
善
　
悪
　
と
　
自
　
他

森
　
口
　
美
都
男

「
：
：
私
た
ち
は
み
な
孤
児
な
の
だ
、
私
も
君
た
ち
も
…
…
。
：
：
：
ど
の
私
も
が
自
分
自
身
の
父
で
あ
り
、
創
り
主
で
あ
る
の
な
ら
、

ど
う
し
て
ま
た
惣
分
演
身
の
死
の
天
使
で
あ
っ
て
な
ら
ぬ
わ
け
が
あ
ろ
う
。
…
…
」

　
　
　
一
望
①
同
ヨ
白
月
窯
Φ
浄
犀
①
”
O
δ
ピ
。
び
Φ
奮
簿
⇔
α
q
繋
嬬
謬
儀
ま
お
d
げ
魯
≦
一
こ
口
二
謬
σ
q
中
の
引
用
か
ら
一

「
善
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
い
が
、
何
ほ
ど
か
自
他
の
別
な
る
事
態
を
引
込
ま
ず
に
は
、
満
足
に
答
え
ら
れ
え
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
改

め
て
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
自
画
と
い
う
相
関
概
念
と
、
自
他
と
い
う
梢
関
概
念
（
こ
れ
も
概
念
で
あ
る
と
し
て
）
と
は
ど
の

様
な
関
係
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
方
の
他
方
へ
の
制
約
は
正
確
に
ど
の
様
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
程
度
に
ま
で
及
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
な
む
し
ろ
、
　
「
善
と
は
何
か
」
あ
る
い
は
「
悪
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
ま
ず
答
え
、
そ
の
上
で
同
じ
く
別
途
に
規
定
さ
れ
た
「
自

己
」
と
か
「
他
者
」
と
か
と
の
二
面
を
決
め
る
と
い
う
こ
と
は
一
体
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
一
種
特
有
な
、
不
確
定
性
に
も
似
た

事
情
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

騨

脚　
　
　
　
　
　
善
悪
と
慮
他

　
そ
れ
自
体
と
し
て
、
絶
頬
的
に
、
無
条
件
に
「
善
し
」
と
済
い
う
る
も
の
は
、
　
（
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
「
世
界
の
内
で
、
い
な
そ
の
外
に

お
い
て
さ
え
、
た
だ
急
き
意
志
あ
る
の
み
」
、
と
言
い
え
た
が
）
今
日
で
は
凡
そ
何
処
に
も
存
在
し
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
よ
し

一
一
五
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5
　
存
在
す
る
と
し
て
も
、
我
々
現
代
の
人
間
に
は
遂
に
如
何
様
に
も
知
ら
れ
る
す
べ
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
今
日
で
は

　
　
我
々
に
知
ら
れ
え
、
知
ら
れ
ず
に
お
か
ぬ
も
の
、
ま
た
我
々
に
対
し
て
た
し
か
に
存
在
し
、
存
在
す
る
ほ
か
な
い
も
の
は
、
単
に
何
か
他

　
　
の
も
の
の
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
ま
た
単
に
相
対
的
に
、
条
件
つ
き
で
「
善
い
」
と
か
「
悪
い
」
と
か
言
わ
れ
う
る
も
の
だ
け
に
な
つ

　
　
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
現
代
の
世
界
で
は
、
我
々
は
善
悪
に
つ
い
て
の
完
全
な
相
対
主
義
を
採
る
ほ
か
な
い
か
の
様
で
あ
る
。
法
制
・
経
済
に
つ
い
て
も
文

　
　
化
・
習
俗
に
つ
い
て
も
、
倫
理
に
つ
い
て
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
つ
い
て
も
、
ま
た
宗
教
に
つ
い
て
も
、
東
西
南
北
、
古
往
今
来
の
平
和

　
　
共
存
を
計
る
こ
と
を
お
い
て
入
漁
の
生
き
続
け
う
る
途
は
な
い
か
の
様
で
あ
る
。
現
代
の
世
界
が
と
も
か
く
も
「
世
界
」
と
し
て
存
立
を

　
　
保
ち
得
る
か
否
か
は
、
　
一
に
か
か
っ
て
、
地
上
の
我
々
す
べ
て
が
価
値
の
組
対
主
義
に
屈
服
す
る
こ
と
に
、
い
な
積
極
的
に
こ
れ
の
み
を

　
　
是
認
す
る
こ
と
に
あ
る
か
の
様
で
あ
る
。

　
　
　
実
際
、
現
代
に
お
い
て
「
賢
人
」
と
か
「
聖
者
」
と
か
「
予
雪
囲
春
」
と
か
「
哲
学
者
」
と
か
呼
ば
れ
て
い
る
人
た
ち
は
、
サ
ル
ト
ル
も

　
　
ラ
ッ
セ
ル
も
シ
ュ
ヴ
ァ
イ
ツ
ァ
ー
も
、
ト
イ
ン
ビ
ー
も
ヤ
ス
パ
ー
ス
も
、
鈴
木
大
拙
も
、
表
現
の
仕
方
、
重
点
の
置
き
所
の
差
こ
そ
あ
れ
、

　
　
こ
ぞ
っ
て
（
「
人
類
」
の
漸
減
を
憂
え
つ
つ
）
価
値
の
桐
対
主
義
を
奨
め
て
い
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
し
か
も
、
単
に
相
之
的
に
、
な

　
　
い
し
単
に
手
段
的
に
善
き
も
の
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
ま
し
て
甚
だ
し
い
背
理
が
あ
ろ
う
か
。
絶
対
に
善
き
も
の
は
今
は
無
く
て
済

　
　
む
、
い
な
あ
っ
て
く
れ
て
は
貯
ま
る
が
、
将
来
い
つ
か
事
態
が
好
転
し
た
上
で
（
例
え
ば
水
素
爆
弾
な
り
軍
用
人
工
衛
星
な
り
が
完
全
に

　
　
廃
棄
さ
れ
、
そ
の
存
在
不
可
能
性
が
十
分
保
証
さ
れ
た
上
で
）
、
何
処
か
ら
か
も
う
一
度
出
て
来
て
く
れ
て
も
宜
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と

　
　
が
あ
り
え
よ
う
か
。
書
う
ま
で
も
な
い
、
一
今
日
で
は
、
核
兵
器
を
つ
け
た
人
工
衛
星
こ
そ
が
絶
対
者
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
水
爆
衛

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
星
を
善
き
も
の
と
い
う
人
は
だ
だ
の
一
入
も
あ
る
ま
い
。
む
し
ろ
万
人
が
、
自
分
な
ら
ぬ
他
人
の
も
つ
水
爆
に
は
「
絶
対
反
対
」
を
唱
え
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
を
絶
対
に
悪
し
き
も
の
と
見
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ま
た
絶
対
に
悪
し
き
も
の
が
水
爆
衛
星
自
体
で
な
い
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な

　
　
い
。
そ
れ
は
今
臼
、
爾
余
一
切
の
価
値
と
力
と
を
相
対
化
し
う
る
ほ
ど
の
絶
対
的
威
力
を
誇
っ
て
い
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
所
詮
悪
し
き
老



　
　
と
さ
れ
う
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
武
装
し
て
い
る
人
間
で
し
か
な
い
。
だ
が
そ
れ
も
、
そ
の
様
に
武
装
し
て
い
る
他
人
（
敵
）
で
あ
っ

　
　
て
自
分
（
味
方
）
で
は
な
い
。

　
　
　
桐
対
主
義
の
覆
う
所
と
な
っ
た
地
上
も
、
郡
今
、
決
し
て
絶
対
に
善
き
も
の
、
　
「
ひ
と
り
そ
れ
の
み
善
し
」
と
さ
る
べ
き
も
の
を
担
い

　
　
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
の
み
は
絶
対
に
欠
け
て
は
あ
り
得
な
い
。
た
だ
そ
れ
が
徹
底
的
に
誤
っ
た
場
所
に
置
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
の
場
所
と
は
即
ち
我
々
、
よ
り
根
本
的
に
は
単
に
人
問
的
な
自
己
が
そ
れ
で
あ
る
。
今
日
の
我
々
は
、
実
は
こ
ぞ
っ
て
我
々
自
身
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
を
、
そ
れ
の
み
を
…
i
個
体
的
に
も
集
団
的
に
も
一
ひ
と
り
絶
対
に
善
き
者
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
こ
と
が
そ
れ
と
自

　
　
覚
さ
れ
ず
に
現
代
人
の
魏
を
占
領
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
の
法
外
な
相
対
主
義
の
独
裁
は
数
え
る
に
足
る
僅
か
な
例
外
者
を
除
け
ば
、

　
　
今
肩
の
我
々
す
べ
て
の
法
外
に
無
自
覚
な
、
法
外
に
大
き
な
こ
の
独
善
に
基
づ
く
。
世
界
そ
の
も
の
が
犠
牲
に
供
さ
れ
て
よ
い
ほ
ど
の
価

　
　
値
を
各
自
が
要
求
し
、
そ
こ
か
ら
却
っ
て
人
類
の
存
続
以
外
の
一
切
が
絹
対
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
類
の
存
続
が
、
果
し

　
　
て
絶
対
に
善
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
善
と
我
欲
と
が
相
補
的
で
あ
る
こ
と
は
、
本
来
は
万
人
に
与
え
ら
れ
た
良
識
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
い
う
「
善
き
意
志
」
も
、

　
　
人
間
の
「
我
欲
ω
①
笹
蓉
ω
餌
。
葺
」
の
属
す
る
所
に
ま
た
そ
の
限
り
に
お
い
て
だ
け
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
　
「
わ
れ
と
わ
が
物
」
と
が
地
を

　
　
覆
っ
て
い
な
が
ら
し
か
も
岡
時
に
端
的
な
善
が
あ
ら
わ
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
だ
が
ま
た
二
十
世
紀
と
は
人
間
が

　
　
良
識
を
喪
っ
て
し
ま
っ
た
時
代
で
あ
ろ
う
。
無
自
覚
的
に
、
他
者
の
為
の
生
を
欠
い
て
自
己
が
は
び
こ
る
所
で
は
、
絶
対
の
善
は
皆
既
蝕

　
　
と
な
る
ほ
か
は
な
い
。
自
体
的
に
善
き
者
は
姿
を
隠
す
ほ
か
は
な
い
。

　
　
「
す
べ
て
の
人
間
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
だ
」
と
い
う
言
葉
は
本
来
は
良
識
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
言
葉
に
は
慎
み
が
欠
け
て
い
る
。

　
　
し
か
し
こ
れ
位
、
今
日
誰
の
口
か
ら
で
も
聞
か
れ
る
眩
き
、
す
べ
て
の
現
代
人
に
平
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
と
も
見
え
る
「
常
識
」
も
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
た
少
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
だ
が
ま
た
、
　
「
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
と
さ
れ
る
そ
の
万
人
の
う
ち
へ
、
ほ
か
な
ら
ぬ
私
自
身
は
含
ま
れ
て
い

　
　
る
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
誰
し
も
、
　
「
私
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
は
な
い
」
な
ど
と
い
う
他
愛
の
な
い
言
葉
を
自
ら
口
に
す
る
ほ
ど
に
愚
か
で

895
　
　
　
　
　
　
善
悪
と
自
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、

5
　
は
な
い
と
し
て
、
即
ち
「
人
間
す
べ
て
が
エ
ゴ
イ
ス
ト
」
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
こ
の
こ
と
が
万
人
熟
知
の
常
識
で
あ
る
こ
と
を
も
心
得
て

　
　
い
る
と
し
て
、
し
か
も
人
あ
っ
て
、
　
「
貴
鷺
は
エ
ゴ
イ
ス
ト
だ
」
と
灰
め
か
す
だ
け
で
も
し
て
く
れ
た
時
に
は
、
私
は
心
中
甚
だ
穏
か
で

　
　
な
い
。
万
人
中
の
一
員
た
る
以
上
、
私
自
身
も
そ
の
「
常
識
」
の
告
げ
る
灰
に
従
っ
て
立
派
に
エ
ゴ
イ
ス
ト
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
の
に
、

　
　
私
に
は
、
自
分
自
身
の
エ
ゴ
イ
ス
ト
た
る
こ
と
に
は
頑
迷
に
同
意
を
渋
っ
て
い
る
節
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
一
体
、
万
人
の
う
ち
に
、

　
　
自
分
と
い
う
も
の
を
も
含
め
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
「
君
は
他
人
を
犠
牲
と
し
て
、
他
人
の
犠
牲
に
よ
っ
て
生
き
て
来
た
、
そ
し
て
生
き
て
い
る
」
と
い
う
詰
問
を
受
け
る
と
き
、
そ
れ
が
他

　
　
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
き
は
勿
論
、
そ
れ
が
自
分
の
内
心
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
さ
え
も
、
私
は
殆
ん
ど
反
射
的
に
「
い
や
そ
ん
な
こ
と

　
　
は
な
い
」
と
言
い
か
え
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
。
　
「
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
私
は
活
量
の
働
き
に
よ
っ
て
、
自
分
の
努
力
に
よ
っ
て

　
　
生
き
て
来
た
の
で
、
密
分
の
生
の
た
め
に
、
他
人
に
犠
牲
を
強
い
た
な
ど
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
」
と
眩
か
ず
に
い
る
こ
と
は
む
ず
か
し

　
　
い
。
あ
る
い
は
、
　
「
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
、
私
こ
そ
が
他
の
生
き
る
た
め
の
犠
牲
と
な
り
、
他
の
生
に
仕
え
て
来
た
で
は
な
い
か
」

　
　
と
言
い
た
く
な
る
。
そ
し
て
こ
う
言
い
え
ん
が
た
め
の
証
拠
を
、
つ
ま
り
他
の
た
め
に
自
分
の
方
こ
そ
が
失
っ
た
の
だ
と
言
い
え
ら
れ
そ

　
　
う
な
事
実
を
遺
漏
な
く
、
一
つ
で
も
多
く
、
殆
ん
ど
反
射
的
に
探
し
始
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
ま
た
、
そ
れ
が
自
分
の
行
動
で
あ
る
蒔
に
は
、
少
し
も
「
悪
い
」
と
は
思
わ
ず
、
凡
そ
気
づ
く
こ
と
す
ら
も
な
く
済
ん
で
し
ま
う
の
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
そ
の
同
じ
行
動
を
他
人
に
つ
い
て
見
つ
け
る
と
、
私
は
殆
ん
ど
反
射
的
に
、
、
何
か
判
決
を
下
す
に
も
似
た
こ
と
を
せ
ず
に
は
い
な
い
で
あ

　
　
ろ
う
。
そ
し
て
私
の
働
い
た
善
か
ら
ぬ
事
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
、
同
種
の
行
動
に
つ
い
て
私
は
他
入
を
断
罪
し
た
と
い
う
こ
の
こ
と
か
ら

　
　
の
反
照
が
な
け
れ
ば
、
私
自
身
に
は
遂
に
気
づ
か
れ
ず
に
お
わ
り
は
し
な
か
っ
た
か
。
問
題
は
、
私
に
あ
っ
て
の
認
知
力
そ
の
も
の
、
な

　
　
い
し
価
値
を
識
忘
し
う
る
視
力
そ
の
も
の
に
関
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
人
の
行
為
に
関
し
て
は
瞭
々
然
と
見
え
て
い
る
も
の
が
、
自
分
の

　
　
行
為
に
関
し
て
は
微
か
に
す
ら
見
え
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
態
度
、
同
じ
行
為
で
あ
る
以
上
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
そ
こ
に
ひ
と
し
く
属

　
　
し
て
い
る
筈
の
〈
非
難
に
価
す
る
〉
と
い
う
こ
と
が
、
他
人
の
場
合
に
限
っ
て
見
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
事
実
は
、
ほ
か
な
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ら
ぬ
エ
ゴ
イ
ズ
ム
自
身
に
つ
い
て
最
も
著
し
い
。

　
例
は
あ
げ
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
西
洋
の
学
者
か
ら
の
盗
用
と
か
剰
窃
と
か
、
劉
窃
の
そ
の
ま
た
穏
婆
と
か
は
そ
の
巧
拙
に
差

こ
そ
は
あ
れ
、
爲
本
の
文
科
系
西
洋
学
に
従
事
す
る
も
の
に
あ
っ
て
殆
ん
ど
臼
常
茶
飯
事
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
卒
業
論
文
か
ら
有

名
著
書
そ
し
て
注
釈
や
辞
書
類
に
至
る
ま
で
、
多
少
で
も
意
味
を
な
す
か
の
如
く
に
読
ま
れ
う
る
も
の
（
特
に
評
判
の
よ
い
も
の
）
は
、

そ
の
殆
ん
ど
す
べ
て
が
、
結
溝
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
見
処
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
出
版
企
劃
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
外
国
産
の
も
の
の
無
断
謙

案
、
抄
録
な
い
し
は
部
分
的
改
変
や
前
後
入
れ
換
え
を
混
え
た
転
載
ま
た
は
複
製
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
そ
れ
と
は
知
ら
ず
に
な
さ
れ
た
再

再
複
製
な
ど
に
満
ち
満
ち
て
い
は
す
ま
い
か
。
そ
れ
が
殆
ん
ど
摘
発
さ
れ
ず
に
済
ん
で
来
た
の
は
、
一
つ
に
は
外
人
に
日
本
語
の
哲
学
論

文
が
読
め
ず
、
も
と
も
と
対
等
に
扱
っ
て
く
れ
て
お
ら
ぬ
か
ら
で
も
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
我
々
日
本
人
は
、
そ
の
原
始
的
・
自
然
的
情

性
（
い
わ
ゆ
る
「
温
情
」
）
の
ゆ
え
に
他
人
の
怨
み
を
買
う
こ
と
、
特
に
も
検
事
呼
ば
わ
り
さ
れ
る
こ
と
を
極
度
に
嫌
い
怖
れ
る
の
と
、
ま

た
一
入
一
人
の
守
備
範
囲
（
？
）
が
狭
く
仲
間
も
少
な
く
、
そ
の
無
知
、
不
勉
強
が
互
い
違
い
に
な
り
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
だ
が
問
題
は
、
我
々
の
う
ち
の
少
な
か
ら
ぬ
部
分
に
剥
窃
の
覚
え
が
あ
る
筈
、
と
い
う
言
い
方
が
実
は
不
適
切
だ
、
と
い
う
点
に
あ
る
。

何
故
な
ら
問
題
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
身
が
劉
窃
を
冒
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
劉
窃
行
為
だ
と
気
づ
き
え
て
お
ら
ぬ
我
々
に
あ
っ
て

の
視
力
の
弱
さ
、
そ
れ
を
そ
う
と
感
じ
る
こ
と
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
そ
の
認
知
力
の
欠
如
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
も
原
始
宗
教
の

呪
縛
の
下
に
あ
る
i
多
く
の
場
合
は
下
意
識
的
に
l
i
日
本
人
に
は
凡
そ
哲
学
的
思
考
へ
の
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
こ
そ
当
然
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、
こ
こ
に
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
「
自
然
の
防
禦
反
応
」
た
る
仮
構
機
能
が
働
い
て
お
り
、
そ
の
実
相
は
気
づ
か
れ

る
よ
り
も
早
く
姿
を
消
す
。
i
し
か
も
そ
れ
ほ
ど
に
感
知
さ
れ
難
い
そ
れ
ち
の
事
実
も
、
そ
れ
が
自
分
な
ら
ぬ
他
人
の
所
作
で
あ
れ
ば
、

何
ほ
ど
か
看
破
さ
れ
ず
に
は
済
ま
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
〈
私
ひ
と
り
の
他
に
善
き
者
な
し
〉
な
ど
と
は
私
は
考
え
て
い
な
い
」
と
は
誰
で
も
が
書
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
口
先
き
だ
け
で
な
く
胸

　
　
　
　
善
悪
と
自
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一
九
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ご
一
〇

説　
　
申
も
そ
の
通
り
で
あ
り
、
自
分
ひ
と
り
を
善
し
と
し
て
な
ど
お
ら
ぬ
積
り
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
こ
の
私
は
〈
私
ひ
と
り
の
他

　
　
に
善
き
者
な
し
〉
な
ど
と
思
い
上
っ
て
は
お
ら
ぬ
積
り
で
い
る
。
i
だ
が
果
し
て
真
実
そ
う
で
あ
ろ
う
か
？
　
い
な
そ
う
で
あ
り
う
る

　
　
か
P

＝

　
自
己
に
対
し
て
最
も
深
く
他
な
る
も
の
は
、
他
の
自
己
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
ま
ず
、
他
で
あ
る
の
は
何
が
何
に
対
し
て
で
あ
ろ
う
か
。

　
一
欄
の
物
体
に
対
し
、
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
る
物
体
も
一
応
は
前
者
に
対
す
る
「
他
の
物
体
」
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
に
対
し
て
後
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
他
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
区
別
し
そ
の
夫
々
に
対
し
て
異
っ
た
行
動
を
と
る
主
体
、
な
い
し
は
両
者
を
蚊
べ
て
違
う
る
主
体
に
と
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
主
体
が
無
け
れ
ば
始
め
か
ら
そ
こ
に
二
つ
の
客
体
は
な
い
。
そ
の
限
り
ま
た
互
い
に
他
で
あ
る
物
体
も
な
い
。

だ
か
ら
凡
そ
他
者
に
対
し
え
、
そ
の
他
者
を
持
つ
と
欝
わ
れ
う
る
も
の
は
、
最
少
限
何
ほ
ど
か
弁
劉
と
行
動
の
主
体
な
の
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
事
実
、
一
個
の
有
機
体
に
対
し
、
こ
れ
を
取
り
巻
き
、
こ
れ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
た
る
も
の
は
、
た
し
か
に
一
つ
の
物
体
に
対
す
る

他
の
物
体
以
上
に
、
そ
の
主
体
的
生
命
に
対
し
て
そ
れ
に
外
な
る
も
の
、
他
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
有
機
的
個
体
に
対
す
る
環
境

も
必
ず
し
も
ま
だ
十
分
に
信
者
に
瑚
し
て
外
な
る
も
の
、
他
な
る
も
の
と
は
揮
い
え
な
い
。
ホ
ー
ル
デ
ン
は
、
生
物
学
に
お
い
て
「
内
的

環
境
」
な
る
概
念
の
欠
き
え
ぬ
こ
と
を
示
し
た
が
、
そ
の
限
り
、
生
命
主
体
へ
の
環
境
の
関
係
は
、
な
お
深
く
異
他
性
で
あ
る
と
は
言
い

え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
生
命
主
体
と
そ
の
環
境
と
の
場
合
に
限
ら
ず
、
　
一
な
る
主
体
に
対
す
る
多
な
る
客
体
は
、
ま
だ
ま
だ
そ
の
主
体
に
他
な

る
も
の
で
は
な
い
。
客
体
や
対
象
は
一
般
に
主
体
の
う
ち
に
内
在
す
る
一
覧
に
認
識
論
的
に
で
は
な
く
存
在
論
的
に
も
…
と
も
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
（
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
．
、
盆
深
偶
帥
㌶
、
．
）
。

　
あ
る
主
体
に
対
し
て
多
少
と
も
充
実
し
て
他
で
あ
り
う
る
の
は
、
こ
の
主
体
を
ば
己
れ
の
客
体
に
変
え
、
可
能
的
に
で
は
あ
れ
、
そ
の



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
主
体
と
し
て
の
存
立
を
否
定
し
て
来
る
（
例
え
ば
私
を
見
据
え
る
者
と
し
て
）
今
一
っ
の
⇔
8
薄
墨
主
体
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
他
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
一
つ
の
主
体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
う
る
、
そ
れ
自
身
な
ら
ぬ
主
体
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
始
め
て
〈
他
の
〉
と
い
う
規
定
が
い
わ
ば
不

　
可
避
的
に
生
き
ら
れ
て
い
る
。
先
決
問
題
の
要
求
を
避
け
よ
う
と
し
て
、
こ
こ
で
「
他
」
と
か
「
異
」
と
か
い
う
用
語
を
用
い
ず
、
ま
た

　
　
「
己
れ
の
」
と
か
「
自
ら
の
」
と
か
い
う
表
現
を
も
さ
け
て
強
い
て
こ
の
事
態
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
う
し
た
表
現
に
は
一
種
特

　
有
な
不
具
、
不
備
の
気
配
が
た
だ
よ
い
始
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
〈
他
考
〉
を
勝
義
に
お
い
て
持
ち
う
る
も
の
、
郡
ち
そ
れ
に
超

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
越
す
る
何
も
の
か
に
真
に
深
く
対
し
う
る
も
の
は
、
催
者
の
眼
よ
り
防
禦
す
べ
き
〈
自
己
〉
を
持
つ
我
れ
あ
る
の
み
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
だ
か
ら
、
「
自
己
」
と
呼
ば
れ
う
る
、
ま
た
自
ら
「
私
（
が
、
の
、
に
、
を
）
」
と
い
う
七
生
を
言
い
う
る
主
体
に
あ
っ
て
も
、
こ
れ
に

　
　
対
す
る
も
の
が
直
ち
に
、
ま
た
一
様
に
そ
の
主
体
に
対
す
る
他
者
で
あ
り
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
他
を
他
と
し
て
持
ち
う
る
の
は
、
あ

　
　
る
主
体
が
現
実
に
自
己
で
あ
る
場
合
に
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
程
度
に
応
じ
て
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
重
る
他
者
に
対
す
る
こ
と
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
っ
て
、
ま
た
そ
の
都
度
、
私
は
は
じ
め
て
自
己
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
単
に
可
能
的
に
〈
自
己
で
あ
り
う
る
〉
者
に
、
つ
ま
り

　
　
「
私
」
と
言
う
可
能
性
を
も
っ
た
者
に
対
し
て
い
る
も
の
が
、
何
で
あ
れ
直
ち
に
充
実
し
て
そ
れ
の
他
者
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
彼
が
生
き
よ
う
が
死
の
う
が
私
の
知
っ
た
こ
と
で
は
な
い
、
い
わ
ゆ
る
「
赤
の
他
人
」
は
、
実
は
ま
だ
十
分
に
私
に
対
す
る
他
者
で
は

　
　
あ
る
ま
い
。
彼
に
対
す
る
往
き
ず
り
の
私
も
、
そ
こ
で
は
ま
だ
格
別
に
自
己
と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
当
方
の
生
死
に
無
関

　
　
心
で
、
私
を
生
か
し
て
く
れ
も
せ
ぬ
が
、
さ
り
と
て
殺
し
も
せ
ぬ
彼
も
、
ま
だ
私
に
対
す
る
他
の
自
己
で
は
な
い
。
つ
ま
り
凡
そ
〈
自
己

　
　
で
あ
る
〉
と
い
う
在
り
方
が
あ
り
う
る
所
で
だ
け
、
何
も
の
で
あ
れ
、
ま
た
凡
そ
〈
そ
れ
の
他
者
〉
を
持
ち
う
る
の
で
は
あ
る
と
し
て
、

　
　
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
身
の
他
者
を
持
つ
と
い
う
そ
の
現
実
に
鳴
き
立
っ
て
、
ど
の
様
な
主
体
で
も
が
予
め
孤
立
的
に
〈
自
己
で

　
　
あ
り
う
る
〉
と
い
う
風
に
は
解
さ
れ
え
な
い
◎

　
　
　
み
つ
か

　
　
「
自
ら
ω
色
ご
と
い
う
言
葉
な
い
し
こ
れ
を
核
と
す
る
蕎
葉
は
、
ど
の
国
語
に
あ
っ
て
も
そ
の
変
調
の
上
か
ら
甚
だ
不
安
定
で
あ
っ
て
、

　
　
代
名
詞
で
あ
る
か
の
如
く
、
名
詞
で
あ
る
か
の
如
く
、
形
容
詞
で
あ
る
か
の
如
く
、
ま
た
翻
詞
で
あ
る
か
の
如
く
に
す
ら
働
く
が
、
そ
の

鵬　
　
　
　
　
　
善
悪
と
自
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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一
二
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
つ
か

核
と
な
る
語
義
は
ど
の
様
に
決
め
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
再
帰
性
と
強
意
性
と
を
そ
の
最
も
顕
著
な
様
相
と
す
る
「
自
ら
」
の

　
　
　
　
　
　
ほ
か

語
義
は
、
結
局
〈
他
な
ら
ぬ
⇔
o
o
階
段
（
感
⇔
⇒
）
〉
と
規
定
す
る
ほ
か
な
く
、
ま
た
こ
れ
が
そ
の
根
源
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
。
〈
自
〉

は
く
他
〉
と
、
〈
一
〉
や
く
同
〉
が
っ
く
る
以
上
に
緊
密
な
相
関
を
つ
く
っ
て
い
る
。

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
他
者
と
は
抑
々
何
で
あ
ろ
う
か
。
他
言
と
は
は
じ
め
に
の
べ
た
所
か
ら
し
て
も
何
ほ
ど
か
自
己
を
予
想
す
る
自
己
な
ら
ぬ
者
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
だ
が
自
ら
と
は
何
で
あ
っ
た
か
。
自
ら
と
は
他
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
　
「
自
己
」
の
規
定
と
「
他
者
」
の
規
定
と

は
た
だ
相
関
酌
と
い
う
だ
け
で
、
規
定
は
ど
こ
ま
で
も
循
環
し
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
の
基
礎
に
あ
る
の
で
も
な
い
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う

か
。　

「
自
己
」
と
言
わ
れ
う
る
も
の
は
我
れ
な
る
個
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
に
薄
す
る
他
者
は
必
ず
し
も
個
で
あ
る
こ
と
を
要
し

な
い
と
思
う
。
い
な
私
に
対
す
る
他
者
は
他
の
個
で
あ
る
以
上
に
、
　
一
般
に
む
し
ろ
一
つ
の
共
寝
的
生
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
者
と
は
、

た
し
か
に
前
述
の
意
味
で
そ
れ
の
否
定
が
即
ち
自
己
で
あ
る
如
き
も
の
と
言
い
う
る
。
だ
が
自
己
の
方
は
、
そ
れ
の
否
定
は
即
ち
他
の
個

体
で
あ
る
、
と
無
造
作
に
誉
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
他
者
の
充
実
し
た
否
定
は
、
た
し
か
に
そ
れ
だ
け
重
く
自
己
で
あ
ろ
う
が
、
自
己
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

否
定
は
何
ら
か
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
全
き
自
己
否
定
で
あ
る
と
き
善
き
世
界
と
な
り
う
る
と
思
う
。

　
凡
そ
世
界
な
る
も
の
は
、
何
ら
か
自
己
た
り
う
る
主
体
が
否
定
さ
れ
て
い
る
所
に
、
特
に
も
そ
れ
自
身
を
否
定
す
る
所
に
建
て
え
ら
れ
、

よ
り
高
次
の
主
体
が
よ
り
深
く
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
よ
り
具
体
的
な
、
よ
り
早
蒔
な
世
界
が
建
ち
う
る
と
考
え

ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
我
々
の
自
己
否
定
が
浅
く
な
る
に
従
っ
て
我
々
の
属
す
る
旗
界
は
そ
の
秩
序
を
失
い
行
き
、
遂
に
は
単
に
個
体
の

数
だ
け
の
独
蕃
し
か
な
く
な
り
、
そ
の
極
限
で
国
界
は
消
散
し
終
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
だ
が
一
体
、
世
界
を
建
て
う
る
こ
の

自
己
否
定
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
我
々
自
身
の
内
か
ら
し
て
、
我
々
自
身
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

三



　
　
　
他
人
が
で
は
な
く
自
分
が
世
の
人
々
か
ら
好
い
顔
を
さ
れ
、
重
ん
ぜ
ら
れ
、
大
切
に
さ
れ
る
と
き
に
は
、
一
種
特
有
な
歓
び
が
身
内
を

　
　
走
る
。
そ
れ
が
お
世
辞
と
分
か
っ
て
い
る
時
で
さ
え
、
つ
ま
り
自
分
が
そ
の
世
人
の
好
意
に
価
せ
ぬ
こ
と
、
そ
れ
と
釣
合
い
を
保
つ
た
め

　
　
に
は
相
当
以
上
の
背
の
び
が
要
る
こ
と
が
自
認
さ
れ
て
い
る
場
合
で
さ
え
、
こ
の
特
有
な
快
さ
の
現
実
と
い
う
も
の
は
如
何
と
も
な
し
難

　
　
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
〈
世
か
ら
可
愛
が
ら
れ
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
は
生
き
え
て
い
る
、
と
で
も
言
わ

　
　
ぬ
限
り
、
言
い
た
り
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
程
に
ま
で
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
分
が
そ
れ
に
価
し
よ
う
が
し
ま
い
が
、
と
も
か
く
世
か
ら

　
　
重
ん
ぜ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
は
生
き
て
い
ら
れ
ぬ
と
い
う
事
実
、
一
そ
れ
が
「
虚
栄
」
の
名
で
呼
ば
れ
よ
う
が
呼
ば
れ
ま
い
が
一
と

　
　
も
か
く
そ
れ
は
自
己
の
内
的
事
実
と
し
て
如
何
様
に
も
否
定
す
る
に
す
べ
が
な
い
。
私
は
他
人
が
で
は
な
く
自
分
こ
そ
が
世
間
（
世
界
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
よ
っ
て
「
善
し
」
と
さ
れ
る
こ
と
を
無
条
件
に
求
め
て
お
り
、
こ
の
世
間
に
よ
る
是
認
と
自
己
の
生
と
を
同
一
視
し
て
や
ま
ぬ
。
私
は

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ゼ
　
　
へ

　
　
こ
こ
で
自
分
を
他
の
個
人
と
差
別
し
、
油
分
を
特
別
扱
い
し
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
こ
に
は
、
概
に
一
つ
の
世
界
が
前
提
さ

　
　
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
世
界
は
ま
だ
可
能
的
に
し
か
私
の
他
者
で
は
な
い
。

　
　
　
逆
に
私
が
何
よ
り
も
恐
れ
て
い
る
の
は
世
人
か
ら
疑
し
め
ら
れ
、
軽
ん
ぜ
ら
れ
、
ゾ
ン
ザ
イ
な
扱
い
方
を
う
け
る
こ
と
、
ま
た
無
視
さ

　
　
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
私
が
浩
気
る
に
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
は
何
を
言
わ
れ
な
く
て
も
、
ま
た
顔
に
出
す
な
り
、
態
度
で
示
す
な
り
さ
れ
る

　
　
ま
で
も
な
く
、
　
「
人
々
は
内
心
私
に
眉
を
ひ
そ
め
て
い
は
す
ま
い
か
」
と
惟
度
す
る
だ
け
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、
心
の

　
　
な
か
で
重
ん
じ
て
い
て
さ
え
貰
え
れ
ば
、
表
向
き
は
ど
う
遇
ら
わ
れ
て
も
構
わ
ぬ
か
と
い
う
に
、
そ
れ
も
ま
た
事
実
で
は
な
い
。
私
は
人

　
　
人
の
単
な
る
不
注
意
に
出
た
素
振
り
、
な
い
し
は
行
き
ず
り
の
何
げ
な
い
片
言
隻
句
に
よ
っ
て
も
十
分
に
深
傷
を
負
い
う
る
。
そ
し
て
私

　
　
が
世
人
か
ら
う
け
る
軽
蔑
、
潮
笑
が
決
し
て
無
根
拠
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
自
分
の
側
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
楽
然
と
言
い
う
べ
き
落
度
な
り
、

　
　
あ
る
い
は
私
の
素
質
、
性
状
、
行
動
上
の
動
か
し
え
ぬ
欠
陥
、
短
所
な
り
が
あ
っ
て
、
私
の
う
ち
に
世
人
が
見
ず
に
お
れ
ま
い
そ
れ
ら
の

　
　
反
価
値
が
彼
ら
の
態
度
や
言
葉
に
表
わ
れ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
ま
た
そ
れ
を
自
ら
大
な
り
小
な
り
気
づ
き
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
さ
え
も
、

　
　
飽
よ
り
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
葱
懸
を
覚
え
る
と
い
う
こ
の
一
事
に
は
、
少
し
の
変
り
も
な
い
。
い
な
、
自
分
に
価
な
き
こ
と
が
鐡
瞭
で
あ
り
確
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965　
　
実
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
、
従
っ
て
ま
た
私
へ
の
軽
侮
や
非
難
が
正
当
な
も
の
で
あ
り
、
客
観
的
に
是
と
さ
れ
ざ
る
を
え
ぬ
場
合

　
　
に
こ
そ
却
っ
て
、
私
の
受
け
る
傷
は
よ
り
深
く
、
よ
り
癒
え
難
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
私
は
事
実
無
価
値
で
あ
る
く
せ
に
、
　
「
無
価
値
で

　
　
あ
る
」
と
決
め
ら
れ
る
こ
と
を
こ
そ
何
よ
り
も
恐
れ
て
お
り
、
無
価
値
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
い
う
以
上
に
、
実
際
無
価
値
で
あ

　
　
れ
ば
こ
そ
、
つ
ま
り
事
実
に
よ
っ
て
反
証
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
そ
れ
だ
け
却
っ
て
、
自
分
に
向
か
っ
て
「
無
価
値
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
言
う
人
に
殺
意
を
さ
え
抱
き
、
世
を
呪
う
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
の
価
な
く
し
て
世
か
ら
愛
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
日
々
生
き
え

　
　
て
い
る
の
に
劣
ら
ず
、
そ
れ
に
当
然
価
し
て
他
よ
り
厭
い
捨
て
ら
れ
る
こ
と
の
方
に
も
、
如
何
に
し
て
も
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ

　
　
こ
で
私
自
身
の
反
甑
値
に
関
し
て
は
、
私
に
麗
な
る
も
の
は
個
と
書
っ
て
も
、
な
お
私
に
他
な
る
世
界
、
私
が
そ
の
亡
び
を
念
じ
て
い
る

　
　
盤
間
を
代
表
し
て
私
に
鮒
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
　
　
し
か
も
ま
た
、
　
一
旦
世
間
か
ら
の
何
ほ
ど
か
の
是
認
を
受
け
え
た
上
で
は
、
私
は
そ
の
是
認
を
、
私
自
身
の
功
罪
、
価
値
・
無
価
値
の

　
　
如
何
に
か
か
わ
ら
ぬ
無
条
件
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
逆
に
私
は
、
窃
分
自
身
に
そ
れ
相
当
の
功
績
が
あ
り
、
価
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
こ
と
の
動
か
ぬ
証
拠
を
そ
こ
に
見
よ
う
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
世
間
の
与
え
た
私
へ
の
そ
の
存
在
肯
定
は
、
私
の
胸
中
で
は
他
な
ら
ぬ
私
自

　
　
身
に
備
わ
っ
た
価
値
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
な
、
私
の
実
際
の
価
値
に
よ
っ
て
測
れ
ば
、
そ
の

　
　
世
間
の
是
認
、
賞
讃
も
な
お
不
足
不
満
な
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
の
求
め
て
止
ま
な
か
っ
た
是
認
は
こ
こ
で
一
種
の
変
性
を
う
け

　
　
て
い
る
。
　
一
方
無
条
件
の
是
認
を
求
め
て
い
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
ぬ
証
拠
が
あ
る
の
に
、
し
か
も
い
つ
し
か
理
由
の
あ
る
是
認
で
し
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
に
対
し
、
世
に
対
す
る
権
利
と
功
績
と
が
自
分
の
側
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
第
一
に
、
私
が
世
人
に
褒
め
ら
れ
た
時
に
悦
び
、
辱
し
め
ら
れ
た
蒔
に
萎
れ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
か
く
褒
め
ら
れ
て
心
事
だ

　
　
楽
し
む
場
含
、
そ
の
褒
賞
の
当
不
当
、
つ
ま
り
実
際
そ
れ
に
餌
し
て
い
る
か
否
か
を
問
わ
ず
、
逆
に
他
よ
り
の
殿
疑
に
対
し
て
葱
愚
を
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
え
る
場
合
に
も
、
そ
の
当
ら
ぬ
と
当
る
と
を
間
わ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
宿
己
の
事
実
で
あ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
私
は
、
世
間
の
内
に
あ
る
限

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
り
、
自
分
が
無
条
件
に
善
い
筈
で
あ
る
と
決
め
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。



　
第
二
に
し
か
も
、
こ
の
様
な
わ
が
心
の
あ
り
の
ま
ま
が
自
分
自
身
に
よ
っ
て
素
直
に
是
認
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
も
、
単
に
名
利
に
煩
っ
て
い
る
内
心
の
状
態
が
、
そ
れ
自
身
恥
ず
べ
く
望
ま
し
か
ら
ぬ
状
態
と
さ
れ
る
が
故
に
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
自
分
に
真
正
の
そ
の
名
に
価
す
る
実
績
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
が
故
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
厳
然
た
る
心
の
事
実
な
の
で
あ
っ
て
、

右
の
第
一
の
事
実
を
自
分
な
ら
ぬ
他
人
に
見
出
し
え
た
と
き
、
何
を
措
い
て
も
ま
さ
し
く
そ
の
一
点
に
お
い
て
、
私
は
そ
の
他
人
を
整
い
、

誹
り
、
か
つ
詰
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
ま
た
、
他
よ
り
こ
の
種
の
雰
難
や
嘲
笑
を
浴
び
た
時
に
こ
そ
、
私
の
受
け
る
心
の
傷
憤
は
癒
え

難
く
深
い
。
そ
し
て
虚
名
な
ら
ぬ
真
価
、
お
情
け
な
ら
ぬ
実
績
で
鰐
抗
し
え
ぬ
限
り
、
自
分
の
肚
の
中
は
い
つ
ま
で
も
納
ま
っ
て
く
れ
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
一
つ
の
事
実
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
こ
で
は
有
価
値
と
自
己
と
の
藁
蓑
が
一
つ
の
当
為
と
な
っ
て

い
る
。
私
は
自
ら
に
「
然
り
」
と
言
っ
て
止
ま
な
い
が
、
実
は
そ
う
言
わ
れ
う
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
第
三
に
、
こ
う
し
た
事
態
か
ら
私
が
如
何
に
し
て
も
脱
出
し
え
ぬ
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
第
一
、
第
二
の
二
つ
の
事
実
に
劣

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ら
ず
抗
う
に
由
な
い
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
条
件
に
世
か
ら
愛
さ
れ
て
あ
る
こ
と
を
心
の
限
り
欲
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の

こ
と
の
ま
さ
し
く
否
定
た
る
そ
れ
に
価
す
る
こ
と
を
も
ま
た
心
の
限
り
欲
し
て
い
る
と
い
う
こ
の
矛
盾
し
た
事
態
は
、
現
に
私
が
生
き
つ

つ
あ
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
劣
ら
ず
、
こ
の
内
に
矛
盾
を
含
ん
だ
事
態
自
身
を
自
ら
如
何
と
も
な
し
え
ぬ
と
い
う
そ
の
無
力
も

ま
た
、
同
様
に
、
い
な
さ
ら
に
重
く
、
一
つ
の
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
こ
の
第
三
の
最
後
の
事
態
は
、
不
動
の
事
実
で
は
な

い
と
言
い
う
る
望
み
も
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
1
私
が
一
つ
の
矛
盾
を
生
き
つ
つ
、
ま
た
そ
の
矛
癒
を
矛
盾
と
し
て
何
ほ
ど
か
気
づ
き
え

て
も
い
な
が
ら
、
し
か
も
こ
の
矛
盾
に
ど
こ
ま
で
も
纏
綿
さ
れ
て
、
如
何
に
し
て
も
そ
こ
か
ら
脱
却
で
き
ず
に
来
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
現
に
い
る
と
い
う
こ
の
こ
と
は
。
こ
れ
こ
そ
が
事
実
で
な
け
れ
ば
、
他
に
凡
そ
事
実
な
る
も
の
は
な
い
と
す
ら
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
。

597

四

器
品
先
生
の
言
わ
れ
る
様
に
、
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個
は
確
か
に
偲
に
対
し
て
鰯
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
も
い
う
様
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

我
れ
は
他
の
我
れ
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に
対
す
る
時
に
真
に
治
れ
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
他
面
、
そ
の
様
に
〈
自
己
と
し
て
〉
相
対
す
る
飼
は
、
い
ず
れ
も

　
　
必
ず
何
ら
か
の
共
圃
社
会
の
一
員
と
し
て
、
郊
ち
夫
々
第
三
者
に
熟
す
る
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
権
利
・
義
務
、
貸
借
、
恩
怨
、
愛
憎
の

　
　
関
係
を
生
き
つ
つ
、
従
っ
て
ま
た
I
l
－
自
覚
的
に
で
あ
れ
否
で
あ
れ
一
そ
の
夫
々
の
第
三
者
か
ら
し
て
、
そ
れ
へ
の
忠
誠
（
義
理
立
て
）

　
　
を
要
求
さ
れ
つ
つ
夫
々
に
個
な
の
で
あ
る
。
個
が
個
に
対
す
る
と
言
っ
て
も
、
単
に
孤
立
的
な
二
つ
の
個
が
端
的
に
向
き
合
う
な
ど
と
い

　
　
う
こ
と
は
な
い
。
私
、
甲
が
何
ほ
ど
か
自
己
と
し
て
、
乙
な
る
他
の
自
己
に
面
す
る
と
言
い
う
る
晴
、
私
は
、
丙
な
る
第
三
老
に
背
を
向

　
　
け
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
何
人
に
も
切
実
な
現
実
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
甲
な
る
個
が
乙
な
る
個
に
相
上
す
る
と
い
う
時
、
そ
れ
が
如
何
に
純
然
た
る
個
と
個
と
の
出
合
い
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、
甲
（
乙
）
は
、

　
　
そ
の
当
の
縮
手
た
る
乙
（
甲
）
の
ほ
か
に
、
自
ら
が
そ
れ
ら
と
連
帯
蒲
生
を
現
に
生
き
て
い
る
第
三
者
を
、
い
な
さ
ら
に
第
四
者
以
下
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
第
三
者
、
第
四
者
等
々
と
共
に
概
に
一
つ
の
共
同
社
会
に
属
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
形
づ
く
っ
て
生
き
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。
一
つ
の
共
同
体
（
例
え
ば
家
）
の
内
部
に
あ
っ
て
、
そ
の
成
員
中
の
い
ず
れ
か
二
人
だ
け
が
特
に
密
に

　
　
親
し
め
ば
、
そ
れ
だ
け
で
、
こ
の
共
同
体
は
忽
ち
静
穏
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
二
人
だ
け
が
特
に
疎
隔
す
る
時
に
も
ま
た
別
の
方
向
へ
の
動

　
　
揺
が
生
じ
る
。
甲
が
そ
の
二
手
乙
に
向
き
舎
う
時
、
前
桐
は
端
的
に
相
手
一
個
に
対
し
う
る
の
で
は
な
い
。
相
手
が
そ
の
者
（
た
ち
）
と

　
　
共
に
圃
有
の
連
帯
的
生
の
う
ち
に
あ
る
（
甲
自
身
な
ら
ぬ
）
者
へ
の
何
ほ
ど
か
の
誠
意
（
義
理
立
て
）
、
信
義
、
兄
弟
の
心
な
い
し
忠
節

　
　
を
予
想
し
つ
つ
、
あ
る
い
は
ま
た
配
慮
、
危
惧
し
つ
つ
、
甲
は
乙
に
向
き
合
う
の
ほ
か
は
な
い
。
ま
た
自
ら
を
包
む
全
体
の
上
を
懸
念
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
が
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
の
縁
を
切
り
、
ま
た
切
ら
れ
、
よ
そ
者
に
な
り
合
う
覚
憎
を
決
め
て
他
の
倒
に
対
す
る
ほ
か
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
他
の
個
に
対
す
る
個
は
、
同
時
に
、
個
の
レ
ヴ
エ
ル
を
少
な
く
と
も
一
次
元
超
え
た
共
同
体
に
、
そ
し
て
結
局
は
何
ら
か
一
つ
の
世
界

　
　
に
対
す
る
の
で
あ
る
。
　
〈
世
〉
を
離
れ
て
個
が
個
に
対
す
る
と
言
っ
て
も
そ
こ
で
こ
そ
く
世
〉
の
制
縛
は
強
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て

　
　
逆
で
は
な
い
。
彼
自
身
を
も
そ
こ
へ
一
員
と
し
て
迎
え
入
れ
よ
う
と
す
る
、
あ
る
い
は
彼
だ
け
は
如
何
に
し
て
も
そ
こ
へ
受
け
入
れ
ま
い

　
　
と
す
る
一
つ
の
世
界
が
厳
然
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
。
自
己
が
自
己
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
い
く
ら
か
で
も
重
大
な
含
み
を
も
ち
う
る



　
　
の
は
、
常
に
徴
重
な
る
も
の
の
持
つ
重
量
の
故
で
あ
る
と
思
う
。
実
際
、
急
な
る
自
己
の
対
し
つ
つ
あ
る
他
の
自
己
が
真
に
深
く
私
に
対

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
し
て
他
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
体
如
何
な
る
場
合
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
三
で
予
料
し
た
様
に
、
具
体
的
に
は
そ
の
私
の
相
手
が
そ
れ
へ

　
　
と
忠
誠
を
捧
げ
て
い
る
そ
の
世
界
が
、
全
体
と
し
て
私
霞
身
の
存
在
を
否
定
せ
ず
に
は
お
く
ま
い
場
合
（
あ
る
い
は
、
私
の
属
す
る
世
界

　
　
が
彼
を
否
定
せ
ず
に
は
お
く
ま
い
場
合
）
で
は
な
い
か
。
即
ち
、
そ
れ
は
私
と
彼
と
が
共
に
決
断
を
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
主
体
は
そ
の
属
し
て
来
た
何
ら
か
の
世
界
を
他
と
な
し
う
る
時
に
は
じ
め
て
、
そ
の
限
り
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
私
が
自
己
と
し
て
他
の
個
に
対
す
る
と
い
う
時
の
そ
の
他
は
私
に
対
し
て
あ
る
否
定
を
要
求
し
て
い
る
。
私
が
彼
と
の
友
誼
へ
入
り
う

　
　
る
た
め
に
今
一
つ
の
友
誼
を
断
ち
切
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
晴
、
し
か
も
そ
の
切
断
が
す
ぐ
れ
て
私
の
決
断
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
隠
、

　
　
そ
の
晴
は
じ
め
て
私
は
何
ほ
ど
か
充
実
し
た
意
味
に
お
い
て
自
己
と
し
て
、
私
な
ら
ぬ
他
の
自
己
に
、
現
実
に
対
し
た
と
言
い
う
る
。
私

　
　
が
彼
に
背
く
時
に
は
、
同
時
に
私
は
彼
な
ら
ぬ
者
へ
と
心
を
瞬
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
が
彼
に
順
い
、
応
じ
る
時
に
は
、
私
は
彼
な
ら

　
　
ぬ
第
三
者
に
逆
ら
い
、
そ
の
者
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
彼
と
の
、
彼
は
私
と
の
新
な
遵
帯
越
生
へ
と
い
わ
ば
夫
々
の
骸
界
か
ら

　
　
裂
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
、
個
と
個
と
を
隔
て
て
殆
ん
ど
事
な
き
に
ま
で
至
ら
し
め
う
る
斥
力
も
、
単
に
個
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
双
方
の
独
立
性
か
ら
で
は
な
く
、
実
は
一
な
る
燗
の
、
そ
れ
に
対
し
て
他
な
る
世
界
よ
り
の
離
反
か
ら
来
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
一
つ
の
個
が
他
の
一
つ
の
個
と
真
に
断
絶
し
、
肚
の
底
ま
で
不
可
通
で
あ
る
と
い
う
事
情
に
ま
で
立
ち
至
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
、
そ
れ

　
　
ら
二
個
の
個
を
超
え
た
、
さ
ら
に
高
く
、
さ
ら
に
優
勢
な
他
者
か
ら
の
忠
誠
要
求
が
、
同
時
に
一
つ
の
背
反
要
求
を
含
意
し
て
い
る
か
ら

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
私
が
誰
か
に
、
こ
れ
ま
で
の
彼
の
加
わ
っ
て
い
た
～
つ
の
共
岡
体
か
ら
の
脱
退
を
要
求
す
る
と
き
、
私
が
彼
に
要
求
し
て
い
る
の
は
一

　
　
つ
の
否
定
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
否
定
は
た
し
か
に
彼
の
自
己
否
定
1
そ
れ
に
よ
っ
て
私
と
の
新
た
な
共
同
性
が
可
能
と
な
る
一
に
違

　
　
い
な
い
と
し
て
、
し
か
も
そ
こ
に
は
彼
に
よ
る
あ
る
心
身
否
定
が
含
ま
れ
て
い
る
。
私
と
の
共
同
的
生
へ
入
り
来
る
た
め
に
、
彼
が
そ
れ

　
　
と
の
決
別
を
迫
ま
ら
れ
て
い
る
そ
の
も
の
が
、
彼
の
血
縁
で
あ
る
場
合
に
も
、
そ
の
彼
の
肉
親
は
彼
が
そ
れ
を
棄
て
う
る
だ
け
で
な
く
、

995
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ま
た
そ
れ
が
彼
を
棄
て
う
る
主
体
と
し
て
、
（
少
な
く
と
も
可
能
的
に
）
彼
の
他
者
で
あ
る
。
「
汝
の
父
母
を
捨
て
よ
」
、
「
汝
の
子
を
捨
て

　
　
よ
」
と
迫
ま
ら
れ
て
い
る
者
は
、
単
純
に
た
だ
「
汝
を
捨
て
よ
」
と
だ
け
迫
ま
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
己
否
定
は
、
そ
れ
が
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
様
に
深
く
自
己
と
連
帯
し
た
他
者
の
否
定
を
内
に
含
む
場
合
に
は
じ
め
て
そ
う
呼
ば
れ
て
よ
い
自
己
否
定
と
な
る
と
思
う
。
そ
し
て
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
に
新
た
に
建
て
ら
れ
る
共
同
畜
生
が
、
か
く
自
ら
を
否
定
し
え
た
者
の
そ
れ
だ
け
深
く
端
的
に
善
し
と
し
う
る
世
界
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
か
り
に
「
善
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
直
接
対
面
し
、
そ
れ
を
洞
見
し
得
る
人
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
そ
こ
で
完
全
な
自
己
の
否

定
を
、
即
ち
そ
れ
以
上
の
世
に
お
け
る
死
が
も
は
や
あ
り
え
ぬ
そ
の
柔
な
死
を
ま
ず
死
に
尽
く
し
得
て
い
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ー
し
か
し
如
何
な
る
人
間
に
も
、
単
な
る
人
間
と
し
て
自
ら
そ
の
様
な
死
を
死
ぬ
力
は
な
い
筈
で
あ
る
。
完
全
な
死
と
は
、
単
に
自
然
的
・

個
体
的
生
命
の
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
己
れ
の
精
神
的
・
共
同
的
生
命
の
否
定
、
即
ち
余
人
に
す
ぐ
れ
て
全
世
界
を
そ
の
兄
弟

と
し
え
て
し
か
も
そ
れ
か
ら
の
愛
を
捨
て
う
る
如
き
自
己
の
死
、
従
っ
て
ま
た
ど
の
様
な
死
に
華
を
も
期
待
し
え
ぬ
死
、
つ
ま
り
世
界
の

方
か
ら
全
体
的
に
捨
て
ら
れ
る
絶
対
の
自
己
否
定
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
は
、
人
間
と
し
て
は
絶
対
に
耐
え
得
ら
れ
ぬ
最
大
限
の

汚
辱
が
克
た
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
世
の
人
の
眼
に
は
、
世
か
ら
罰
せ
ら
れ
る
者
は
世
に
敗
れ
た
者
な
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
愛
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
世
を
と
共
に
し
か
も
ま
た
彼
自
身
を
も
善
し
と
し
え
ぬ
。
こ
の
…
様
な
仕
方
で
自
己
を
絶
薄
に
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
世
界
全
体
を

自
己
か
ら
創
っ
た
の
で
な
く
、
む
し
ろ
世
界
内
の
特
定
の
種
の
う
ち
へ
産
み
出
さ
れ
た
単
な
る
入
間
か
ら
は
不
可
能
で
あ
る
。
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私
の
自
己
が
自
ら
善
し
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、
ま
し
て
や
自
ら
の
み
ひ
と
り
善
し
と
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
の
様
な
私
に
単
に
手
段
的

な
ら
ぬ
善
の
出
合
わ
れ
う
る
わ
け
が
な
い
。
し
か
も
そ
の
様
な
私
の
自
己
否
定
を
も
可
能
に
し
う
る
者
は
絶
対
の
自
己
否
定
者
あ
る
の
み

で
あ
る
。
私
の
自
己
は
単
な
る
私
か
ら
は
否
定
さ
れ
え
な
い
。
即
ち
絶
対
の
善
は
、
絶
対
の
自
己
否
定
者
を
媒
介
と
す
る
こ
と
な
し
に
は

如
何
な
る
人
間
的
自
己
に
よ
っ
て
も
見
ら
れ
え
な
い
。



玉

　
　
　
今
日
「
学
聞
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
、
そ
れ
に
携
わ
っ
た
港
を
、
し
か
も
勤
勉
に
そ
れ
に
携
わ
っ
た
老
を
、
そ
れ
も

　
　
そ
の
者
の
ほ
か
な
ら
ぬ
魂
を
ぱ
、
破
在
し
、
腐
蝕
し
、
空
洞
に
さ
え
し
て
し
ま
う
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
の
長
年
に
わ
た
る
孜
々
た
る
努

　
　
力
の
一
切
が
、
世
の
為
に
も
本
人
の
為
に
も
、
単
に
無
駄
で
あ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
努
力
だ
け
は
な
さ
れ
ぬ
方
が
善
か
っ
た
、

　
　
い
な
、
実
は
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
が
あ
る
。

　
　
　
そ
の
「
学
聞
篇
と
い
う
の
は
、
今
の
今
も
続
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
原
爆
や
水
爆
の
開
発
と
、
そ
の
改
良
の
為
の
研
究
な
ど
を
指
し
て
言
う

　
　
の
で
は
な
い
。
ま
た
核
兵
器
の
運
搬
手
段
の
射
程
や
軌
道
や
精
度
の
改
善
の
為
の
研
究
を
指
し
て
言
う
の
で
も
な
い
。
　
「
学
問
」
の
名
で

　
　
呼
ば
れ
て
い
な
が
ら
、
疑
い
え
ぬ
事
実
と
し
て
、
こ
の
「
学
問
」
を
学
ぶ
多
く
の
者
の
魂
を
殺
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
惧
れ
ら
れ
、

　
　
我
々
が
途
方
に
暮
れ
る
ほ
か
な
い
の
は
、
今
臼
の
世
界
で
「
哲
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
そ
の
極
め
て
大
き
な
部
分
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
今
日
日
本
で
「
倫
理
学
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
殆
ん
ど
全
部
も
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
と
思
う
。
そ
れ
ら
は
「
人
類
」
の
独

　
　
蕃
に
勝
ち
、
水
爆
衛
星
に
真
に
勝
ち
得
る
者
を
ば
求
め
ぬ
「
学
間
」
で
あ
る
。
水
爆
墨
髭
を
つ
く
り
出
し
た
自
己
自
身
を
忘
却
し
て
い
る

　
　
学
問
で
あ
る
。

　
　
　
熱
核
反
応
に
関
す
る
技
術
的
研
究
も
、
も
と
よ
り
一
応
は
な
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
「
一
応
は
」
と
言
う
の

　
　
は
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
「
平
鯖
利
罵
」
な
ど
に
遠
慮
し
て
言
う
の
で
は
な
い
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
と
し
て
人
類
の
存
続
の
為
に
よ
し
そ
れ
が
ど

　
　
れ
程
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
い
な
、
そ
の
「
反
平
和
的
」
、
「
軍
事
的
」
使
用
の
可
能
性
が
一
切
無
く
な
り
、
何
時
の
β
に

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
か
た
だ
人
類
の
福
祉
の
た
め
に
だ
け
用
い
ら
れ
る
臼
が
来
る
1
勿
論
絶
対
に
来
な
い
が
f
と
し
て
も
、
薗
擾
水
爆
増
産
を
め
ざ
す
研

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
究
が
悪
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
様
な
「
利
用
」
を
蹟
指
し
た
核
分
裂
や
核
融
合
の
研
究
が
悪
で
あ
る
こ
と
は
少
し
も
変
ら
な
い
。
そ

　
　
う
し
た
研
究
は
、
　
「
宇
宙
開
発
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
研
究
と
事
様
、
軍
事
、
平
和
を
闇
わ
ず
、
そ
れ
を
命
ず
る
も
の
が
国
家
で
あ
る
と
企

働　
　
　
　
　
　
善
悪
と
自
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
一
九
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業
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
悪
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
理
を
効
用
に
隷
属
さ
せ
、
価
値
の
序
列
を
顛
倒
し
て
人
間
的
自
己
の
絶
対
化
を
志
向
し

　
　
て
い
る
が
故
に
悪
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
が
さ
き
に
コ
応
は
」
と
い
う
保
留
を
つ
け
た
の
は
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
だ
の
宇
宙
空
聞
だ
の
の
「
平

　
　
和
利
周
」
に
遠
慮
し
て
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
が
芋
を
長
持
ち
さ
せ
る
方
の
放
射
能
な
ら
宜
し
い
と
言
う
の
で
も
な
い
。

　
　
　
人
類
が
湘
た
び
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
開
放
し
て
し
ま
っ
た
以
上
は
、
　
「
平
和
利
用
篇
に
よ
り
は
「
軍
事
的
使
用
」
の
方
に
こ
そ
ま
だ
し
も

　
　
正
直
な
正
遇
な
理
由
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
一
九
六
六
年
半
ば
の
現
在
、
緊
急
に
、
即
刻
、
我
々
が
取
り
か
か
る
貴
務
を
負
う
て
い
る
の

　
　
は
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
入
類
の
福
祉
の
た
め
に
だ
け
使
お
う
な
ど
と
い
う
自
欺
を
こ
そ
廃
絶
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
怠
っ
た
軍
事

　
　
的
使
用
禁
翫
だ
の
拡
散
防
止
だ
の
…
一
絶
対
に
轟
来
っ
こ
な
い
一
で
は
な
い
、
私
は
思
う
。
現
在
に
関
す
る
限
り
、
　
「
平
和
利
用
」
は

　
　
利
・
不
利
、
便
・
不
便
の
問
題
で
し
か
な
い
。
　
「
軍
事
酌
使
用
篇
は
安
危
と
存
亡
の
問
題
で
あ
る
。
水
素
爆
弾
は
人
間
の
内
部
を
開
示
も

　
　
し
う
る
が
「
平
和
利
用
」
に
は
そ
の
力
は
な
い
。
　
繍
体
「
平
和
利
用
」
を
断
念
し
え
ぬ
人
間
が
「
軍
事
的
使
用
」
を
制
限
で
き
る
で
あ
ろ

　
　
う
か
。
今
決
心
の
つ
か
ぬ
こ
と
が
先
に
な
れ
ば
い
っ
か
決
心
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
、
味
方
に
は
決
心
の
で
き
ぬ
こ
と
が
、
他
人
、

　
　
敵
に
な
ら
決
心
で
き
、
二
十
世
紀
に
出
来
ぬ
こ
と
も
二
十
一
世
紀
に
な
れ
ば
、
ま
た
我
々
自
身
に
は
ど
う
に
も
出
来
ぬ
こ
と
を
他
の
世
代

　
　
な
ら
何
と
か
し
得
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
。
水
爆
を
今
す
ぐ
廃
棄
し
え
な
い
で
い
て
、
い
な
人
間
が
こ
れ
ほ
ど
迄
も
愚
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、

　
　
な
お
も
二
十
一
世
紀
な
ど
と
い
う
世
紀
が
あ
り
得
る
と
思
い
え
よ
う
か
。
も
は
や
存
在
せ
ぬ
世
界
で
、
　
「
平
和
的
に
」
何
を
ど
う
利
用
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
よ
う
と
い
う
の
か
。
誰
に
せ
よ
、
他
人
に
水
爆
を
廃
棄
さ
せ
よ
う
と
本
気
で
思
う
の
な
ら
ば
、
自
ら
に
よ
る
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
「
平
和
利

　
　
用
」
を
こ
そ
ま
ず
止
め
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
石
油
が
足
り
ぬ
な
ら
こ
れ
以
上
飛
行
機
を
使
わ
ぬ
が
よ
い
。
ま
だ
足
り
ぬ
と
い
う
な

　
　
ら
、
こ
れ
以
上
自
動
箪
を
使
わ
ぬ
が
よ
い
。
そ
う
す
れ
ば
「
礫
き
逃
げ
」
の
様
な
人
類
始
ま
っ
て
以
来
前
代
未
聞
の
不
名
誉
も
な
く
な
る

　
　
し
、
瞬
階
に
一
家
の
運
命
を
滅
茶
苦
茶
に
さ
れ
る
寡
婦
、
孤
児
の
数
も
減
る
で
あ
ろ
う
。
…
一
霞
動
華
の
拡
散
防
止
す
ら
出
来
ず
に
い
て

　
　
ジ
ェ
ッ
ト
機
の
拡
散
防
止
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
テ
レ
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
や
原
子
力
発
電
や
通
儒
衛
星
の
増
殖
防
止
す
ら
出
来
な
い
で
い
て
核

　
　
兵
器
だ
け
の
拡
散
防
止
が
出
来
る
だ
ろ
う
か
。
近
く
イ
ン
ド
と
イ
ス
ラ
エ
ル
が
原
爆
を
、
中
国
と
フ
ラ
ン
ス
と
が
水
爆
を
所
有
し
、
ア
メ
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リ
カ
と
ロ
シ
ア
の
水
爆
貯
蔵
は
こ
こ
五
年
間
で
三
倍
に
な
っ
た
（
地
上
三
十
億
余
の
総
人
口
に
対
し
、
一
人
あ
た
り
の
破
壊
力
が
T
・

N
・
丁
爆
薬
換
算
十
五
屯
か
ら
四
十
五
屯
に
殖
え
た
）
と
聞
い
て
我
々
は
慌
て
る
。
し
か
し
我
々
が
棄
て
え
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
は
、
自
分

自
身
に
最
も
身
近
か
な
、
野
分
自
身
の
最
も
離
れ
難
い
も
の
を
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
（
核
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
利
用
と
ウ
ラ
ン
原
鉱
の
争
奪

と
を
断
念
し
た
為
に
、
我
々
臼
本
人
こ
そ
が
ま
ず
地
上
か
ら
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
近
代
の
科
学
、
正
し
く
は
科
学
技
術
は
、
何
晴
の
頃
か
ら
か
狂
い
始
め
た
、
何
処
か
が
狂
っ
て
い
る
、
な
ど
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
種
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

言
葉
は
比
較
的
達
識
と
さ
れ
る
方
々
の
口
か
ら
も
聞
か
れ
る
。
し
か
し
、
今
、
我
々
自
身
の
正
し
得
ぬ
こ
と
が
、
狂
い
始
め
た
そ
の
曾
っ

て
の
何
時
だ
っ
た
か
に
な
ら
我
々
な
ら
ぬ
他
の
誰
か
に
よ
っ
て
正
さ
れ
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
此
処
で
直
す
気
の
な
い
こ
と
が
、
そ
の
何

処
か
他
の
場
所
で
な
ら
直
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
今
日
「
科
学
」
の
名
を
証
し
て
い
る
も
の
が
狂
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
の
狂
い
は
過
去
の
何
隣
か
に
狂
っ
た
の
で
は
な
い
。
狂
い
は
、
今
が
今
、
猛
り
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
何
処
か
が
i
良
分

以
外
の
誰
か
が
一
三
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
狂
っ
て
い
る
の
は
「
学
問
」
の
全
体
が
狂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
な
「
学
問
」
が
狂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
人
間
が
、
「
学
問
」
に
携
さ
わ
る
我
々
自
身
が
狂
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
誰
か
の
狂
気
の
効
果
が
不
運
に
も
我
々

に
及
ん
だ
の
で
は
な
い
。
今
の
人
間
が
、
我
々
自
身
が
狂
い
に
狂
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
人
蘭
を
薪
逸
し
う
る
も
の
は
「
科
学
」
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
「
豪
然
科
学
」
に
は
も
と
も
と
そ
の
能
力
も
な
く
資
格
も
な
い
。

人
面
を
研
究
す
る
の
は
哲
学
の
任
で
あ
る
。
わ
け
て
も
倫
理
学
の
任
で
あ
る
。
だ
か
ら
素
粒
子
物
理
学
が
今
日
学
ぶ
に
価
せ
ぬ
「
学
問
」

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
そ
の
根
抵
に
あ
る
今
日
の
「
哲
学
」
が
学
ぶ
に
価
せ
ぬ
か
ら
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
今
日
の
物
理
学
が
研
究

さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
来
た
の
は
、
そ
の
根
砥
に
あ
る
「
哲
学
」
が
研
究
さ
れ
て
な
ら
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

熱
核
反
応
の
研
究
の
害
悪
は
、
そ
れ
と
し
て
は
単
に
「
一
応
の
」
も
の
た
る
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
、
才
能
を
浪
費
さ
せ
ら
れ
、
度
外
れ
に

無
知
無
教
養
と
な
っ
た
「
物
理
学
者
」
が
氾
濫
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
う
い
う
物
質
「
蔵
し
の
無
意
味
や
害
毒
は
、
そ

れ
と
し
て
は
、
そ
の
齎
し
う
る
便
宜
や
利
益
と
も
同
様
、
タ
カ
の
知
れ
た
浅
薄
皮
相
の
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
位
の
も
の
で
人
間
の
本
性

　
　
　
　
善
悪
と
自
他
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
～
コ
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ご
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や
運
命
が
左
右
さ
れ
う
る
筈
が
な
い
。
月
面
上
に
三
脚
を
立
て
て
写
真
を
撮
っ
て
み
た
所
が
、
そ
れ
で
人
問
が
向
上
せ
ぬ
こ
と
は
勿
論
な

が
ら
、
そ
う
い
う
他
愛
の
な
い
も
の
で
魂
が
毒
さ
れ
う
る
と
は
思
わ
れ
ぬ
。
問
題
は
専
ら
劣
位
の
も
の
が
優
位
を
、
相
銀
が
絶
対
を
借
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
点
に
あ
る
。
人
文
科
学
（
哲
学
、
倫
理
学
は
、
今
日
で
は
こ
こ
へ
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
）
や
社
会
科
学
の
進
歩
が
自
然
科
学
の
そ
れ

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
追
付
け
な
い
で
い
る
こ
と
が
、
現
代
の
不
幸
で
あ
る
な
ど
と
暢
気
な
幼
稚
な
こ
と
を
い
う
入
が
あ
る
が
、
ま
ず
哲
学
者
が
白
血
病
に
、

い
な
恐
ら
く
は
天
刑
病
に
罹
っ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
自
然
科
学
の
堕
落
が
こ
れ
ほ
ど
に
ま
で
進
行
し
え
た
の
で
あ
る
。
真
に
恐
る
べ
き
は

「
人
類
独
善
」
と
い
う
狂
気
の
進
行
で
あ
っ
て
、
科
学
技
術
の
異
常
増
殖
は
そ
の
結
果
に
す
ぎ
ぬ
。
1
「
哲
学
」
学
習
の
害
悪
は
決
し

て
「
一
応
の
」
も
の
で
は
な
い
。
真
に
知
ら
る
べ
き
程
の
こ
と
は
何
一
つ
も
分
ら
ぬ
ま
ま
に
死
ん
で
行
く
の
で
は
、
た
か
が
「
ノ
ー
ベ
ル

賞
」
位
を
受
け
取
ろ
う
が
断
ろ
う
が
、
要
す
る
に
可
借
一
生
棒
に
振
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
も
し
も
「
哲
学
」
を
学
び
「
倫
理
学
」
を
学
ん
で
、
そ
れ
も
多
大
の
時
間
と
労
力
と
を
費
や
し
孜
々
と
し
て
学
ん
で
、
そ
れ
で
い
て
、

現
代
の
入
間
、
現
代
の
日
本
人
、
現
代
豊
本
の
「
哲
学
者
」
、
そ
し
て
何
よ
り
も
今
爲
の
自
分
自
身
の
魂
の
実
状
に
何
に
も
ま
し
て
無
関
心

で
あ
り
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
い
な
「
哲
学
」
、
「
倫
理
学
」
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
そ
れ
だ
け
益
々
そ
の
無
関
心
が
嵩
じ
て
く
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
学
習
は
今
日
の
世
界
で
は
（
少
な
く
と
も
今
臼
の
日
本
で
は
）
、
全
く
無
駄
な
努
力
で

あ
る
と
い
う
以
上
に
、
む
し
ろ
絶
対
に
学
ば
れ
て
は
な
ら
ぬ
筈
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
そ
の
哲
学
に
よ
っ
て
「
ア
テ
ナ
イ
の
青
年
た
ち
を
台
無
し
に
し
」
、
そ
の
た
め
遂
に
民
衆
裁
判
に
よ
っ
て
究
罪
に
処

せ
ら
れ
た
。
現
代
の
「
哲
学
者
た
ち
」
、
わ
け
て
も
現
代
日
本
の
「
倫
理
学
港
た
ち
」
は
死
息
に
さ
れ
な
く
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
な

い
な
、
青
年
た
ち
の
幾
万
と
も
知
れ
ぬ
魂
を
「
馨
き
逃
げ
」
し
つ
つ
あ
る
我
々
の
多
く
は
、
現
代
蔓
忍
の
自
動
車
運
転
里
中
の
少
な
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ぬ
部
分
と
も
同
様
、
遂
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
資
格
を
こ
そ
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
倫
理
学
〕
助
教
授
）



used　to　represent　the　very　actual　experiences　of　the　subject　to　some　real

situation．　By　this　representation　one　sets　oneself　in　new　relation　to　reality．

Thus　the　symbol　should　be　tal〈en　as　an　instrument　that　makes　realization　of

reality　in　individual．　ln　this　sense　the　symbolic　is　the　essential　of　consci－

otisness．　Reducing　symbols　to　mere　signs　ls　not　prospective　strategy　to　re－

concile　with　the　problem　of　consciousness　for　behaviorism．　Consciousness　or

symbolic　process　should　be　looked　and　studied　in　its　positive　side．　The

approachment　would　be　expected，　in　my　opinion，　in　the　re－examination　of

S－R　as　well　as　S－S　processes　in　their　reality－checl〈ing　characteristics，　as　reflect－

ing　the　internal　relationships　of　problem　s1・tuations　between　an　organlsm　and

external　world．

‘Self，　i】〔竃　量ts　Beari】【裏9　0】〔塾　｛；蓋夏e　GoO｛至

　　　　　　　by　Mitsuo　Moriguchi

　　There　is　a　sense　in　which　to　say　‘everybody　is　an　egotist’　should　be　a

sheer　platitude，　indeed．　And　to　say　‘values　of　things　measured　in　an　ego－

centric　perspective　are　necessarily　biassed’　may　also　be　an　age－eld　truism．

But　the　actual　fact　we　now　witness　and　live　through，　seems　to　be　the　para－

doxical　oRe　that　the　unprecedented　self－righteousness　among　all　of　us，　indi－

vidual　as　well　as　collective，　preVails　hand－in－hand　with　radical　relativism

apparent　ln　every　facet　ef　the　human　life　to－day．　This　may　well　occasion

us　to　ask　whether　or　not　there　be　any　essential　bearing　of　self　on　the

intrinsically　or　unconditionally　good．

　　The　first　thing　here　to　be　said　is　that　the　self　and　the　good，　properly

understood，　are　by　nature　inseparable　and　sornehow　complementary．　To

the　extent　that　selves　claim　to　kave　the　right　to　exist　at　the　sacrifice　of　all

others　or　of　the　whole　world　（which　is　more　or　less　implied　by　anyone’s

atmament　with　H－Bomb），　the　intrinslcally　good　cannot　but　be　in　eclipse，

not　on｝y　for　those　human　selves　who　pretend　to　be　the　sole　good，　but　also

for　the　inhabitable　world　as　threatened　to　be　annihilated．　T．he　anxiety　for

survival　necessarily　produces　whelesale　relativism　in　respect　of　cultures，
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狙oral三ties，　ideologies　and出e　world・religions　altogether．

　　My　second　point　concerns　our　possibility　of　being　members　of　a　commu－

nity　wherein　the　relativist　worlds　are　to　have　been　vanquished　by　selves’

unconditionl　surrender　to　the　Sole　Good　（which　must　be　mediated　by　the

Personal　Truth）．　一lt　is　suggested　that　the　se－called　Peaceful，　not　military，

uses　of　nuclear　energies　should　first　and　immediately　be　abolished．

　　The　rest　oi　this　paper　examines　the　meaning　of　‘the　self’，　in　proper　cor－

relation　with　‘the　other（s）’　or　with　‘the　world（s）’．

　　Das欝roも夏em　vo譲三蓋籔燃＆鷺enz鵬丁罫a強szendenz　im　K臓駐stscha貸e鼓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Tsutomu　ljima

Wenn　rnan　die　1〈gnstlerische　Geistesstr6mung　der　verschiedenen　Zeiten　und

V6｝ker　beobachtet，　so　entdeckt　man，　dag　das　Wollen　des　Kunstschaffens

sich　nach　etwas　Transzendentem　richtet．　Also　muB　der　Charakter　des　tistheti－

schen　Verhaltens，　das　Problem　des　Kunstschaffens　deutiich　genug　zu　erkltiren，

nicht　bloes　bei　der　Stellungnahme　des　immanenten　Erlebnisses　durch　aisthesis

bleiben，　sondern　auch　den　Weg　nach　der　Transzendenz　enthalten．

　　Dle　Verrnittelung　zwischen　lmmanenz　und　Transzendenz　irn　Kunstschaffen

ist　so　zu　verstehen，　wie　sie　auf　die　Funktion　der　tisthetischen　ldee　als　die

l〈onstitutive　Norm　（oder　Regel）　des　Schaffens　zurtickzuflihren　ist．

　　Und　das　Problem　der　daraufhinzulenkenden　Transzendenz，　glaube　ich，

Ieitet　sich　von　diesem　als　von　dem　Menschenleben，　welches　in　der　“Vorstell－

barlceit”　als　dem　Grundprinzip　der　Sch6nhelt　und　der　Kunst　bewuBt　ist，

getragenen　ab．

　　　　　　　　　　　　Conerete　and　Abstract　in　Primitive　Arts

　　　　　　　Case　of　Jomon　Pettery　and　Dogit　or　Clay　Figures

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b2　Shigeyasu　Hasumi

　　Since　paleolithic　art　has　not　yet　been　found　in　1．apan，　the　history　of

Japanese　primitve　art　’has　lts　beginnings　ln　the　neolithic　Jomon　period

which　dates　back　to　10，　OOO　B．　C．　The　primitive　figures　or　Dogu　symbolize

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9


