
m
w口
々
。
町
民
皆
同
門

g
F
R
g・
〈
O
C
E
O
仏
江
〈
の
ロ
件
。
ロ
0
項
目

2
5
。
町
内
民
間
)
月
日
目
。
ロ

σめの
mwロ
m
O
可
O
C
旬。円
ω円

ω仲
山
口

m
v
p
oロ仏
Omw〈
O
C円
同
o
m
o件
目
件
。
口
同

O
M
m
v
n巴
可
釦
ω
可
。
ロ
同
・
-mw-仲
町
・

小
説
の
や
う
な
散
文
義
術
に
あ
っ
て
も
、
特
定
の
妖
犯
に
お
け
る
人
間
の
存
在
の
姿
が
銃
ど
く
描
き
出
さ
れ
る
た
め
に
は
、
言
葉
の
表
現
カ

が
高
度
に
活
か
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
描
か
れ
る
も
の
は
表
現
さ
れ
る
形
像
的
表
象
を
離
れ
て
は
無
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
文
庫
ナ
者
の
想

像
の
産
物
で
あ
る
。

し
か
し
、

日
常
的
な
見
方
の
枠
か
ら
ぬ
き
出
し
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
浮
き
上
ら
せ
ら
れ
た
人
間
存
在
の
可
能
な
姿
に
お

い
て
、
普
通
の
経
験
に
お
い
て
よ
り
も
一
層
切
賓
に
我
々
は
人
間
の
現
貰
を
見
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
描
寓
は

9
7
9
ア
イ
を
も
つ
の
で
あ

る。
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言
葉
を
交
し
話
し
合
ふ
こ
と
は
、
輩
に
用
を
足
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
交
は
り
と
し
て
の
生
の
襲
様
と
生
産
が
認
め
ら
れ
る
。

交
は
り
は
た
だ
相
手
を
、
迎
へ
る
も
の
に
限
ら
な
い
。
身
振
り
や
表
情
や
、
と
き
に
は
言
葉
に
よ
る
無
関
心
、
廻
避
、
担
否
の
態
度
も
失
々
特
有

な
交
は
り
の
仕
方
と
み
て
よ
い
。
人
と
人
と
の
出
曾
ひ
に
は
、
何
ら
か
の
交
は
り
の
仕
方
が
、
表
情
や
身
振
り
に
よ
り
、
或
は
話
し
に
よ
っ
て

と
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
都
度
共
存
の
特
殊
な
在
り
方
が
生
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
心
を
開
い
た
語
り
合
ひ
は
、
我
々
に
共
存
の
新
し
い
鰭

験
を
奥
へ
、
生
の
績
大
高
携
を
感
ぜ
し
め
る
。
さ
う
い
ふ
共
感
の
可
能
性
が
失
は
れ
て
ゐ
る
と
き
孤
溺
の
意
識
が
生
じ
る
。
多
く
の
言
葉
を
交

し
な
が
ら
、
孤
糊
仰
の
感
じ
を
盆
々
深
め
る
場
合
も
少
く
な
い
。

言
葉
に
よ
る
膿
答
は
、
直
接
の
行
動
的
臆
答
か
ら
我
々
を
解
放
し
、
自
由
な
開
か
れ
た
交
は
り
の
世
界
を
打
ち
開
く
。
物
に
謝
し
て
も
、
行

動
的
な
封
臆
に
縛
ら
れ
て
ゐ
る
動
物
に
劃
し
て
、
そ
れ
を
名
づ
け
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
は
も
っ
と
自
由
な
関
係
に
立
つ

⑬
 

と
い
え
る
。
人
間
同
志
の
言
葉
に
よ
る
交
は
り
は
、
外
面
的
社
交
的
な
そ
れ
か
ら
親
密
な
打
明
け
話
に
至
る
ま
で
種
々
な
形
態
を
と
り
得
る
。

言
葉
に
よ
る
交
は
り
に
、
深
い
共
感
が
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
生
の
高
揚
と
個
の
充
足
が
蓮
せ
ら
れ
得
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

そ
の
や
う
な
佃
充
足
的
な
共
存
の
最
も
内
密
な
も
の
は
異
性
の
問
の
愛
の
交
は
り
で
あ
ら
う
。
友
人
間
の
共
感
は
と
き
と
し
て
弱
い
自
己
忘
却

し
か
し
性
的
な
共
存
は
私
が
こ
こ
で
と
り

と
な
り
得
る
が
、
異
性
の
交
ゆ
り
に
も
種
々
の
類
落
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

あ
げ
た
言
葉
に
よ
る
共
存
と
は
別
に
、
そ
れ
自
身
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。

五

こ
れ
ま
で
身
韓
に
つ
い
て
そ
れ
の
主
種
的
な
在
り
方
を
主
と
し
て
み
て
来
た
。

し
か
し
身
韓
は
も
と
よ
り
純
粋
な
主
韓
で
は
な
い
。
客
輔
阻
化

せ
ら
れ
た
身
鰹
は
も
は
や
「
私
の
」
身
髄
で
は
な
く
、
他
人
の
身
鰹
と
同
じ
立
場
に
お
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
る
が
、
身
鰹
は
客
鰭
化

せ
ら
れ
る
可
能
性
を
本
来
も
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
な
の
身
地
胞
に
お
い
て
非
自
己
的
で
あ
り
得
る
或
は
な
り
得
る
も
の
を
持
つ
と
い
っ
て

司白

正t



よ
い
。
身
韓
が
客
種
と
し
て
の
存
在
性
を
も
つ
こ
と
は
、
身
鰹
に
つ
い
て
、
ま
た
身
鰹
に
お
い
て
起
る
と
こ
ろ
の
こ
と
を
見
れ
ば
明
か
で
あ
る
。

身
地
腔
は
、
空
間
に
慣
が
る
も
の
と
し
て
、
物
理
的
諸
作
用
の
針
象
と
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
生
鰹
と
し
て
、
種
々
の
生
理
的
、
生
化
撃
的
過
程
が

そ
こ
に
行
は
れ
る
盟
系
で
あ
り
、
病
気
、
老
衰
、
死
な
ど
の
到
来
を
、
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

そ
れ
な
ら
ば
身
鰻
は
草
に
物
の
中
で
の
物
、
客
馳
胞
に
過
ぎ
な
い
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
か
。
す
で
に
生
物
の
レ
ペ

Y
に
お
い
て
も
、
生
物
の
個

韓
が
そ
れ
自
身
の
環
境
を
持
っ
と
考
へ
ち
れ
る
限
り
、
草
な
る
客
鰹
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
個
鰻
と
い
ふ
も
の
が
た
だ
外
面
的
に
限
界
づ

け
ら
れ
る
針
象
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
個
髄
制
は
相
艶
的
で
特
定
の
関
係
に
お
け
る
個
別
種
に
す
ぎ
ぬ
。

@
 

設
す
る
や
う
に
、

し
か
し
ユ
ッ
ク
ス
キ
ュ
ー

Y
な
ど
が
カ

一
つ
の
生
物
が
そ
れ
自
身
の
己
目
当
O
F
を
も
っ
と
す
れ
ば
、
外
に
射
す
る
「
内
」
が
そ
れ
自
身
と
し
て
定
立
さ
れ
て
ゐ
て
、

外
に
謝
し
て
自
ら
を
「
内
」
と
し
て
特
に
直
別
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
こ
に
お
い
て
外
が
現
は
れ
、
費
知
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ

の
「
内
」
と
し
て
在
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑮
 

と
い
っ
て
ゐ
る
も
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
が
「
草
純
な
も
の
に
お
け
る
外
な
る
も
の
の

定
の
形
に
他
な
ら
ら
さ
う
い
ふ
「
内
」
と
し
て
在
る
限
り
、
何
等
か
の
主
鰻
性
を
認
め
て
よ
い
で
あ
ら
う
o

生
物
の
個
鰭
性
は
、
外
に
針
す

ユ
ッ
ク
メ
キ
ュ

1
Y
が

B
q
r
oロ
と
よ
ぴ
、

シ
ヱ

1
-
7
1
が
「
中
心
へ
の
河
口
n
E
5
E
g
m」

耳目】円爪

ω
g
g民
O
ロ
と
し
て
の
知
費
」
と
よ
ん
だ
も
の
の
特

る
中
心
性
を
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
を
個
鰹
と
す
る
と
こ
ろ
の
そ
れ
で
あ
る
。
「
生
物
は
、
環
境
を
規
定
す
る
彼
の
日
吉
日
ぞ
な
統

一
に
よ
っ
て
自
己
を
一
つ
の
生
領
域
の
中
心
と
し

(
B
R
Z
包
各
自
B
N
g可ロ
B
o
z
q
F
o
g
g号
V
M
円。〉、

@
 

物
的
制
限
性
を
超
え
る
」
(
一
一
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
)
と
か
、
「
有
機
髄
は

M
M
8
5
0
5
P
E

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
の
外
観
上
の@

 

へ
の
関
係
に
お
い
て

R
N
g
E
m各
な
中
心
で
あ
る
」

(プ

ν
ス
ナ

l
)

と
か
と
い
ふ
や
う
な
命
題
も
、
上
連
の
意
味
で
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
物
個
鰹
の
主
鰭
性
な
ど
と
い
へ
ば
甚
だ
奇
怪
な
こ
と
と
恩
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
動
物
に
お
い
て
も
、
同
類
の
他
の
動
物
が
環

境
内
の
草
な
る
一
一
客
種
と
し
て
で
な
く
、
何
ら
か
特
有
の
仕
方
で
同
類
と
し
て
認
知
せ
ら
れ
、
特
有
な
態
度
が
そ
れ
に
謝
し
て
と
ら
れ
る
こ
と

は
観
察
し
得
る
事
賓
で
あ
る
。
そ
こ
に
車
な
る
客
韓
関
の
関
係
と
異
る
主
鰻
同
志
の
関
係
が
あ
る
と
考
へ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
同
類
の
認
知
が

人

間

存

在

と

身

世

(

三

宅

)

七



五

十

周

年

記

念

論

集

ノL

あ
る
限
り
、
そ
こ
に
ギ
ツ
デ
ィ
ン
グ
見
の
い
ふ
「
同
類
性
の
意
識
」
に
類
す
る
何
か
社
合
同
的
な
、
主
鰹
相
互
間
の
関
係
が
存
す
る
と
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。

生
物
が
夫
今
に
自
己
の
，
d
B当
舎
を
も
っ
て
生
き
て
ゐ
る
限
り
、
生
物
の
世
界
を
純
粋
な
客
鰭
の
世
界
に
卒
準
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
個
々
の
生
物
の
己
目
当
岳
は
外
延
的
に
は
金
融
問
的
な
世
界
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
の
あ
る
断
面
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
越
え
る

世
界
の
部
分
は
、
他
の
生
物
と
そ
れ
の

d
B巧
色
丹
を
も
含
む
が
、
何
等
か
の
仕
方
で
ま
た
無
機
的
な
物
質
界
を
も
含
む
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
。
生
物
は
そ
れ
自
身
の
句
自
宅
舎
を
も
っ
と
共
に
、
そ
れ
を
越
え
る
無
機
的
物
質
界
に
接
し
て
ゐ
る
。
生
馳
胞
の
有
機
化
作
用
に
限
界
が
あ
る

限
り
、
無
機
的
な
も
の
は
生
鰻
そ
の
も
の
の
中
に
も
入
り
こ
ん
で
ゐ
る
。
生
物
は
無
機
的
環
境
の
過
程
に
劃
し
て
、
あ
る
程
度
に
遁
臆
す
る
能

カ
を
も
つ
が
、
そ
の
能
力
に
も
限
界
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
有
機
的
統
御
を
越
え
る
領
域
と
の
関
係
か
ら
、
生
躍
の
侵
害
と
解
鰹
が
起
因
す
る
。

生
物
の
有
機
化
的
金
鰻
化
に
謝
し
て
そ
れ
に
桔
抗
し
、
生
鰭
を
無
機
的
過
程
の

y
ズ
ム
に
引
き
も
ど
さ
う
と
す
る
も
の
が
不
断
に
存
在
す
る
。

ゃへ
Y
グ
y
y
は
生
活
動
を
「
崩
潰
す
る
も
の
を
よ
ぎ
っ
て
形
成
せ
ら
れ
る
も
の
」

と
去
っ
て
ゐ
る
胸
、
生
命
は
相
桔
抗
す
る
緊
張
の
上
に
成
り
立
つ
と
い
っ
て
よ
い
。

〆

以
上
は
生
物
に
つ
い
て
の
極
め
て
大
ざ
っ
ぱ
な
考
察
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
生
鰹
を
軍
に
客
鰻
と
し
て
、
或
は
軍
に
主
鰹
と
し
て
考

(50
広
色
町

A

山
』
巳

8
p
p
糾

仲

円
hw〈
め
円
切
の

O
口。

ρ
巳
ω
O

門広

P
F一〉

へ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
黙
は
人
間
の
身
鰹
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
身
韓
は
そ
れ
が
忍
の
身
睡
で

あ
る
限
り
確
か
に
主
髄
性
を
も
っ
。

し
か
し
身
醸
の
特
有
な
主
髄
性
は
、
主
鰹
と
い
ふ
概
念
そ
の
も
の
か
ら
設
明
で
き
る
や
う
な
も
の
で
は
な

く

い
か
な
る
意
味
の
主
髄
で
あ
る
か
を
、
そ
の
現
質
性
の
ま
ま
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
小
論
に
お
い
て
な
は
身
種
的
主
韓
性
に
つ

い
て
記
述
的
な
仕
方
で
幾
ら
か
の
解
明
を
試
み
た
。
な
の
記
述
は
、
我
ん
吋
が
身
韓
を
持
つ
主
韓
と
し
て
在
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
の
我
々
へ
の

現
は
れ
方
が
ど
う
な
る
か
、
ま
た
言
葉
を
通
し
て
成
り
立
つ
共
存
の
仕
方
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
止
ま
る
。

し
か
し
身
韓

の
問
題
に
は
も
っ
と
別
な
面
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
我
々
の
存
在
が
そ
の
現
質
性
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
身
髄
で
あ
る
と
い
ふ
事
態
と
共
に
、

五一

τ

吐
階
事
柄
民
間
h
空
電
論
、
可

E 



我
々
が
身
躍
に
劃
し
て
種
々
な
態
度
を
と
る
可
能
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
な
は
二
に
お
い
て
我
々
の
韓
験
が
感
性
的
基
麿
を
離
れ
得
な
い
こ

と
を
述
べ
た
。

こ
れ
は
我
々
が
生
き
て
ゐ
る
こ
と
、

身
抽
胞
を
も
っ
存
在
者
。

R
R
E
R
Z山
口
問
)
と
し
て
在
る
こ
と
の
共
通
的
制
約
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
我
々
が
、
感
性
の
動
き
に
従
ふ
以
外
に
な
い
と
か
、
感
性
か
ら
の
可
能
的
な
自
由
に
よ
る
「
精
神
的
」
な
在
り
方
が
不

可
能
で
あ
る
と
か
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
は
し
な
い
。
人
間
に
お
け
る
二
元
性
は
、
経
験
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
限
り
否
定
す
る
に
は
及
ぱ
な

ぃ
。
決
意
と
修
練
に
よ
っ
て
身
躍
を
自
由
.
に
統
御
す
る
こ
と
の
可
能
性
を
も
、
そ
の
事
賓
性
の
ま
ま
に
認
め
て
よ
い
。
そ
の
こ
と
自
身
、
身
韓

を
持
つ
主
鰹
の
特
定
の
在
り
方
な
の
で
あ
る
。
惑
に
お
け
る
修
練
、
身
樫
離
脱
の
た
め
の
業
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

身
躍
に
謝
す
る
現
質
的
賞
践
的
な
種
々
な
態
度
は
ま
た
観
念
化
の
種
々
な
仕
方
と
相
侯
つ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は
紳
話
や
宗
敬
的
観
念
な
ど
と
し

て
、
ま
た
哲
撃
思
想
と
し
て
混
は
れ
て
ゐ
る
。
人
間
の
身
鰹
に
射
す
る
種
々
な
態
度
、
観
念
は
、
自
然
に
射
す
る
態
度
や
見
方
と
結
び
つ
い
て

ゐ
る
。
そ
れ
等
の
種
々
の
仕
方
が
現
賓
化
す
る
場
面
は
歴
史
で
あ
る
。
我
々
は
身
韓
の
問
題
を
、

人
間
存
在
の
自
然
的
な
面
と
し
て
と
り
あ
げ

た
の
で
あ
る
が
、

人
間
に
お
け
る
自
然
と
い
ふ
問
題
は
、

人
間
と
歴
史
と
い
ふ
問
題
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

E主
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-
m
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m
g
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毛
色
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(1) 
トA
。電
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へ
1
ゲ
ル
哲
墜
に
射
す
る
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
、
キ
ル
ケ
プ

1
ル
及

び
老
シ
品
リ
シ
グ
等
の
批
判
の
中
心
の
諭
離
は
、
へ

1
ゲ
ル
の
存
在
論
が
結
局
臨
恋

さ
れ
た
限
り
の
存
在
に
関
す
る
も
の
で
、
現
賓
存
在
に
射
す
る
本
質
論
的
拍
象
だ
と

す
る
に
あ
る
。

(3) 

∞
oroロ
Em-
可

E
Z
S勺一炉問。仏
2
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目
E
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2
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-
フ
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シ
語

2
宮
町
宮
門
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原
と
な
る
ギ
リ
シ
ア
悟
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号
、
仲
e
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遁
り
ぬ
け
る
こ
と

を
意
味
し
、
ド
イ
ツ
腎
の

F
r
s・
英
語
の

F
3
に
首
る
。
史
官
ユ
自
の
ぬ
と
い
ふ
動

(4) 

人

間

存

在

と

身

世

(

主

宅

)

詞
は
件
。
匂
ロ
神
宮
己

6
5
H
を
意
味
す
る
と
共
に
件
。

E
2刊誌同
Y
同2
r
g『

4
2
2
E

と
い
う
受
動
の
意
味
を
も
も
っ
。
人
生
の
経
験
、
歴
史
的
経
験
に
あ
っ
て
は
、
何
等

か
の
穣
想
或
は
計
壷
と
そ
れ
の
賓
現
し
た
結
果
と
を
つ
き
合
せ
て
み
る
意
味
を
も
も

ペ〉。
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(6) (1) 

こ
の
黙
で
デ
ィ
ル
タ
イ
の
次
の
命
題
は
、
腫
験
と
し
て
の
現
在
を
、
記
憶
や
未
来
の

九
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