
経
営
、

欲
望
、

強
迫
性
、

ラ
カ
ン
へ
の
興
味
深
い
導
入
の
蓄
を
著
し
た
新
宮
一
ム
成

C
o
o
S
は、

そ
の
中
で
、
自
分
の
精
神
分
析
の
研
究
対
象
が
、
か
な
り
早
い
時
期
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
ク
ラ
イ
ニ
ア
ン
の
伝
統
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
カ
ン
の
精

神
分
析
に
移
っ
た
と
語
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
、
後
の
研
究
は
と
り
わ

け
、
日
本
仏
教
と
の
関
連
に
お
い
て
ラ
カ
ン
を
詳
細
に
読
み
解
く
こ
と

に
向
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
仕
事
は
、
現
代
社
会
の
仕
組
み
と
、
人
間

主
体
が
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
連
略
し
や
り
く
り
し
て
ゆ
く
の
か
と
い

う
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
へ
と
道
を
拓
い
た
。
こ
の
仕
事
を
送
り
出
し

な
が
ら
、
彼
は
、
ラ
カ
ン
（

5
2
b
c
c吋
）
に
よ
っ
て
「
大
学
の
語

ら
い
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
滑
り
込
ん
で
し
ま
う
危
険
に
抗
し
つ
つ
、

自
ら
が
勤
め
を
果
た
す
場
で
あ
る
大
学
の
経
営
構
造
と
の
関
で
、
折
り

合
い
を
つ
け
る
こ
と
を
怠
る
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
筆
者
の
こ
の

論
文
は
、
新
吉
一
成
の
人
と
仕
事
を
め
ぐ
る
こ
れ
ら
の
諸
要
素
に
触
発

さ
れ
て
書
一
か
れ
る
。
お
読
み
に
な
っ
て
お
分
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

筆

者

は

ラ

カ

ン

の

ミ

ネ

i
ル
第
六
巻
欲
望
と
そ
の
解
釈
」
の
読

経営、強迫性、欲望、そして解釈

そ
し
て
解
釈

イ
ア
ン

パ
l
カ
i

成
訳
）

（
新
宮

解
を
通
じ
て
、
適
応
と
経
営
の
問
題
に
考
察
を
振
り
向
け
る
こ
と
に
し

た
。
こ
の
セ
ミ
、
不

i
ル
に
お
い
て
、
ラ
カ
ン
は
ク
ラ
イ
ン
理
主
調
と
対
象

関
係
論
と
を
組
上
に
よ
げ
な
が
ら
、
欲
望
と
解
釈
と
い
う
テ

i
マ
を
論

じ
て
い
る
。
欲
望
と
解
釈
と
は
、
精
神
分
析
の
二
つ
の
鍵
と
い
う
べ
き

も
の
た
ち
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
我
々
は
権
力
の
留
め
金
を
外
し
、

真
理
を
口
に
す
る
空
間
を
啓
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

精
神
分
析
の
仕
事
は
解
釈
の
仕
事
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
解
釈
は
、

…
般
的
に
拡
が
っ
た
治
壕
的
な
語
ら
い
を
駆
動
し
て
い
る
も
の
と
は
、

質
の
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
精
神
分
析
の
仕
事
が
、
フ
ィ

ル
タ
ー
を
掛
け
て
引
き
留
め
る
よ
う
な
フ
レ
ー
ム
を
構
築
し
、
ま
た
講

築
し
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ム
は
ま
た
、
ま
さ
に
そ
の
引
き
留
め
る
と
い
う
作

用
を
通
じ
て
こ
そ
、
欲
望
に
関
し
て
ど
ん
な
一
苦
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
の

か
、
そ
し
て
誰
が
そ
れ
を
言
う
の
か
を
知
ろ
う
と
す
る
欲
望
を
、
接
き

立
て
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
招
き
寄
せ
る
の
で
あ
る
。
精
神
分
析
は
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い
っ
た
い
何
を
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
我
々
は
読

み
、
読
み
直
す
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
従
事
す
る
こ
と
を
巳
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
本
論
文
で
は
、
精
神
分
析
を
組
織
に
関
す
る
研
究
に
用
い

る
こ
と
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
問
題
（
明
。
宮
山
乱
立
巳

J
N
2
N）
か
ら
、

組
織
と
い
う
も
の
へ
の
は
っ
き
り
し
た
接
近
法
と
し
て
の
ジ
ヤ
ツ
ク
・

ラ
カ
ン
の
仕
事
を
め
ぐ
る
特
定
の
聞
い
（
ロ
号

RN2ω
）
へ
と
移
り
、

そ
の
の
ち
に
さ
ら
に
特
異
的
に
、
ラ
カ
ン
の
『
セ
ミ
ネ
！
ル
第
六
巻
』

（
s
g
1
5
3）
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
す
る
。

ラ
カ
ン
は
こ
の
セ
ミ
ネ
i
ル
の
中
で
我
々
に
、
「
近
代
的
な
」
（
こ
れ

は
彼
の
言
い
方
で
あ
る
が
）
現
代
社
会
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
こ
の
よ

う
な
読
解
を
喚
起
す
る
よ
う
な
何
か
特
別
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
示
し
、
ま
た
同
じ
く
、
欲
望
そ
の
も
の
は
我
々
に
と
っ
て
、
今
日
で

は
特
別
な
仕
方
で
解
釈
さ
れ
る
べ
く
構
築
さ
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。

そ
こ
で
ラ
カ
ン
は
、
彼
が
扱
う
精
神
分
析
的
諸
現
象
の
歴
史
的
性
質
を

我
々
に
想
い
出
さ
せ
て
み
せ
る
。
た
と
え
ば
彼
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
と
ハ

ム
レ
ッ
ト
を
そ
れ
ぞ
れ
人
間
主
体
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
た
の
は

つ
一
つ
の
時
を
摘
て
た
文
明
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
「
心
の
生
活

の
違
い
」
が
あ
る
と
い
う
フ
ロ
イ
ト
（
500u℃－

N
E）
の
評
一
一
…
一
口
を
引
っ

張
っ
て
き
て
い
る
（

E
g
p
s
g
1
H
S？

k

伊
豆
問
。

V
5
3）
。
そ

し
て
彼
は
、
欲
望
の
構
造
化
と
い
う
と
こ
ろ
に
重
き
を
置
き
、
た
と
え

ば
次
の
よ
う
な
根
本
的
な
違
い
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
。
欲
望
の
「
現

出
」
を
、
あ
た
か
も
欲
望
が
一
一
一
一
口
語
活
動
の
水
面
の
下
に
あ
ぶ
く
と
共
に

沈
ん
で
い
て
そ
こ
に
つ
ね
に
す
で
に
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
描
き
出
す
の

と
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
組
織
化
に
お
け
る
彼
の
一
一
一
日
う
と
こ
ろ
の
「
平
衡

失
調
」
が
主
体
を
冒
し
て
い
る
と
捉
え
る
の
と
は
違
う
の
で
あ
る

5
〉目玉ニ

gmw）。

「
セ
ミ
ネ
i

芝
は
、
対
象
関
係
論
へ
の
ラ
カ
ン
の
批
判
を

総
括
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
対
象
関
係
論
は
「
セ
ミ
ネ
l
ル
第
四

巻
対
象
関
係
と
フ
ロ
イ
ト
的
構
造
』
（

U
S
F
5
8
』
お
印
吋
）
の

焦
点
で
あ
り
、
「
セ
ミ
ネ
i
ル
第
五
巻
無
意
識
の
形
成
物
』
（

E
g
P

5
匂

15ω
∞
）
に
お
い
て
彼
の
講
述
の
下
敷
き
と
し
て
存
在
し
て
い

た
理
論
で
あ
っ
た
。
こ
の
第
六
巻
で
は
、
ラ
カ
ン
は
、
当
時
の
対
象
関

係
論
が
、
精
神
分
析
の
「
英
冨
的
伝
統
」
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
の
支
配
的
な
接
近
法
と
し
て
鋤
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
ま
た

さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
の
「
自
我
心
理
学
」
（
君
主
F
N
C
C
G
）
が
提
起
し
た

問
題
を
繰
り
返
し
て
、
む
し
ろ
深
め
さ
え
し
た
こ
と
に
注
意
を
促
し
て

い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
が
エ
ラ
・
シ
ャ
ー
プ
（
H
8
3
の
仕
事

に
関
し
て
議
論
を
展
開
し
な
が
ら
強
調
し
て
い
る
の
は
、
「
対
象
関
係
」

と
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
め
ぐ
る
矛
庸
や
解
釈
の
違
い
に
つ
い
て

で
あ
る
。
エ
ラ
・
シ
ャ
ー
プ
が
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
彼
女
が

ア
ン
ナ
・
フ
ロ
イ
ト
（

H
8
g
よ
り
も
メ
ラ
ニ

1
・
ク
ラ
イ
ン
（

HSG）

の
仕
事
に
近
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
近
の
精
神
分
析
的
な
評
舘
を
み

て
も
、
こ
れ
を
理
由
と
し
て
シ
ャ
ー
プ
の
貢
献
に
対
し
て
好
意
的
な
見

方
が
な
さ
れ
て
き
て
い
る
お
忘
∞
g
p
N
0
0
3
0
セ
ミ
ナ
ー
が
な
さ

れ
た
一
九
五
八
年
か
ら
一
九
五
九
年
と
い
う
年
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神

分
析
の
諸
国
体
が
、
国
際
精
神
分
析
協
会
（
山
市
と
に
よ
る
公
認
を
め

ぐ
っ
て
交
渉
を
活
発
化
さ
せ
、
政
治
的
i
組
織
的
な
緊
張
が
高
ま
っ
て

い
た
時
期
に
当
た
る
。
こ
の
公
認
の
問
題
は
セ
ミ
ナ
ー
の
五
年
前
か
ら

始
ま
っ
て
い
た
が
、
弔
〉
の
調
査
委
員
会
が
結
論
を
出
し
て
そ
の
決
着

を
見
た
の
は
や
っ
と
一
九
六
三
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て



経営、強迫性、欲望、そして解釈

こ
の
鵠
査
委
員
会
の
中
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
に
本
拠
を
置
い
た
著
名
な
対

象
関
係
論
的
分
析
家
た
ち
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（
玄
立

F

H
C
C
N
U

河。
c艶ロ。出。タ
H
C
C
C
）。

こ
れ
ら
の
三
冊
の
セ
ミ
ネ

i
ル
に
は
、
ま
だ
公
式
の
英
訳
が
な
い
。

「
セ
ミ
ネ
！
ル
第
六
巻
い
に
含
ま
れ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
七
回

の
講
義
は
、
シ
ャ
ー
プ
に
よ
る
指
摘
が
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ラ
カ
ン
の
死
後
、
雑
誌
「
む
ミ
九
ミ
ミ
」
に
掲

載
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
「
セ
ミ
ネ
i
ル
第
六
巻
』
の
フ
ラ
ン
ス
語
公

式
版
は
、
近
年
や
っ
と
出
版
さ
れ
た
、
ば
か
り
で
あ
る
（

Z
S
F
8
5）。

ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
の
講
義
の
う
ち
一
二
回
分
だ
け
は
、
臨
床
的
i
精

神
分
析
的
枠
組
み
で
は
な
く
む
し
ろ
文
学
的
i
理
論
的
枠
組
み
に
お
い

て
、
雑
誌
「
さ
な

3
J
S忌
き
忌
2
い
に
て
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
た
（

Z
g
P

5
、
ミ
）
。
こ
れ
は
た
し
か
に
た
い
へ
ん
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、

ラ
カ
ン
が
こ
の
と
き
気
に
か
け
て
い
た
問
題
が
、
理
論
装
置
と
し
て
の

対
象
関
係
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
見

通
し
難
い
ま
ま
で
あ
っ
た
（
同
与
え

F
8
2）
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
吋
セ

ミ
ネ
i
ル
第
六
巻
い
へ
の
い
く
つ
か
の
参
照
を
行
っ
て
そ
れ
ら
を
投
錨

点
と
す
る
こ
と
で
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
は
ラ
カ
ン
の
複

数
の
セ
ミ
ネ
i
ル
の
進
守
の
中
で
の
議
論
の
変
遷
が
、
あ
た
か
も
…
つ

の
均
質
な
全
体
を
成
す
か
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら
れ
擢
め
ら
れ
る
と
主

張
す
る
も
の
で
は
な
い
。
本
論
文
に
お
け
る
円
七
ミ
ネ

i
ル
第
六
巻
」

か
ら
の
引
用
は
、
ダ
ブ
ワ
ン
の
コ
ル
マ
ッ
ク
・
ガ
ラ
ガ

i

（向。

5
君

。
丘
一
お
ち
2）
に
よ
る
「
私
家
版
」
に
拠
り
（
必
要
な
場
合
は
小
さ
な
修

正
を
施
し
て
参
照
儒
所
は
ラ
カ
ン
の
講
義
の
日
付
で
示
し
た
。
一
貝
番

号
の
ほ
う
は
、
ガ
ラ
ガ

i
が
自
ら
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
版
（

E
S
F

s
g
1
5
3）
で
翻
訳
を
定
期
的
に
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
す
る
の
に
連
れ

て
、
そ
の
’
細
部
が
ず
れ
る
た
め
で
あ
る
。

精
神
分
析
は
、
注
文
と
仲
介
の
両
方
に
関
わ
る
理
論
で
あ
り
実
技
で

あ
る
。
と
い
う
の
は
、
我
々
が
欲
望
と
解
釈
の
問
題
に
近
づ
い
て
ゆ
く

と
き
、
我
々
は
欲
望
と
解
釈
と
い
う
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
、
注
文
と
仲

介
の
よ
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
し
て
い
る
と
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
の
や
り
方
で
は
、
欲
望
は
い
出
文
に
対
応
さ
せ
ら
れ
、
解
釈
は
仲
介
に

対
応
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
マ
ッ
ピ
ン
グ
す
る
こ
と
は
大

切
で
あ
る
。
た
だ
解
釈
と
い
う
も
の
が
、
一
謹
の
格
子
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
話
の
仕
方
を
枠
に
は
め
る
よ
う
な
注
文
を
出
す
と

い
う
ふ
う
に
思
念
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
欲
望
が
仲
介
の
捺
動
力

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
む
し
ろ
、
ラ
カ
ン
的
な
伝
統

に
お
け
る
精
神
分
析
に
お
い
て
は
、
欲
望
は
注
文
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

仲
介
は
そ
れ
自
体
が
変
形
作
用
を
も
つ
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ

れ
る
の
で
あ
る
（
さ
ら
に
、
こ
の
定
式
化
の
中
に
は
、
セ
ミ
ナ
！
の
中

の
い
く
つ
か
の
点
で
ラ
カ
ン
が
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
マ
ル
キ
シ
ズ

ム
へ
の
慎
重
な
言
及
が
あ
る
）
。

欲
望
と
は
、
倍
々
入
の
存
在
の
中
で
拍
動
し
、
ず
っ
と
拍
動
し
て
き

た
何
も
の
か
で
あ
る
、
と
仮
定
し
て
み
る
こ
と
、
ま
た
、
解
釈
は
、
そ

の
欲
望
に
対
し
て
の
、
よ
り

F

歴
史
的
に
変
容
を
蒙
っ
た
志
答
で
あ
る
、

と
仮
定
し
て
み
る
こ
と
は
易
し
い
。
こ
れ
は
靖
神
分
析
に
引
き
摺
ら
れ

た
常
識
の
あ
り
方
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
な
お
さ
ら
易
し
い
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
精
神
分
析
へ
の
克
か
け
よ
の
メ
タ
反
省
は
、
鉦
…
意

識
的
に
で
は
あ
れ
、
我
々
に
と
っ
て
普
遍
的
に
真
で
あ
る
も
の
と
し
て

の
精
神
分
析
の
繰
り
返
し
に
過
ぎ
ず
、
精
神
分
析
の
実
践
の
み
な
ら
ず
、
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そ
の
実
践
が
作
用
し
て
い
る
実
体
の
歴
史
的
偶
然
性
に
さ
ら
さ
れ
た
本

質
に
対
し
て
、
公
平
な
見
方
を
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
解
釈
は
、
完
全
に
で
は
な
い
に
せ
よ
、
棺
対
的
に
は
不
易
の
も

の
で
あ
っ
て
、
今
の
我
々
に
と
っ
て
の
個
別
的
な
仕
方
で
構
造
化
さ
れ

て
い
る
の
は
、
欲
望
の
ほ
う
で
あ
る
と
述
べ
る
ほ
う
が
、
無
意
識
の
発

明
、
そ
し
て
精
神
分
析
自
体
の
発
明
の
影
響
力
を
、
お
そ
ら
く
よ
り
よ

く
捉
え
る
こ
と
に
な
る
。
ラ
カ
ン
は
…
方
に
お
い
て
、
「
欲
望
は
、
主

体
性
の
中
の
画
定
し
た
鹿
標
と
の
関
係
に
お
い
て
し
か
考
え
ら
れ
ず
、

位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
（

E
S
F
S
S
2
5
3
L
ω
〉百円

s
g）
と
述
べ
て
お
り
、
私
は
こ
の
ラ
カ
ン
の
言
葉
を
、
以
上
の
よ

う
な
意
味
に
読
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
産
擦
と
い
う
の
は
そ
の

当
時
、
近
代
的
主
体
あ
る
い
は
精
神
分
析
主
体
に
と
っ
て
個
別
的
的
な
流

儀
で
国
定
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
こ
の
ラ
カ
ン
の
主
張
を
、

彼
の
次
の
よ
う
な
主
張
と
並
べ
て
読
解
し
て
い
る
。
い
わ
く
「
精
神
分

析
や
精
神
分
析
家
が
存
在
す
る
前
、
人
間
た
ち
は
問
い
を
立
て
、
己
む

こ
と
な
く
そ
の
問
い
を
立
て
続
け
て
い
た
。
・
：
そ
れ
は
、
自
分
た
ち
の

真
の
意
志
が
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
っ
た
」
（

U
g
p

s
g
z
5
3
L∞
玄
Roy
－8
5
0

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
実
際
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
欲
望

と
解
釈
の
間
の
関
係
、
あ
る
い
は
前
者
と
後
者
の
間
の
分
離
と
接
合
で

あ
る
。
こ
の
分
離
と
接
合
が
問
題
に
な
る
こ
と
で
、
「
解
釈
」
は
、
歴

史
的
な
意
味
を
持
っ
た
媒
介
的
過
程
と
し
て
の
「
欲
望
」
に
対
し
て
作

動
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
過
積
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
る

構
造
化
を
受
け
て
い
る
の
で
、
我
々
は
そ
ち
ら
に
目
を
向
け
る
必
要
が

出
て
く
る
。
我
々
が
自
己
理
解
の
形
を
作
っ
て
行
く
道
の
り
や
、
政
治

経
済
シ
ス
テ
ム
を
特
徴
づ
け
る
疎
外
の
諸
形
式
、
す
な
わ
ち
資
本
主
義

と
か
、
資
本
主
義
が
自
ら
の
発
展
に
対
し
て
朝
と
し
て
据
え
付
け
る
妙

に
強
迫
的
な
科
学
的
自
己
点
検
と
い
っ
た
諸
形
式
に
意
味
を
与
え
る
の

は
、
こ
の
分
離
と
接
合
で
あ
る
。
精
神
分
析
の
語
ら
い
そ
の
も
の
に
と
っ

て
の
可
能
性
の
条
件
も
こ
の
疎
外
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
ラ
カ
ン
が
次
の
よ
う
に
論
じ
る
の
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
よ
る
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。
「
彼
〔
近
代
人
）
が
、
至
高
と
で
も
一
吉
う
べ
き
桂

震
に
ま
で
ひ
と
つ
の
「
わ
れ
在
り
』
で
あ
る
の
は
、
彼
が
〔
デ
カ
ル
ト

の
〕
一
一
一
一
口
説
の
切
れ
自
に
存
在
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
」

（E
g
p
s
g
z
S
ω
？
恕
古
口
0
5
3）
。
や
は
り
ま
た
同
じ
理
由

か
ら
、
ラ
カ
ン
は
セ
ミ
ネ
i
ル
の
最
初
の
由
で
、
彼
の
「
工
場
の
穏
聡
」

を
我
々
に
想
い
出
さ
せ
る
。
こ
の
隠
取
に
よ
っ
て
、
我
々
は
「
そ
も
そ

も
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
概
念
が
存
続
で
き
る
た
め
に
は
、
象
徴
界
と
現

実
界
が
何
ら
か
の
つ
な
ぎ
自
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」

（戸
R
S
L
S∞
1
5
g
…H
N
Z
O〈

05σ25ω
∞
）
と
い
う
こ
と
の
意

味
を
吟
味
し
て
み
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
工
場
の
隠
験
を
辿
っ

て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
像
界
の
位
置
に
関
す
る
間
い
が
聞
か
れ
る
。

想
像
界
を
通
し
て
、
我
々
は
象
徴
界
と
現
実
界
の
つ
な
ぎ
目
を
、
我
々

自
身
や
他
の
人
々
に
向
け
て
説
明
す
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ま

も
な
く
経
営
と
そ
の
居
心
地
悪
さ
を
論
じ
る
時
に
立
ち
返
る
こ
と
に
し

ト

ι
、つノ

O
選
応

E
8
5一Oコ

ラ
カ
ン
が
セ
ミ
ネ
！
ル
の
終
わ
り
の
ほ
う
で
我
々
に
思
い
起
こ
さ
せ

て
い
る
よ
う
に
、
対
象
関
係
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
「
分
析
に
お
け
る



経営、強迫性、欲望、そして解釈

進
歩
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
我
々
が
持
っ
て
い
る
考
え
方
の
全
体
を
支

配
し
よ
う
と
し
て
」

P
R
S・
5
g
g
s
g一
二
三
予

5
3）
や
っ

て
来
た
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
記
述
を
し
て
い
て
も
そ

れ
は
間
髪
を
入
れ
ず
処
方
議
の
よ
う
な
も
の
へ
と
滑
っ
て
行
っ
て
し
ま

う
。
こ
の
「
分
析
に
お
け
る
進
歩
」
と
い
う
も
の
は
、
錨
人
の
分
析
に

お
い
て
進
歩
と
い
う
も
の
を
ど
う
捉
え
る
か
、
あ
る
い
は
分
析
を
受
け

る
人
が
治
療
の
中
で
ど
の
よ
う
な
方
向
に
導
か
れ
る
の
か
と
い
う
点
に

関
わ
っ
て
い
る
。
事
実
ラ
カ
ン
戸

8
∞
）
も
、
「
セ
ミ
ネ
i
ル
第
六
巻
』

に
先
だ
っ
て
そ
の
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
て
、
世
の
中
に
は
現
実
と
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
ど
ん
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
自
分
は
知
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
適
誌
で
き

る
よ
う
に
精
神
分
析
で
人
々
を
助
け
て
あ
げ
ら
れ
る
と
鳴
く
人
た
ち
が

い
て
、
そ
う
い
う
人
た
ち
に
よ
っ
て
精
神
分
析
の
中
に
密
輸
入
さ
れ
て

き
た
進
歩
概
念
も
、
こ
こ
に
関
わ
っ
て
く
る
。
か
て
て
加
え
て
、
こ
の

「
分
析
に
お
け
る
進
歩
」
と
い
う
一
一
一
一
口
い
由
し
は
、
社
会
的
分
野
に
お
け

る
進
歩
概
念
に
属
し
て
い
る
と
読
み
取
る
べ
き
で
も
あ
っ
て
、
そ
う
な

る
と
精
神
分
析
は
政
治
性
の
あ
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
首
根
っ
こ
を
掴
ま

れ
、
政
治
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
そ
の
も
の
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
い
そ
う

で
さ
え
あ
る
。

治
療
に
関
し
て
は
、
ラ
カ
ン
は
「
道
徳
主
義
的
な
規
範
化
と
呼
べ
る

よ
う
な
路
線
に
沿
っ
て
」
（

z
s
p
s
g
t
S
S一
ご

c
q
s
g）
進
め

ら
れ
て
い
る
と
見
え
る
分
析
に
対
し
て
、
口
を
極
め
て
反
論
し
て
い
る
。

精
神
分
析
が
も
し
そ
の
仕
事
を
、
自
分
た
ち
が
手
に
入
れ
て
い
る
と
想

定
し
て
い
る
「
現
実
へ
の
参
昭
…
」
（
E
E・
）
に
よ
っ
て
組
み
立
て
れ
ば
、

そ
し
て
精
神
分
析
主
体
が
そ
の
対
象
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
整
え
れ

ば
よ
い
の
か
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
自
分
た
ち
だ
と
思
い
込
ん
で

し
ま
え
ば
、
彼
ら
は
「
同
一
化
嵐
の
結
論
」
（

E
P）
に
導
か
れ
て
、

分
析
主
体
を
も
、
そ
ち
ら
の
ほ
う
へ
と
導
い
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
主
体
が
善
な
る
も
の
に
な
る
た
め
に
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

規
則
の
体
系
と
し
て
の
道
徳
は
、
信
理
と
は
別
物
で
あ
る
。
こ
の
違
い

は
む
ろ
ん
、
次
の
セ
ミ
ネ
i
ル
に
お
い
て
ラ
カ
ン
（
H

混
合
）
に
よ
っ
て

取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
道
徳
主
義
的
な
規
範
化
」
で
も
っ
て
、

分
析
家
の
同
一
化
し
て
い
る
道
徳
基
準
の
列
に
分
析
主
体
が
引
き
入
れ

ら
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
へ
の
警
鐘
は
、
第
一
に
は
、
主
体
が
精
神

分
析
家
と
共
存
し
て
い
る
空
間
に
存
す
る
諸
対
象
に
関
係
し
て
ゆ
く
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
そ
の
世
界
、
つ
ま
り
分
析
に
お
け
る
進
歩

の
結
果
、
分
析
が
終
わ
る
頃
に
は
そ
こ
に
加
わ
る
こ
と
を
奨
励
さ
れ
て

い
る
、
見
る
か
ら
に
菩
き
世
界
に
、
当
て
は
ま
る
わ
け
だ
が
、
ま
た
第

二
に
は
、
内
的
対
象
の
布
藷
一
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
る
私
的
な
領
域
に

閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
主
体
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な

世
界
、
つ
ま
り
、
玉
体
が
そ
こ
か
ら
生
き
て
脱
出
で
き
る
こ
と
を
望
む
し

か
な
い
よ
う
な
、
そ
う
い
う
悪
い
世
界
に
も
ま
た
、
当
て
は
ま
る
も
の

で
あ
る
。

ラ
カ
ン
は
、
世
界
の
中
に
置
か
れ
た
主
体
に
つ
い
て
、
上
記
の
第
一

の
精
神
分
析
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
扱
っ
た
わ
け
で
、
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は

今
で
は
関
係
的
か
つ
相
互
主
観
的
な
精
神
分
析
と
い
う
衣
を
纏
っ
て
い

る

F
S
J
5
2
Z
F
E
E
5
5
F
谷
区
）
。
被
は
ま
た
、
上
記
の
第
二

の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
も
言
い
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
当
時
で
は
、
エ
ド
ワ
ー

ド
・
グ
ラ
パ
ー
の
よ
う
な
、
古
き
良
き
時
代
の
ク
一
フ
イ
ニ
ア
ン
た
ち
に

よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ラ
カ
ン
は
挑
み
か
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か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
グ
ラ
パ
ー
か
ら
の
な
か
な
か
素
敵
な

引
用
に
よ
れ
ば
、
パ
ラ
ノ
イ
ア
的
な
子
ど
も
の
宇
宙
に
お
い
て
は
「
外

界
は
、
肉
震
と
、
砲
火
の
下
の
公
衆
便
所
と
、
遺
体
安
置
所
が
一
緒
に

な
っ
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
」
（

2
2
R
5
8－－

N
N
N
）
。
そ
し
て
そ
の
宇
宙
の
組
み
合
わ
せ
を
色
々
に
変
え
て
み
て
も

よ
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
グ
ラ
パ

i
の
議
論
で
は
、
「
薬

物
中
毒
者
は
、
こ
の
宇
宙
を
、
よ
り
安
心
さ
せ
て
く
れ
陶
酔
を
与
え
て

く
れ
る
化
学
者
の
店
へ
と
転
換
し
て
し
ま
う
。
た
だ
し
そ
の
窟
の
毒
物

を
入
れ
た
戸
棚
に
は
、
鍵
が
掛
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
」
（
在
仏
・
）
。

肝
要
な
点
は
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
よ
し
ん
ば
、
世
界
に
適
応
し

な
い
こ
と
は
狂
気
で
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
に
世
界
が
間
然
す
る
と
こ
ろ

な
く
秩
序
立
て
ら
れ
て
い
る
と
考
え
よ
う
が
、
あ
る
い
は
、
世
界
は
大

変
不
確
か
な
も
の
な
の
で
、
個
々
人
の
個
別
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
、
皆

が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
他
人
と
の
聞
で
整

え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
よ
う
が
、
ラ
カ
ン
が
主
張
す
る
よ
う

に
、
我
々
は
、
そ
の
よ
う
な
社
会
や
自
己
の
健
全
な
統
一
体
と
い
う
よ

う
な
も
の
に
対
し
て
は
、
眉
に
唾
し
で
か
か
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ラ
カ
ン
は
実
際
、
永
続
的
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
主
体
と
い
う
、
メ
ラ
ニ

i
・
ク
ラ
イ
ン
に
よ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に

対
し
て
、
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
共
感
的
で
あ
る
。
ク
ラ
イ

ン
の
こ
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
は
、
時
に
誤
っ
て
、
対
象
関
係
論
の
流
れ
の
中

に
ひ
っ
く
る
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
が
。
そ
れ
ゆ
え
披
は
、
あ

る
種
の
精
神
分
析
家
た
ち
の
聞
に
見
ら
れ
る
、
乳
児
は
か
つ
て
完
全
に

母
親
と
調
和
し
た
存
在
で
あ
っ
た
と
す
る
よ
う
な
、
は
じ
め
か
ら
完
全

に
適
応
的
に
作
ら
れ
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
を
唾
棄
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、

こ
う
な
の
だ
。
人
間
存
在
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
全
体
性
な
る

経
験
に
近
づ
け
る
よ
う
な
可
能
性
は
な
い
の
で
あ
る
」
（
E
S
F

s
g
ム
g
c
L
H
E可
5
4
5
3）
。
欲
望
と
は
、
「
人
関
の
発
達

と
い
う
結
局
の
と
こ
ろ
調
和
的
で
楽
観
的
な
観
念
が
仮
定
し
た
が
る
よ

う
に
は
、
世
界
の
見
取
り
図
と
の
あ
ら
か
じ
め
の
和
合
の
も
と
に
纏
め

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
だ
」
（
E
S
P

－S∞
B
S
ω
？

お

冨

3

M
C
印也）。

同
時
に
ラ
カ
ン
は
、
「
道
徳
主
義
的
な
規
範
化
」
の
裏
面
を
視
野
に

入
れ
て
お
く
こ
と
を
も
忘
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
母
と
の
間
で
初
め
に

経
験
さ
れ
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
な
関
係
を
将
来
に
わ
た
っ
て
築
く
方

向
へ
と
主
体
を
も
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
（
ま
さ
に
対
象
関
係
論
に

お
い
て
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
）
が
こ
の
「
規
範
化
」
の
一
側
酷
で

あ
る
が
、
そ
の
裏
面
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
乳
児
は
全
能
の
フ
ァ

ン
タ
ジ
ー
に
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
治
療
を
完
結
さ

せ
よ
う
と
思
え
ば
こ
の
乳
児
が
自
ら
の
そ
う
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
気

づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ク
ラ
イ
ン

の
仕
事
に
お
い
て
、
妄
想
分
裂
態
勢
か
ら
抑
う
つ
態
勢
へ
と
進
め
ら
れ

る
理
想
的
で
典
型
的
な
旅
路
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
エ
ラ
・
シ
ャ
ー

プ
に
よ
る
、
ラ
カ
ン
の
議
論
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
あ
の
小
さ
な
咳
を

す
る
男
性
患
者
の
分
析
を
支
え
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
ラ
カ

ン
は
、
シ
ャ
ー
プ
が
精
神
分
析
と
チ
ェ
ス
と
の
間
に
立
て
た
比
較
検
討

を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
分
析
主
体
は
自
分
の
女
王
様
を
お
守
り
申

し
上
げ
て
い
て
、
「
全
能
感
が
存
在
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
女
性
の

側
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
い
う
論
点
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
（

Z
s
p

s
s
a
s
g一
戸
忠
言

gミ
5
3）
。
そ
し
て
こ
の
論
点
は
、
語
り
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得
な
い
け
れ
ど
も
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
権
能
を
有
し
て
い
る
の
は
誰
な

の
か
、
と
い
う
よ
り
広
い
問
題
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
ゆ
く
。
ク
ラ
イ

ン
派
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
「
権
能
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
の
は
主
体
」

で
あ
る
ら
し
い
の
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
ラ
カ
ン
が
論
ず
る
と

こ
ろ
で
は
、
「
権
能
に
溢
れ
て
い
る
の
は
、
他
者
で
あ
る
」
（
変
色
。

こ
こ
で
は
、
理
論
的
な
賭
け
金
は
ず
い
ぶ
ん
高
ま
っ
て
く
る
。
象
鍛

的
去
勢
を
拒
み
、
か
く
し
て
己
の
女
王
様
を
そ
の
場
に
保
持
し
よ
う
と

す
る
主
体
、
す
な
わ
ち
「
他
者
の
去
勢
を
拒
む
」
（

Z
g
p
s
g
2

5
3
一
仏
法

m
R
F
5
3）
主
体
に
と
っ
て
の
賭
け
金
で
あ
る
。
ラ
カ

ン
が
、
強
迫
神
経
症
者
の
条
件
と
し
て
描
き
出
す
の
は
、
他
者
と
の
こ

の
よ
う
な
関
係
、
す
な
わ
ち
他
者
に
全
能
性
を
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

強
迫
神
経
症
者
に
と
っ
て
は
か
く
し
て
「
欲
望
が
そ
の
ま
ま
防
衛
」

（
E
C
S
L
u
g－

5
3
一
芯
古

5
5
3）
と
な
り
、
彼
は
「
手
棋
を

立
て
る
こ
と
」
に
汲
々
と
し
て
時
を
過
ご
す
の
で
あ
る
（
手
広
・
）
。
「
何

に
と
っ
て
の
手
柄
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
彼
の
欲
望
に
照
ら
し
て

の
他
者
へ
の
尊
崇
に
と
っ
て
の
手
柄
」
手
広
し
で
あ
る
。
こ
う
い
っ

た
主
体
は
、
ラ
カ
ン
の
一
一
一
一
口
う
「
支
配
へ
の
隷
属
」
（
笠
門
戸
一
見
古
詩

5
3）
の
中
で
生
き
延
び
て
い
る
。
強
迫
神
経
症
者
は
、
主
流
派
の

最
た
る
も
の
と
は
…
一
一
一
口
え
な
い
と
し
て
も
、
資
本
主
義
の
最
も
忠
実
で
適

応
的
な
主
体
で
あ
り
、
組
織
の
現
代
的
形
態
を
分
析
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

必
ず
霊
嬰
な
要
素
と
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

自
分
が
従
属
し
て
い
る
秩
序
の
形
式
を
そ
の
場
に
措
え
よ
う
と
す
る

こ
う
し
た
強
迫
者
の
配
患
は
、
一
時
期
影
響
力
が
あ
っ
て
ラ
カ
ン
も
そ

の
守
護
者
に
記
り
よ
げ
ら
れ
て
い
た
資
本
主
義
に
つ
い
て
の
構
造
主
義

的
説
明
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
理
論
家
で
あ
る
ル

7 

イ
・
ア
ル
チ
ユ
セ

i
ル
の
仕
事
は
、
適
応
を
批
判
的
に
扱
っ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
適
時
と
い
う
問
題
を
中
心
的
に
取
り
上
げ
て
い

る
。
ア
ル
チ
ュ
セ
！
ル
は
、
す
で
に
一
九
四
五
年
に
、
ラ
カ
ン
が
高
等

師
範
学
校
で
論
理
の
時
間
（

Z
S
F
S怠
）
の
発
表
を
し
た
と
き
に

出
席
し
て
は
い
た
が
そ
れ
ほ
ど
印
象
付
け
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
。
彼
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
！
の
機
能
を
記
述
す
る
た
め
に
そ
の
源
泉
と
し
て
ラ
カ
ン

の
仕
事
を
使
用
し
た
。
そ
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
無
意

識
と
も
ど
も
、
永
遠
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ

だ
け
で
な
く
、
ア
ル
チ
ュ
セ

i
ル
（

5吋
C
）
は
、
国
家
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

装
霞
が
主
体
を
喚
問
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
組
織
の
支
配
形
態

を
保
証
し
て
ゆ
く
と
い
う
内
環
を
打
ち
破
る
試
み
に
は
、
蕪
関
心
で

あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
彼
が
そ
の
左
翼
の
批
評
家
か
ら
は
秩

序
の
哲
学
者
（
押
さ
の
芯
『
P
S認
）
と
し
て
…
言
及
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。

主
体
の
喚
問
と
適
応
と
い
う
過
程
に
お
け
る
精
神
分
析
の
位
量
に
関

し
て
は
、
指
摘
し
て
お
く
べ
き
も
う
一
つ
の
側
面
が
あ
る
。
そ
し
て
ア

ル
チ
ュ
セ

i
ル
が
記
述
と
処
方
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
は
、
彼
自
身
の
特
殊
な
マ
ル
ク
ス
主
義
理
解
（
そ
れ
は
苦

界
を
解
釈
す
る
こ
と
と
世
界
を
変
え
る
こ
と
を
融
合
さ
せ
る
は
ず
の
も

の
に
な
る
）
に
お
い
て
生
じ
て
い
る
問
題
の
棋
の
深
さ
を
物
語
る
。
こ

の
間
題
は
ロ
ベ
ー
ル
・
カ
ス
テ
ル
（
円
ミ
ω）
の
い
わ
ゆ
る
「
精
神
分

析
主
義
」
の
研
究
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
指
損
さ
れ
て
い
る
。
稽
神
分
析

主
義
と
い
う
の
は
、
精
神
分
析
の
語
ら
い
が
臨
床
的
契
約
を
支
え
る
に

留
ま
ら
ず
、
一
時
ら
い
が
記
述
さ
れ
る
形
式
を
も
供
給
す
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
事
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
分
析
が
か
く
も
有
効
に

ま
た
自
立
た
ぬ
ま
ま
に
精
神
震
学
を
遷
移
さ
せ
て
、
精
神
医
学
の
プ
ロ



グ
ラ
ム
に
沿
う
よ
う
に
個
人
を
規
範
化
す
る
と
い
う
様
相
を
批
判
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
精
神
分
析
は
こ
の
よ
う
な
や
り
方
で
、
第
一
に
は
組

織
の
機
能
と
分
析
家
／
精
神
科
震
の
魔
術
的
な
力
と
の
同
一
化
を
促
進

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
第
二
に
は
組
織
の
客
観
的
な
構
造
を
解
釈

す
る
排
他
的
な
手
段
と
し
て
無
意
識
の
語
ら
い
を
め
ぐ
る
「
心
理
社
会

学
」
を
押
し
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
室
学
実
践
の
力
に
対
し
て
、

甚
大
な
補
強
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
C
2号
P
5ゴ
込
・
尽
N
）。

お
そ
ら
く
こ
こ
で
、
な
ぜ
カ
ス
テ
ル
が
精
神
分
析
の
表
向
き
の
批
判

者
と
し
て
の
ド
ゥ
ル

i
ズ
と
ガ
タ
リ
（
む
巳

S
N
O
B品
C
S
R
g）
に
惹

き
つ
け
ら
れ
る
の
か
が
わ
か
る
と
息
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

我
々
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
カ
ス
テ
ル
が
こ
こ
で
、
ド
ゥ

ル
i
ズ
や
ガ
タ
リ
が
精
神
分
析
を
救
済
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
気

に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
議
論
は
こ
こ
で
、
エ
デ
ィ
プ
ス
コ

ン
ブ
レ
ク
ス
に
与
え
ら
れ
る
特
権
性
を
軸
に
し
て
動
い
て
い
る
の
で
あ

る
（
。
。
己
。
P
Sコ
リ
℃
・
尽
小
）
。
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
い
か
ど
う
か

は
と
も
か
く
、
精
神
分
析
の
語
ら
い
も
ま
た
適
応
の
中
に
内
包
さ
れ
て

し
ま
わ
な
い
と
も
限
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
が
ラ
カ

ン
が
、
エ
デ
ィ
プ
ス
に
与
え
ら
れ
る
特
権
を
含
め
た
精
神
分
析
の
語
ら

い
は
、
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
も
ま
た
可
能
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を

示
す
た
め
に
、
あ
れ
ほ
ど
の
労
力
を
払
っ
た
理
出
な
の
で
あ
る
。

経
営
三

ωコ
ω
∞o
ヨ
0
2

適
応
の
問
題
を
こ
の
く
ら
い
に
し
て
そ
ろ
そ
ろ
経
営
の
開
題
に
移
り

た
い
と
思
う
。
学
術
的
な
分
野
ご
と
の
枠
組
み
は
、
精
神
分
析
が
そ
の

よ
う
な
質
の
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
場
合
も
含
め
て
で
あ
る
が
、

自
分
自
身
が
発
見
し
た
と
主
張
す
る
も
の
を
裏
付
け
る
役
割
に
屈
っ
て

し
ま
う
と
い
う
危
険
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
経
営
学
ほ
ど
に

そ
の
よ
う
な
危
険
が
高
い
分
野
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
経

営
学
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
の
存
在
に
依
拠
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
ま
る
で
寄
跡
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
意

思
と
調
和
し
つ
つ
行
動
す
る
、
合
理
的
で
非
性
的
で
、
し
か
も
良
識
あ

る
自
己
」
（

C
号
室
5
F
N
c
c
p
℃・

5
）
と
一
宮
、
つ
べ
き
も
の
の
存
在
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
接
の
行
き
届
い
た
個
別
的
な
主
体
モ
デ
ル
の
強

化
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
に
対
抗
し
て
、
「
批
判
的
経
営
研
究

O
E
S｝

ζ
s
a
o
g
o三
∞
宮
島
2
（
内
玄
∞
）
」
が
出
現
し
て
、
一
九
九

0
年
代
の
初

め
に
は
次
第
に
ひ
と
つ
の
下
部
領
域
と
し
て
認
め
ら
れ
形
を
叡
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
（
と

g
a
g
g仏
当
日
E
C
F
5
S）
。
そ
し
て
の
玄
∞

の
中
で
の
マ
ル
ク
ス
、
ウ
ェ

i
パ
l
、
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
！
コ
！
と
い
っ

た
人
々
に
つ
い
て
の
理
論
的
討
論
を
下
地
と
し
て
、
ビ
ジ
ネ
ス
や
経
営

の
学
部
の
中
に
、
新
た
な
下
部
2

下
部
s

領
域
が
力
を
蓄
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
経
営
学
ラ
カ
ニ
ア
ン
」
た
ち
で
あ
る
。

こ
の

nz∞
の
下
部
E

下
部
。
領
域
に
お
け
る
初
期
の
論
文
（
た
と

え
ば
担
）
σ
皇
聞
い
C
O
P
E
R是
認
い
0
0
3

は
、
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階

に
関
す
る
記
述
。
。
お
）
に
依
拠
し
て
、
被
雇
用
者
た
ち
が
「
統
合

の
像
に
自
ら
を
同
…
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
営
側
の
統
制
に
対

し
て
さ
ら
に
脆
弱
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
（

n
a
2寄
O
F
N
o
c
u
－－
Nω
）

と
い
う
こ
と
を
示
し
、
ま
た
、
よ
り
楽
観
的
に
は
、
「
主
体
は
異
な
る

状
況
の
中
で
異
な
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
身
に
着
け
る
」

p
z
p
w

℃
・
自
）
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
り
も
し
た
。
経
営
学
ラ
カ
ニ
ア
ン
に

よ
る
さ
ら
に
近
年
の
寄
与
と
し
て
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
覇
権
の
理
論
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に
沿
っ
て
同
一
北
の
過
程
を
記
述
し
た
り
、
被
雇
用
者
が
自
分
の
仕
事

に
打
ち
込
む
こ
と
を
保
証
す
る
よ
う
な
語
ら
い
の
構
築
の
多
様
性
を
記

述
し
た
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
し
（

n
s
z
g仏宅一一一
5
0
F

N
0
0
5
0

ま
た
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
さ
ら
に
墨
惑
的
で
優
美
な
も
の
に
す
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
い
つ

も
と
問
じ
状
態
、
つ
ま
り
安
定
と
持
続
性
の
経
験
を
維
持
す
る
」

（n
a
o三
ろ
戸
N
C
Sゆ
勺
－

N
吋
）
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
り
も
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
ラ
カ
ン
に
よ
る
光
を
巧
み
に
屈
折
さ
せ
て
取
り
入

れ
て
い
る
仕
事
に
は
、
エ
ル
ネ
ス
ト
・
ラ
ク
ラ
ウ
と
シ
ャ
ン
タ
ル
・
ム

フ
エ
（
N
C
C
M
）
の
も
の
や
ス
ラ
ヴ
ォ
イ
・
ジ
ジ
ェ
ク
（
H
g
c
）
の
も

の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
、
享
楽
の
不
可
能
な
る
核
が
、
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
魅
惑
の
盛
と
し
て
働
い
て
い
る

C
S
O∞
m
E
S
F
g門ゆ

8
2）
の
だ
と
い
う
こ
と
に
興
味
を
集
中
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
享

楽
と
は
、
ラ
カ
ン
（
s

g

I

H

S

？
5
〉
宝
ニ
甲
山
ゆ
）
が
『
セ
ミ
ネ

i

ル
第
六
巻
』
に
お
い
て
「
欲
求
の
直
接
満
足
」
と
表
現
し
た
よ
う
な
、

道
を
越
え
出
た
何
も
の
か
で
あ
る
の
だ
が
、
違
反
行
為
も
ま
た
経
営
の

機
能
の
一
環
と
な
っ
て
い
て
、
事
楽
は
許
可
を
与
え
ら
れ
、
手
な
ず
け

ら
れ
て
し
ま
う

o
n玄
∞
に
お
け
る
「
労
働
に
お
け
る
ラ
カ
ン
」
の
理

論
的
な
進
展
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
明
確
化
を
促
進
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
主
体
を
わ
し
づ
か
み
に
し
て
い
る
状
態
の
分
析

を
深
く
行
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
影
響
力
の
あ
る
説
明
の
ひ
と
つ

は
、
ラ
カ
ン
が
『
セ
ミ
ネ
i
ル
第
六
巻
」
で
精
錬
し
て
い
た
語
ら
い
の

諸
形
態
に
対
応
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い

る
。
「
フ
ァ
ン
タ
ス
ム
の
語
り
に
備
わ
る
論
理
は
、
理
想
と
か
、
理
想

9 

の
実
現
を
妨
害
す
る
も
の
と
か
、
さ
ら
に
は
理
想
を
通
し
た
違
反
行
為

に
結
び
つ
い
た
事
楽
と
共
に
、
主
体
の
欲
望
を
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
れ
を
構
造
化
す
る
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
」
（
Q
ち
2場

N
C
H（
）

噂

【

V
M
U
－

N
C
S
ω
C
）。

こ
れ
は
は
っ
き
り
と
、
政
治
経
済
学
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
本
質
を
め
ぐ
る
、
よ
り
広
範
囲
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

一
部
を
な
す
も
の
で
あ
り
（
c
q
D
S
ゆき
2叫
N
S
N
）
、
次
の
よ
う
な

前
提
に
欽
拠
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
政
治
の
論
理
が
我
々
に
、
社

会
的
実
践
が
ど
の
よ
う
に
実
現
に
も
た
ら
さ
れ
、
形
を
変
え
て
ゆ
く
の

か
を
示
す
手
立
て
を
提
供
す
る
と
す
れ
ば
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
論
理
は
、

情
別
の
実
践
と
枠
組
み
が
、
主
体
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
揺
み
取
っ
て

し
ま
う
様
子
を
曝
露
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
」
（
c
q
g
p
N
C
H
O
W

℃・

2
）
o
n
z∞
の
中
で
も
、
疎
外
的
で
破
壊
的
な
も
の
と
し
て
の
現

行
の
労
働
の
状
況
へ
の
批
判
が
、
伝
統
的
な
経
営
学
の
見
直
し
の
範
囲

を
拡
大
さ
せ
て
き
て
い
る
（

n
a
o円三
5
2
8
2ぷ
0
5
5∞w
N
C
H
N
）。

パ
リ
に
お
け
る
「
〈
労
働
に
お
け
る
ラ
カ
ン
〉
を
再
考
す
る
た
め
の

匝
際
会
議
」
で
の
こ

O
二
一
一
年
の
あ
る
発
表
は
、
（
リ
玄
∞
の
経
営
学
ラ

カ
ニ
ア
ン
の
聴
衆
を
捉
え
た
が
、
そ
れ
は
包
み
込
み
可
能
な
享
楽
の
方

途
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（

n
a
2
2
5
5
8
2向。ぇ
2
5
8
Z
F

8
5）
。
発
表
と
討
論
は
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
・
ミ
ッ
チ
ェ
ル
（
N
O
M
－）

の
優
れ
た
論
文
を
め
ぐ
っ
て
な
さ
れ
た
。
そ
の
論
文
は
「
超
越
す
る
社

会
化
一
組
織
に
よ
る
統
制
に
お
け
る
身
体
の
役
鶴
と
知
識
労
働
者
の
変

容
に
関
す
る
九
年
間
に
一
日
一
る
民
族
誌
」
と
題
さ
れ
て
お
り
、
評
値
の
高

い
主
流
派
の
雑
誌
、
ア
ド
ミ
ニ
ス
ト
ラ
テ
ィ
ヴ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
ク
オ
ー

タ
リ
ー
に
お
い
て
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
出
発
点
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は
「
自
律
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
（
玄

8
5
2
8
ミ
ミ
よ
N
C
H
H
）
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
知
識
労
働
者
た
ち
は
、
自
分
た

ち
の
努
力
を
、
そ
れ
が
組
織
に
よ
る
統
制
の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と

が
自
明
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
律
的
で
あ
る
と
感
じ
る
」

（玄
5
2
0

－wN
C
H
Y

－yお
印
）
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
ミ
ッ
チ
ェ

ル
は
、
「
妥
当
性
を
担
保
す
る
た
め
に
三
角
化
し
た
」
ウ
ォ

i
ル
・
ス

ト
リ
ー
ト
の
二
つ
の
投
資
銀
行
で
の
驚
く
べ
き
量
の
民
族
誌
的
デ
！
タ

と
面
接
記
録
（

E
P
匂・

8
e
i
七
千
時
間
の
観
察
、
六
百
聞
の
正

式
な
半
構
造
化
面
接
、
二
百
回
の
非
正
式
な
面
接
、
そ
し
て
会
社
に
関

わ
る
デ
！
タ
の
分
析
ー
に
基
づ
い
て
、
「
デ
i
タ
と
理
論
化
の
間
を
繰

り
返
し
行
き
来
し
た
。
」
そ
し
て
、
「
見
え
に
く
い
実
質
的
な
統
制
が
、

精
神
の
頭
越
し
に
身
体
を
狙
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で

あ
る
（
出
uEJ
℃・お印）。

「
〈
労
働
に
お
け
る
ラ
カ
ン
〉
を
再
考
す
る
た
め
の
国
際
会
議
」
の
聴

衆
た
ち
は
、
銀
行
員
た
ち
が
こ
き
使
わ
れ
て
、
多
く
の
場
合
に
結
局
自

分
の
身
体
を
壊
し
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
睡
眠
剥
奪
の
体
制
の
中
で
コ
カ

イ
ン
使
用
に
走
っ
た
り
薬
物
処
方
に
頼
っ
た
り
し
て
、
障
害
を
も
た
ら

す
病
気
に
か
か
り
、
燃
え
尽
き
て
倒
れ
る
あ
り
さ
ま
に
、
釘
付
け
に
な
っ

て
聞
き
入
っ
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
仕
事
に
入
っ
て
か
ら
ふ
つ
う
四

年
目
く
ら
い
で
自
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
こ
う
し
た
こ
と
を
語

る
銀
行
員
た
ち
は
口
々
に
、
「
そ
う
い
う
ふ
う
に
統
制
さ
れ
て
い
た
か

と
い
う
と
そ
う
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
分
の
身
体
と
戦
っ

て
い
る
状
態
で
す
ね
」
（
ヲ
ω
お
）
な
ど
と
説
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
「
こ
の
身
体
の
せ
い
で
自
分
の
人
生
が
台
無
し
に
な
る
な
ん
で
い
や

で
す
か
ら
」
（
℃
・

ω会
）
と
か
「
ひ
と
つ
蹴
り
を
入
れ
て
や
れ
ば
、
私
の

身
体
は
ち
ゃ
ん
と
動
き
だ
す
ん
で
す
わ
」
（
℃
・
臼
C
）
と
か
言
っ
た
り
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
は
実
捺
、
何
ら
か
の
意
味
で
資
本
主
義
に
批

判
的
な
気
持
ち
を
も
っ
人
に
と
っ
て
は
満
足
の
ゆ
く
解
釈
を
与
え
て
い

る
。
た
だ
、
司
会
者
た
ち
は
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
実
際
に
は
、
少
な
く
と

も
何
人
か
の
銀
行
員
た
ち
が
、
自
分
た
ち
の
敵
意
を
、
以
前
は
軽
蔑
し

て
い
た
弥
縫
的
な
自
己
解
決
策
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
て
し
ま
っ
て
、
「
そ

の
よ
う
に
し
て
銀
行
は
、
銀
行
員
た
ち
の
超
越
的
社
会
化
と
統
制
か
ら

利
益
を
得
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
許
饗
す
る
よ
う

な
語
り
を
供
給
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
口
を
襟
ん
で
し
ま
っ
た
よ

う
で
あ
る
。
自
分
自
身
の
身
体
を
あ
た
か
も
措
抗
者
の
よ
う
で
あ
る
か

の
よ
う
に
扱
う
人
々
の
遂
行
能
力
と
い
う
問
題
は
残
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
身
体
を
主
体
の
よ
う
に
」

扱
う
人
々
の
遂
行
能
力
は
ム
向
上
し
て
、
彼
ら
は
、
葛
藤
を
乗
り
越
え
た

よ
う
に
見
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
「
彼
ら
は
、
銀
行
の
要
求
と
自
分
の

身
体
の
要
求
を
和
解
さ
せ
、
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に

創
造
的
で
あ
り
得
た
の
で
あ
る
」
（
玄
互
互
い
C
M
H
込・

8
0）。

ミ
ッ
チ
ェ
ル
の
論
文
の
多
く
の
興
味
深
い
点
の
中
で
、
私
が
注
意
し

て
お
き
た
い
と
思
う
の
は
、
「
理
論
」
に
対
し
て
「
方
法
」
が
ど
の
よ

う
な
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
主
流
の
経
営
学
雑

誌
の
た
め
の
研
究
の
枠
組
み
の
中
で
は
、
あ
る
種
の
定
ま
っ
た
学
術
開

体
的
な
要
請
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
も
。
そ
う
し
た
主
流
雑

誌
は
ふ
つ
う
計
量
的
研
究
を
載
せ
て
お
り
、
「
批
判
」
理
論
は
一
一
一
一
口
う
に

及
ば
ず
、
理
論
と
い
う
も
の
を
取
り
払
っ
て
話
を
進
め
て
ゆ
く
も
の
で

あ
る
。
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
自
分
の
方
法
の
提
示
を
、
デ
ー
タ
の
「
三
角

化
」
に
言
及
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
、
研
究
の
妥
当
性



経営、強追性、欲望、そして解釈

を
読
者
に
対
し
て
保
証
す
べ
く
工
夫
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
資
料
に

何
ら
か
の
意
味
を
与
え
る
の
に
必
要
な
「
理
論
」
を
、
「
方
法
」
そ
れ

自
体
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
著
者
は
、

「
グ
ラ
ウ
ン
ヂ
イ
ツ
ド
・
セ
オ
ワ
！
」
（
C

一2
2
8円仙沼
5
5
P
H申告）

と
呼
ば
れ
る
も
の
を
用
い
た
と
述
べ
る
こ
と
で
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
デ
ー
タ
か
ら
、
そ
し
て
デ

i
タ
の
み
か
ら
、
仮
説
を
構
築
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
方
法
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。
こ
の

方
向
性
は
、
「
被
雇
用
者
は
、
自
律
性
を
誤
っ
て
経
験
し
て
い
る
」

（玄
E
M
O
F
N
O
M
－リ℃・
ω
N
C
）
と
い
う
逆
説
に
光
を
当
て
は
す
る
が
、
そ

れ
を
解
決
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
も
ミ
ッ
チ
ェ
ル
は
、
「
単
調
な

労
働
は
、
感
じ
取
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
、
生
命
力
を
枯
渇
さ
せ
、

身
体
を
蘇
痔
さ
せ
る
」
（
玄
芯
y
o
｛リ
N
C
H
Y
M
M
・ω
臼
）
と
い
う
こ
と
に
気

づ
い
て
い
な
が
ら
、
ま
た
、
こ
の
枠
組
み
を
保
証
す
る
た
め
に
マ
ル
ク

ス
（
円
∞
ミ
）
や
感
情
労
働
に
つ
い
て
の
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
研
究

（胃

2
Z各
誌
L
C∞
ω）
に
言
及
し
さ
え
し
な
が
ら
も
、
後
女
は
実
際
の

分
析
を
、
円
一
玄
∞
や
経
営
学
の
ラ
カ
ン
的
解
釈
か
ら
は
、
封
を
し
て
巧

み
に
隠
し
て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
ラ
カ
ン
的
解
釈
の
ほ
う
は
あ
た
か
も

内
側
か
ら
の
メ
タ
言
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
被
摸
の
と
こ
ろ
で

機
能
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

身
体
を
、
操
作
さ
れ
る
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
、
象
般
的
に
捉
え
ら
れ

も
す
る
現
実
的
な
も
の
と
し
て
記
述
し
て
ゆ
く
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
精
神
分
析
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
や
、
対
象

と
の
関
係
に
お
け
る
、
玉
体
の
位
霞
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
。
ラ
カ
ン
は
、
「
セ
ミ
ネ

i
ル
第
六
巻
」
に
お
い
て
、

身
体
の
各
部
分
は
語
ら
い
の
中
で
動
員
さ
れ
る
の
で
、
そ
う
す
る
と
身
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体
と
い
う
も
の
は
、
題
り
で
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
自
に
見
え

る
接
近
法
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
は
あ
る
が
、

ま
さ
に
そ
の
時
に
こ
そ
身
体
自
身
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い

る
の
が
隠
蔽
さ
れ
る
よ
う
な
具
合
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を

強
調
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
自
身
の
四
肢
（
H
仲
間
た
ち
）
を
も
っ

て
i
そ
れ
こ
そ
が
想
橡
界
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
も
の
だ
が

i
我
々
は
無
意
識

で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
語
ら
い
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
作
り
上
げ
て
い

る
の
で
す
」
（

E
S
P
－
c
S
2
5
3
λ
∞
玄
号
与

5
3）
。
我
々
の

身
体
を
め
ぐ
る
こ
の
想
像
界
の
組
織
化
、
す
な
わ
ち
現
実
界
を
首
尾
一

重
し
た
語
り
へ
と
変
え
る
組
織
化
は
、
象
磁
界
に
つ
い
て
も
や
は
り
当

て
は
ま
る
。
上
記
の
研
究
へ
の
あ
る
参
加
者
は
、
銀
行
が
無
料
の
レ
ン

タ
カ
ー
と
か
食
事
と
か
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
ク
ラ
ブ
と
か
ド
ラ
イ
ク
ワ
i
ニ

ン
グ
の
手
配
を
し
て
く
れ
た
り
す
る
こ
と
に
言
及
し
つ
つ
、
次
の
よ
う

に
コ
メ
ン
ト
し
た
。
「
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
た
ち
は
よ
く
、
妻
が
家
の
雑
事

を
し
て
く
れ
た
ら
、
す
べ
て
の
女
性
が
働
く
こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と

一
一
一
一
口
っ
た
も
の
で
し
た
。
銀
行
は
私
の
妻
の
妻
で
す
」
（

E
S
P
－
S
∞
1

5
S
λ
∞
玄
向
。

V
5
3）
。
こ
の
参
加
者
が
も
し
吋
、
中
」
ミ
、
不

i
ル
第

六
巻
F

一
に
お
い
て
ラ
カ
ン
（
戸
ωの
ω2叫
H

ゆ∞∞
2

の
一
一
一
…
口
、
つ
「
大
文
字
の
他
者
の
大
文
字
の
他
者
は
蛙
…
い
」
と
い
う
大
き
な

、
秘
密
を
知
つ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
一
言
う
こ
と
に
な
る
、
だ
ろ
う
か
？
こ

こ
で
の
教
訓
は
、
被
一
雇
用
者
た
ち
に
は
遅
れ
ば
せ
に
し
か
認
め
ら
れ
な

い
よ
う
な
、
「
組
織
に
よ
る
統
制
」
が
い
ろ
い
ろ
な
形
で
こ
の
人
の
現

実
界
の
身
体
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
、
ミ
ッ
チ
ェ
ル
が
接
近
し
、
そ
こ
か
ら
彼
女
の
「
グ
ラ
ウ
ン

デ
イ
ツ
ド
・
セ
オ
リ
ー
」
を
組
み
上
げ
た
経
験
的
で
想
像
的
な
領
域
と
、
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構
造
の
顕
現
、
す
な
わ
ち
現
実
界
と
し
て
理
論
的
に
し
か
把
握
で
き
な

い
象
償
的
な
諸
過
程
と
の
聞
に
は
、
必
然
的
な
亀
裂
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
は
、
他
者
の
領
野
に
お
け
る
欲
望
の
辿
る
道
を
、
力
と
い
う

問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
じ
て
い
る
。
エ
ラ
・
シ
ャ
ー
プ
に
分
析
を
受
け
て

い
る
と
き
に
小
さ
い
咳
を
し
た
男
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
力
を
備
え
た
他
者

の
領
野
に
自
分
を
ど
の
よ
う
に
し
て
書
き
込
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ
と
、

あ
る
い
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
ど
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
の
敵
対
者
に
抗
し

て
行
動
す
る
力
を
奮
い
起
こ
す
こ
と
が
で
き
た
の
か
、
と
い
っ
た
問
問
題

で
あ
る
。
力
に
対
し
て
従
罵
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
人
物
像
は
、
『
セ
ミ

ネ
！
ル
第
六
巻
」
で
幾
度
か
、
実
際
の
臨
床
例
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
扱
つ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
ラ
カ
ン
自
身
の
警
告
に
反
し
て
い

る
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
ま
た
、
主
体
の
「
表
象
」
で

も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
ら
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
読
者
か

ら
の
開
一
化
を
蒙
る
者
た
ち
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の

は
、
ラ
カ
ン
自
身
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
つ
い
て
指
摘
し
た
論
点
の
一
つ
で

あ
り
、
ま
た
開
時
に
、
他
の
臨
床
例
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
こ
と
な

の
で
あ
る
。

『
セ
ミ
ネ

i
ル
第
六
巻
」
の
最
終
章
に
お
い
て
ラ
カ
ン
（

s
g
l

s
g
L
E
q
s
g）
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
欲
望
と
は
、

「
（
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
連
鎖
の
）
繋
が
り
と
の
関
連
で
、
主
体
が
ど
の
よ

う
な
道
程
を
辿
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
り
、
欲
望
は
地
者
の
次

元
に
お
い
て
そ
こ
に
映
し
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
己
政
治
と
言
わ
れ
て

い
る
も
の
、
そ
れ
は
他
者
の
次
元
に
お
け
る
力
の
組
織
化
、
す
な
わ
ち
、

現
勢
的
に
存
在
し
て
い
る
象
徴
的
領
野
の
組
織
化
、
か
つ
ま
た
主
体
が
、

自
分
自
身
の
個
別
的
な
欲
望
の
枠
組
み
の
範
閤
で
、
そ
の
領
野
に
対
し

て
持
っ
て
い
る
関
係
の
こ
と
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
た
と
え
そ
の

関
係
が
、
主
体
に
と
っ
て
は
他
者
に
全
能
性
を
賦
与
し
て
自
分
自
身
の

主
人
性
を
そ
こ
に
隷
属
さ
せ
る
こ
と
を
享
受
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
て

も
で
あ
る
。

欲
望
の
組
織
化
と
、
個
々
人
と
の
臨
床
的
な
仕
事
に
と
っ
て
の
そ
の

重
要
性
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
、
ラ
カ
ン
は
ま
た
、
欲
望
が
我
々

を
何
ら
か
の
組
織
化
の
形
式
の
中
に
閉
じ
込
め
る
仕
方
に
応
じ
て
、
力

と
い
う
も
の
が
、
形
を
変
え
る
の
だ
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
、
何
が
し

か
の
こ
と
を
我
々
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
。
今
日
に
お
け
る
欲
望
は
、

解
釈
の
意
匠
と
し
て
の
精
神
分
析
へ
の
欲
望
も
含
ん
で
い
る
。
こ
の
意

匠
に
よ
っ
て
強
迫
的
な
主
体
は
、
他
者
の
時
間
の
中
で
の
巳
の
実
存
を

組
織
化
す
る
と
き
に
力
を
も
ら
い
、
ま
た
、
時
間
の
な
い
、
倒
錯
し
た
、

映
画
の
予
告
縞
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
っ
て
、
自

ら
を
慰
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
ラ
カ
ン
の
表
現
に
よ
れ
ば

（
Z
g
p
s
g
2
5
3
Lご
5
0
5
S）
、
決
し
て
実
際
に
は
存
在

す
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
も
の
の
「
予
告
一
端
」
な
の
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
ま
で
、
主
体
性
と
い
う
も
の
の
広
い
意
味
に
お
け
る
経
営

学
に
と
っ
て
、
こ
れ
ら
の
論
点
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の

か
を
恭
そ
う
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
ま
た
、
欲
望
の
組
織
化
に
つ
い
て

の
ラ
カ
ン
の
議
論
が
、
組
織
に
と
っ
て
欲
望
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
の

理
解
や
、
い
わ
ゆ
る
批
判
的
経
営
学
研
究
に
お
い
て
欲
望
が
占
め
る
位

置
の
理
解
に
と
っ
て
、
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
京
そ
う
と

し
て
き
た
。
精
神
分
析
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
、
今
日
の
我
々
の
主
体
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