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【
司
会
】　

そ
れ
で
は
、
第
一
部
を
開
始
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
第
一
部
は
、
中
山
大
学
中
文
系
名
誉
教
授
の
林
慶
勲
先
生
に
司

会
を
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

【
林
慶
勲
】　

竹
内
先
生
、
一
ノ
瀬
先
生
、
ご
出
席
の
み
な
さ
ま
、
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
が
こ
の
会
場
に
い
ら
っ

し
ゃ
る
こ
と
を
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お
り
ま
す
。
よ
う
こ
そ
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

台
湾
の
社
会
に
は
三
つ
の
タ
ブ
ー
が
あ
り
ま
す
。
ひ
と
つ
は
男
女
の
セ
ッ
ク
ス
、
ひ
と
つ
は
糞
尿
、
そ
し
て
死
で
す
。
我
々
は

今
日
、
そ
の
死
に
つ
い
て
議
論
を
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
死
は
多
く
の
人
た
ち
が
お
そ
れ
て
い
る
も
の
で
、
私
も
そ
の
例
に
漏

れ
ず
、
死
を
と
て
も
お
そ
れ
て
い
ま
す
。
今
申
し
あ
げ
ま
し
た
よ
う
に
死
は
タ
ブ
ー
視
さ
れ
て
い
る
た
め
、
直
接
に
「
死
」
と
い

う
言
葉
を
使
わ
な
い
で
、「
往
生
」、「
年
を
と
っ
た
」、「
去
っ
た
」、
あ
る
い
は
「
物
化
し
た
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
死
を
表
す

こ
と
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
死
は
、
中
国
語
で
は
数
字
の
「
四
」
と
同
じ
発
音
の
た
め
、「
四
」
と
い
う
数
を
避
け
る
傾
向
も

あ
り
ま
す
。
台
湾
で
は
死
は
こ
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
の
場
合
は
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。

本
日
は
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
が
来
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
の
で
、
死
生
に
つ
い
て
大
い
に
議
論
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
ま
ず
、
竹
内
整
一
先
生
に
ご
発
表
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
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一
．「
遺
伝
的
記
憶
」
と
し
て
の
「
天
然
の
無
常
」

周
知
の
よ
う
に
、
ク
ラ
イ
シ
スcrisis

と
い
う
英
語
は
、
危
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
分
岐
点
・
転
機
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
東

日
本
大
震
災
か
ら
半
年
、
今
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
さ
に
大
き
な
ク
ラ
イ
シ
ス
に
立
ち
会
っ
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
半
年
で
日
本
に
起
き
た
こ
と
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
い
や
お
う
な
く
文
明
と
は
何
か
、
科
学
・
技

術
と
は
何
か
、
自
然
と
は
何
か
、
人
間
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
問
い
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
問
い
は
、
あ
ら

た
め
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
が
ど
う
あ
る
こ
と
が
ほ
ん
と
う
に
「
よ
い
」
あ
り
方
な
の
か
と
い
う
問
い
に
つ
な
が
っ
て
い
き

ま
す
。

〝
あ
ら
た
め
て
〞
に
は
、
あ
え
て
分
け
れ
ば
、「
こ
と
新
し
く
」
と
い
う
意
味
と
、「
ふ
た
た
び
改
め
て
」
と
い
う
意
味
が
ふ
く

ま
れ
て
い
ま
す
。
前
者
に
比
重
を
お
い
て
い
え
ば
、
今
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
、
現
代
に
特
有
の
新
し
い

「
は
か
な
さ
」
の
感
受
性　

―
転
機
と
し
て
の
ク
ラ
イ
シ
ス

竹
内
整
一
｜
鎌
倉
女
子
大
学
教
授
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問
題
と
し
て
の
文
明
や
科
学
や
技
術
の
あ
り
方
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
社
会
や

生
活
の
あ
り
方
へ
の
問
い
で
す
。「
新
し
さ
」
そ
の
も
の
へ
の
問
い
で
す
。

一
方
、「
ふ
た
た
び
改
め
て
」
と
い
う
、
後
者
の
意
味
に
比
重
を
お
い
て

い
え
ば
、
と
く
に
生
き
方
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
人
は
こ
れ
ま
で
生
き
て

き
た
も
の
を
お
措
い
て
は
、
新
し
い
も
の
を
発
明
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

け
っ
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
肝
心
な
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
も

の
を
見
返
し
、
吟
味
・
調
査
し
（
例
え
ば
、「
財
布
の
中
身
を
あ
ら
た
め
る
」

と
い
う
用
法
）
な
が
ら
、
そ
れ
を
今
に
見
合
っ
た
も
の
と
し
て
ど
う
賦
活
・

再
生
し
う
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。「
来
し
方
」「
古
さ
」
へ
の
問
い
で
す
。

将
棋
の
羽
生
善
治
さ
ん
が
、
あ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
こ
う
言
っ
て
い
た
こ

と
を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

│
長
考
す
る
と
き
何
を
考
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
こ
う
指
せ
ば
あ
あ
指
し
て
く
る
ん
だ
ろ
う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
、
こ
れ

か
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
も
む
ろ
ん
考
え
る
が
、
む
し
ろ
初
手
か
ら
現
在
の
局
面
ま
で
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
を
も
う
一
度
お

さ
ら
い
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
ん
だ
、
と
。
つ
ま
り
、
ど
う
い
う
流
れ
の
中
で
今
の
局
面
が
で
き
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
確

か
め
直
す
、
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
お
の
ず
と
そ
の
次
の
手
も
出
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

ク
ラ
イ
シ
ス
に
立
ち
遭
っ
た
と
き
、
そ
の
事
態
を
、
以
上
の
よ
う
な
、「
新
し
さ
」
と
「
古
さ
」
へ
と
、
二
重
の
意
味
で
〝
あ

ら
た
め
て
〞
真
剣
に
問
う
と
こ
ろ
に
、
そ
の
危
機
は
「
よ
い
」
転
機
へ
と
転
ず
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
昭
和
の
は
じ
め
こ
ろ
、
物
理
学
者
で
随
筆
家
で
あ
っ
た
寺
田
寅
彦
は
「
日
本
人
の
自
然
観
」
と
い
う
文
章
の
中
で
こ
う

言
っ
て
い
ま
す
。

竹内整一氏



竹内整一

「はかなさ」の感受性

17

地
震
や
風
水
の
災
禍
の
頻
繁
で
し
か
も
全
く
予
測
し
難
い
国
土
に
住
む
も
の
に
と
っ
て
は
天
然
の
無
常
は
遠
い
遠
い
祖
先
か

ら
の
遺
伝
的
記
憶
と
な
っ
て
五
臓
六
腑
に
し
み
渡
っ
て
い
る
。

直
前
に
起
き
た
「
昭
和
三
陸
地
震
」
や
、
大
正
十
二
年
に
起
き
た
、
犠
牲
者
を
十
四
万
人
出
し
た
関
東
大
震
災
、
さ
ら
に
は
、

明
治
二
十
九
年
の
「
明
治
三
陸
地
震
」（
こ
れ
も
、
死
者
・
行
方
不
明
者
を
二
万
二
千
人
出
し
て
い
ま
す
）
な
ど
の
例
を
ふ
ま
え

て
、
寺
田
は
、
こ
う
し
た
自
然
災
害
は
、「
わ
が
国
建
国
以
来
お
そ
ら
く
ほ
ぼ
同
様
の
頻
度
を
も
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の

で
あ
ろ
う
」
と
言
い
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
が
「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
と
な
っ
て
「
五
臓
六
腑
に
し
み
渡
っ
て
い

る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。

無
常
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
仏
教
語
で
、
人
間
を
ふ
く
め
て
こ
の
世
界
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
た
え
ず
変

化
し
生
滅
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
、
何
一
つ
と
し
て
永
遠
に
と
ど
ま
る
も
の
は
な
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。
そ
れ
が
日
本
の
、
こ

う
し
た
地
震
や
台
風
、
ま
た
刻
刻
と
変
わ
り
ゆ
く
四
季
折
々
の
風
景
な
ど
、
日
本
の
自
然
風
土
と
あ
い
ま
っ
て
、
独
自
の
、
い
わ

ば
民
族
的
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
き
た
も
の
で
す
。

「
色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を  

我
世
た
れ
ぞ
常
な
ら
む
（
花
の
色
は
移
り
や
が
て
散
っ
て
い
く
。
こ
の
世
に
い
っ
た
い
何
が
移
り

変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
ろ
う
か
）
…
…
」
と
い
う
「
い
ろ
は
歌
」
は
平
安
の
む
か
し
か
ら
、
一
国
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
し
て
親
し

ま
れ
歌
わ
れ
て
き
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
も
、
い
か
に
無
常
観
が
「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
と
な
っ
て

五
臓
六
腑
に
し
み
渡
っ
て
い
る
」
か
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
今
度
の
こ
と
も
、
寺
田
に
言
わ
せ
れ
ば
、（
物
理
的
な
規
模
は
と
も
あ
れ
）、「
千
年
に
一
度
」
と
か
、「
未
曾
有
」

と
い
う
言
い
方
は
、
き
っ
と
、
違
う
、
と
言
う
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
側
が
忘
れ
て
い
た
だ
け
だ
、
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と
。と

こ
ろ
で
、
寺
田
は
、「
天
然
の
無
常
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
常
で
な
い
、
と
い
う
こ
の
世
の
あ
り
方
と
し
て
の

無
常
は
、
天
然
・
自
然
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
と
し
て
の
無
常
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
文
章
は
、「
日
本

人
の
自
然
観
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
す
が
、
こ
の
、
自
然
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働

き
と
し
て
の
無
常
と
い
う
捉
え
方
は
大
切
で
す
。

つ
ま
り
、
無
常
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
に
は
不
可
抗
・
不
可
避
の
働
き
は
、
つ
ま
り
、
自
然
の
働
き
で
あ
り
、
そ
の
自
然
と
い
う

の
は
、
た
だ
暴
力
的
に
わ
れ
わ
れ
を
威
圧
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
大
い
な
る
慈
し
み
、
恵
み
も
与
え
て
わ
れ
わ
れ
を
育
ん
で
き

た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
、
自
然
の
無
常
の
不
安
定
な
働
き
に
よ
っ
て
こ
そ
、
き
わ
め
て
多
様
多
彩
な
風
光
や
景
色
が
か
た
ち
作

ら
れ
、
ま
た
そ
う
し
た
環
境
の
多
様
性
に
よ
っ
て
日
本
人
の
感
じ
方
や
考
え
方
、
生
活
や
文
化
の
多
様
性
・
特
異
性
も
育
て
上
げ

ら
れ
て
き
た
の
だ
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。「
日
本
人
の
自
然
観
」
で
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

自
然
の
神
秘
と
そ
の
威
力
を
知
る
こ
と
が
深
け
れ
ば
深
い
ほ
ど
人
間
は
自
然
に
対
し
て
従
順
に
な
り
、
自
然
に
逆
ら
う
代
わ

り
に
自
然
を
師
と
し
て
学
び
、
自
然
自
身
の
太
古
以
来
の
経
験
を
わ
が
物
と
し
て
自
然
の
環
境
に
適
応
す
る
よ
う
に
務
め
る

で
あ
ろ
う
。
前
に
も
述
べ
た
と
お
り
大
自
然
は
慈
母
で
あ
る
と
同
時
に
厳
父
で
あ
る
。
厳
父
の
厳
訓
に
服
す
る
こ
と
は
慈
母

の
慈
愛
に
甘
え
る
の
と
同
等
に
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
安
寧
を
保
証
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。                       　
　

一
般
的
に
い
っ
て
も
、
日
本
の
自
然
は
、
こ
の
よ
う
に
、
地
震
や
台
風
、
旱
魃
や
疫
病
と
い
っ
た
よ
う
な
災
厄
も
も
た
ら
す
と

同
時
に
、
豊
か
な
恵
み
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
で
す
が
、
古
来
か
ら
日
本
の
神
道
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
に
ど

う
に
も
な
ら
な
い
災
厄
は
、
み
な
祟
り
神
の
所
為
で
あ
る
と
考
え
、
ま
ず
そ
の
神
の
名
前
を
特
定
し
、
つ
ぎ
に
そ
れ
を
怖
れ
祭
り
、
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願
い
祈
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
荒
々
し
い
働
き
を
や
わ
ら
げ
、
わ
れ
わ
れ
を
恵
み
守
る
働
き
へ
転
じ
る
よ
う
に
と
祭
祀
、
祭
り

事
を
営
ん
で
き
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
地
震
や
台
風
は
、
た
し
か
に
不
慮
の
無
常
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
如
何
と
も
し
が
た
い
「
お
の
ず
か
ら
」
の
、
そ

の
無
常
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。「
天
然
の
無
常
」―

、
そ
う
あ
ら
た
め
て
「
覚
悟
」
し
て
受
け
と
め
な
お
す
と
き
、
そ
こ
に
、

わ
れ
わ
れ
に
は
不
可
知
（
知
り
え
な
い
）
の
、
し
か
し
大
い
な
る
「
慈
い
つ
く
し
み

」
の
働
き
が
働
い
て
く
る
は
ず
だ
、
と
。
そ
う
し
た

こ
と
を
ふ
く
め
「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
で
き
う
る
か
ぎ
り
の

「
み
ず
か
ら
」
の
努
力
を
す
る
な
ら
ば
、
い
か
な
る
大
災
害
で
あ
れ
、
祖
先
た
ち
が
み
な
そ
う
し
て
き
た
よ
う
に
、
必
ず
や
立
ち

直
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
確
信
が
寺
田
に
は
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

二
．「
文
明
が
進
む
ほ
ど
天
然
の
暴
威
が
そ
の
劇
烈
の
度
を
増
す
」

以
上
の
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、
じ
つ
は
、
問
題
は
も
う
少
し
込
み
い
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。

同
じ
こ
ろ
に
書
か
れ
た
「
天
災
と
国
防
」
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
で
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、「
数
千
年
来
の
災
禍
の
試
練
に

よ
っ
て
日
本
国
民
特
有
の
い
ろ
い
ろ
な
国
民
性
の
す
ぐ
れ
た
諸
相
が
作
り
上
げ
ら
れ
」
れ
て
き
た
が
、「
し
か
し
こ
こ
で
一
つ
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
、
し
か
も
い
つ
も
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
重
大
な
要
項
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
明
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど

天
然
の
暴
威
に
よ
る
災
害
が
そ
の
劇
烈
の
度
を
増
す
と
い
う
事
実
で
あ
る
」
と
警
告
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
数
千
年
来
の
「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
に
お
け
る
す
ぐ
れ
た
蓄
積
と
は
必
ず
し
も
そ
の
ま
ま
で
は
う

ま
く
合
わ
な
い
、
あ
る
い
は
合
わ
せ
方
が
問
わ
れ
て
く
る
も
の
と
し
て
の
「
文
明
」「
科
学
」
と
い
っ
た
「
人
為
」
の
あ
り
方
へ

の
問
題
で
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、「
近
代
日
本
」（
寺
田
の
「
現
代
日
本
」）
特
有
の
問
題
で
す
。「
日
本
人
の
自
然
観
」
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で
も
、
こ
う
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

人
間
の
力
で
自
然
を
克
服
せ
ん
と
す
る
努
力
が
西
洋
に
お
け
る
科
学
の
発
達
を
促
し
た
。
…
…
西
欧
科
学
を
輸
入
し
た
現
代

日
本
人
は
西
洋
と
日
本
と
で
自
然
の
環
境
に
著
し
い
相
違
の
あ
る
こ
と
を
無
視
し
、
従
っ
て
伝
来
の
相
地
の
学
を
蔑
視
し
て

建
て
る
べ
か
ら
ざ
る
所
に
人
工
を
建
設
し
た
。
そ
う
し
て
克
服
し
得
た
つ
も
り
の
自
然
の
厳
父
の
ふ
る
っ
た
鞭
の
ひ
と
打
ち

で
、
そ
の
建
設
物
が
実
に
い
く
じ
も
な
く
壊
滅
す
る
、
そ
れ
を
眼
前
に
見
な
が
ら
自
己
の
錯
誤
を
悟
ら
な
い
で
い
る
、
と

い
っ
た
よ
う
な
場
合
が
近
ご
ろ
頻
繁
に
起
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。      

こ
の
文
章
が
わ
れ
わ
れ
に
「
厳
し
い
」
の
は
、
む
ろ
ん
東
北
・
関
東
各
地
の
海
沿
い
の
被
災
地
各
地
の
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
が
、

と
り
わ
け
「
原
発
」
と
い
う
「
人
工
」
の
受
け
て
い
る
現
状
で
す
。
今
や
「
原
発
」
の
問
題
は
、
震
災
や
津
波
と
重
な
り
な
が

ら
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
位
相
で
不
気
味
に
問
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
む
ろ
ん
こ
の
両
者
は
切
り
離
し
て
考
え
る
べ
き
で
は
な

く
、
寺
田
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
対
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
事
柄
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
何
と
言
っ
て
も
寺
田

は
物
理
学
者
で
あ
り
ま
し
て
、
当
時
、
Ｘ
線
研
究
で
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
科
学
者
の
提
言
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
と
も
関
わ
り
ま
す
が
、
こ
の
た
び
の
震
災
報
道
に
は
、「
人
災
」
と
い
う
言
葉
が
あ
ふ
れ
て
い
ま
す
。
人
災
と
い
う

の
は
、
自
然
災
害
そ
の
も
の
で
な
く
、
人
間
が
介
在
し
て
、
そ
の
不
注
意
や
怠
慢
、
不
手
際
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
災
害
の

こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
む
ろ
ん
、
そ
う
で
あ
る
部
分
は
当
然
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ぎ
り
責
任
が
生
ず
る
し
、
詳
細

な
検
証
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
。

が
、
そ
の
こ
と
を
十
分
に
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
あ
ふ
れ
る
ほ
ど
の
「
人
災
」
と
い
う
言
い
方
の
中
に
、
私
は
、
あ
る
種
の

違
和
感
を
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
言
い
方
の
中
に
は
、
や
や
も
す
れ
ば
、
今
度
の
災
難
は
人
間
が
招
い
た
災
難
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
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そ
の
責
め
は
誰
か
が
負
う
べ
き
で
あ
り
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
責
め
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
も
の
が
補
填
・
回
復
し
う
る
の
だ
と

い
っ
た
よ
う
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
す
。

「
人
災
」
と
い
う
言
い
方
と
は
少
し
違
う
の
で
す
が
、
こ
の
た
び
の
震
災
で
は
、「
想
定
外
」
と
か
「
想
定
以
上
」
と
い
っ
た
言

葉
が
く
り
か
え
し
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
し
か
に
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
九
・
〇
は
「
未
曾
有
」「
想
定
外
」
の
規
模
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
す
こ
し
災
害
の
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
自
然
の
猛
威
は
つ
ね
に
「
想
定
外
」
の
暴
力
を
も
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
を
襲
っ
て
来
て
い
た
は
ず
で
す
。
関
東
大
震
災
で
も
伊
勢
湾
台
風
で
も
阪
神
・
淡
路
大
震
災
で
も
、
す
べ
て
、
い
わ
ば

「
想
定
外
」
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
何
千
、
何
万
と
い
う
犠
牲
者
が
出
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
回
「
想
定
外
」
と
い
う
言
葉
が
こ
れ
だ
け
使
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
今
の
わ
れ
わ
れ
が
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
、
現
代
文
明
の
力
を
、
と
く
に
高
度
に
発
達
さ
せ
て
き
た
科
学
の
力
を
い
か
に
過
信
し
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。「
安
全
神
話
」
と
は
、
ほ
ん
と
う
は
「
は
か
り
し
れ
な
い
」
自
然
の
働
き
や
こ
の
世
の
さ
ま
ざ

ま
な
出
来
事
を
、
み
な
「
は
か
り
う
る
」
も
の
、「
は
か
ら
い
う
る
」
も
の
と
想
定
し
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と

い
う
こ
と
で
す
。

三
．「
は
か
る
」
営
み

「
は
か
る
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
少
し
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。「
は
か
る
」
の
「
は
か
」
と
は
、
も
と
も
と
「
イ

ネ
や
カ
ヤ
な
ど
を
植
え
、
ま
た
、
刈
ろ
う
と
予
定
し
た
範
囲
や
量
」（『
岩
波
古
語
辞
典
』）
の
こ
と
で
（「
は
か
ど
る
」「
は
か
が

い
く
」
の
「
は
か
」
で
も
あ
る
）、
そ
の
「
は
か
」
の
動
詞
で
あ
る
こ
の
言
葉
に
は
、
き
わ
め
て
多
様
な
意
味
が
ふ
く
ま
れ
て
い

ま
す
。
漢
字
で
見
る
と
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
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ま
ず
、
も
の
ご
と
を
計
量
・
計
測
す
る
と
い
う
「
計
る
」「
量
る
」「
測
る
」
が
あ
り
ま
す
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
に
し
て
計

量
し
た
も
の
を
も
と
に
、
あ
れ
こ
れ
調
整
・
案
配
・
推
測
し
た
り
す
る
「
衡
る
」「
料
る
」「
忖
る
」
や
、「
会
議
に
は
か
る
」
の

「
諮
る
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
も
の
を
ま
と
め
、
何
ご
と
か
を
も
く
ろ
み
企
て
る
と
い
う
「
図
る
」「
画
る
」「
策

る
」、
さ
ら
に
は
「
謀
る
」
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
「
は
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
人
が
あ
る
意
図
や
計
画
を
も
っ
て
生
活
し
て
い
く
う
え
で
は
、
か
な
ら
ず
求
め
ら
れ
る

基
本
的
な
営
み
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
文
明
と
は
、
人
間
が
さ
ま
ざ
ま
に
「
は
か
っ
て
」
き
た
歴
史
の
蓄
積

で
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
「
は
か
る
」
こ
と
が
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ま
で
に
突
出
し
て
求
め
ら
れ
て
き
た
、
そ
れ
故
、
あ
る
種
の

変
質
を
も
っ
て
求
ま
ら
れ
て
き
た
の
が
、
近
現
代
の
文
明
、
と
り
わ
け
科
学
技
術
的
な
考
え
方
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
Ｍ
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
近
代
と
い
う
の
は
、
以
上
の
よ
う
な
計
測
可
能
性
を
保
障
す
る
手
続
き
が
拡
が
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

近
代
の
科
学
技
術
の
基
本
的
な
発
想
は
、
も
の
ご
と
を
「
は
か
り
」
に
か
け
て
計
量
し
数
値
化
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
人

生
や
世
の
中
を
、
さ
ら
に
便
利
に
、
さ
ら
に
安
全
に
営
も
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
ひ
た
す
ら
明
瞭
に
「
は

か
る
」
こ
と
、
効
率
的
に
「
は
か
」
ど
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
科
学
・
技
術
に
と
ど
ま
ら
ず
、
や

が
て
、
経
済
や
文
化
、
社
会
の
仕
組
み
の
あ
り
方
に
ま
で
、「
は
か
」
第
一
主
義
が
支
配
・
貫
徹
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
わ
け

で
す
。

と
り
わ
け
そ
れ
が
第
一
義
と
な
っ
て
い
る
社
会
が
、
い
わ
ゆ
るbusiness

（busy-ness

＝
忙
し
さ
）
社
会
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
は
、
何
よ
り
「
は
か
」
が
い
く
こ
と
、
は
か
ば
か
し
く
結
果
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
ま
す
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
・
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
・
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
プ
ロ
グ
レ
ス
…
…
と
い
っ
た
、
西
洋
近
代
が
、
も
と
も
と
抱
え
て
い
た
前
の
め
り

（pro-

）
の
姿
勢
、
前
望
的
（prospective

）
な
時
間
意
識
（
鷲
田
清
一
『
老
い
の
空
白
』）
と
い
っ
た
も
の
を
そ
こ
に
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。
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が
、
こ
の
た
び
の
震
災
で
、
自
然
の
力
と
は
、
つ
い
ぞ
わ
れ
わ
れ
の
「
は
か
る
」
営
み
な
ど
に
飼
い
慣
ら
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
根
底
か
ら
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
は
ま
た
、
核
エ
ネ
ル
ギ
ー―

そ
れ
は
、
も

と
も
と
太
陽
の
核
融
合
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
自
然
と
言
え
ば
自
然
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
手
を
突
っ
こ
ん
で
と
り
だ
し
て
き
た

こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
の
「
は
か
る
」
こ
と
の
で
き
る
手
の
内
に
あ
る
技
術
な
の
か
ど
う
か
、
原
子
炉
事
故

の
収
束
が
お
ぼ
つ
か
な
い
状
況
で
は
、
ま
た
、
放
射
能
汚
染
問
題
が
う
ま
く
処
理
で
き
な
い
状
況
で
は
、
き
わ
め
て
深
刻
に
問
わ

ざ
る
を
え
な
い
と
こ
ろ
に
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

そ
こ
が
ま
さ
に
、
ク
ラ
イ
シ
ス
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
危
機
を
分
岐
点
と
し
て
「
良
い
」
あ
り
方
へ
と
転
回
し
て
い
く
た

め
に
は
、
よ
り
根
源
的
な
生
き
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
の
レ
ベ
ル
で
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
に
な
っ
て
こ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。
最
初
に
述
べ
た
「
あ
ら
た
め
て
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
よ
り
根
源
的
な
生
き
方
・
考
え
方
・
感
じ
方
の
レ
ベ
ル
で

「
あ
ら
た
め
る
」
と
は
、
何
を
ど
う
「
あ
ら
た
め
る
」
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

つ
と
に
昭
和
四
十
年
代
の
な
か
ご
ろ
、
現
代
文
明
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
未
来
を
「
あ
か
ん
。
人
類
は
滅
び
る
し
か
な
い
」
な

ど
と
も
言
っ
て
い
た
文
明
学
者
・
梅
棹
忠
夫
は
、
現
代
文
明
の
原
動
力
と
な
っ
て
い
る
科
学
を
こ
う
捉
え
て
い
ま
す
。

人
間
に
と
っ
て
、
科
学
と
は
何
か
、
こ
れ
は
、
わ
た
し
は
や
っ
ぱ
り
「
業
」
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
人
間
は
の
ろ
わ
れ
た

存
在
で
、
科
学
も
人
間
の
「
業
」
み
た
い
な
も
の
だ
か
ら
、
や
る
な
と
い
っ
て
も
や
ら
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
い
ま　

現
存
す
る
科
学
技
術
を
、
全
部
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
も
、
人
類
は
ま
た
、
お
な
じ
こ
と
を
や
り
は
じ
め
ま
す
。
真
実

を
あ
き
ら
か
に
し
、
論
理
的
に
か
ん
が
え
、
知
識
を
蓄
積
す
る
と
い
う
の
は
、
人
間
の
業
で
す
。
…
…
自
分
で
業
で
あ
る
こ

と
を
自
覚
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
を
し
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
人
間
の
も
の
の
考
え
方
と
し
て
今
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ま
で
と
ち
が
う
考
え
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
梅
棹
忠
夫
「
未
来
社
会
と
生
き
が
い
」）

人
間
の
知
的
欲
求
・
欲
望
が
際
限
な
く
前
に
前
に
と
進
も
う
と
す
る
の
で
、
や
が
て
環
境
や
制
御
可
能
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
超

え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
と
も
と
科
学
者
の
知
的
好
奇
心
の
発
見
で
あ
っ
た
原
子
力
が
今
ま
さ
し
く
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
。梅

棹
の
未
刊
に
終
わ
っ
た
『
人
類
の
未
来
』
の
構
想
ノ
ー
ト
は
、
そ
の
最
終
章
を
「
暗
黒
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
「
破

滅
」
と
い
う
言
葉
も
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
最
後
は
「
光
明
」
と
い
う
言
葉
で
結
ば
れ
て
い
ま
す
。
梅
棹
が
か
ろ
う
じ
て

語
ろ
う
と
し
た
「
暗
黒
の
か
な
た
の
光
明
」
と
は
何
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、
そ
こ
に
、「
理
性
」
対
「
英
知
」
と
い
う
言
葉

を
記
し
て
い
ま
す
。「
真
実
を
あ
き
ら
か
に
し
、
論
理
的
に
か
ん
が
え
、
知
識
を
蓄
積
す
る
」
と
い
う
「
理
性
」
の
営
み
だ
け
で

な
く
、「
英
知
」
と
い
う
「
人
間
の
も
の
の
考
え
方
と
し
て
今
ま
で
と
ち
が
う
考
え
方
」
と
し
て
の
「
英
知
」
の
提
唱
で
す
。（
以

上
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｅ
Ｔ
Ｖ
特
集
「
暗
黒
の
か
な
た
の
光
明―

文
明
学
者 

梅
棹
忠
夫
が
み
た
未
来
」
二
〇
一
一
年
六
月
五
日
放
映
、

参
照
）

構
想
ノ
ー
ト
で
は
「
英
知
」
の
何
た
る
か
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
真
実
を
あ
き
ら

か
に
し
、
論
理
的
に
か
ん
が
え
、
知
識
を
蓄
積
す
る
」
と
い
う
、
ま
さ
に
「
理
性
」
の
「
は
か
る
」
あ
り
方
で
は
な
い
考
え
方
、

―

単
に
頭
で
考
え
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
体
や
心
で
考
え
、
感
じ
る
と
い
っ
た
こ
と
も
ふ
く
め
て
の
知
・
情
・
意
の
あ
り

方
を
構
想
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
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四
．「
は
か
な
い
」
と
い
う
思
想
感
情

そ
こ
で
私
は
、
梅
棹
の
言
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
英
知
」
の
一
つ
の
契
機
に
な
り
う
る
も
の
と
し
て
、「
は
か
る
」
理
性
の
営

み
の
対
照
と
し
て
、「
は
か
な
い
」
と
い
う
思
想
感
情
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
受
け
と
め
直
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
は
か
な
い
」
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
は
か
」
が
「
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、「
は
か
な
い
」
と
は
、「
つ
と

め
て
も
結
果
を
た
し
か
に
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
、
所
期
の
結
実
の
な
い
意
」
が
基
本
で
、
そ
こ
か
ら
「
こ
れ
と
い
っ
た
内
容
が
な

い
」「
手
ご
た
え
が
な
い
」「
あ
っ
け
な
い
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
す
。

そ
れ
は
む
ろ
ん
基
本
的
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
意
味
内
容
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
同
時
に
、
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
可
能
で

あ
る
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
も
の
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
感
情
で
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
「
は
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
あ

ら
た
め
て
き
ち
ん
と
感
じ
取
る
こ
と
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
「
は
か
り
」「
は
か
ど
る
」
こ
と
第
一
主
義
で
あ
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス

社
会
の
「
忙
し
さ
」
の
な
か
で
、
心
亡
ぼ
し
て
き
た

│
〝
忙
〞
と
い
う
漢
字
は
そ
う
い
う
意
味
で
も
あ
り
ま
す
が

│
何
も
の

か
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
う
ま
で
も
な
く
「
は
か
な
い
」
と
は
、
無
常
観
を
表
す
感
情
で
し
て
、
そ
れ
は
寺
田
寅
彦
が
言
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の

「
五
臓
六
腑
に
し
み
渡
っ
て
い
る
」
は
ず
だ
と
い
う
、「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
あ
ら
た

め
て
思
い
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
突
き
当
た
っ
て
い
る
ク
ラ
イ
シ
ス
に
立
ち
向
か
う
大
事
な
カ
ギ
を
見
つ
け
だ
そ
う
と
い
う

こ
と
で
す
。

梅
棹
が
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
の
と
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ
に
、
哲
学
者
の
唐
木
順
三
は
、
こ
う
述
べ
て
い
ま
す
。

今
日
ほ
ど
「
無
常
」
の
事
態
を
眼
前
に
さ
ら
け
出
し
て
ゐ
る
時
代
は
、
さ
う
ざ
ら
に
は
な
い
。
現
実
の
事
態
が
「
無
常
」
な
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の
で
あ
る
。
言
つ
て
し
ま
へ
ば
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
普
遍
化
し
、
す
で
に
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
い
ふ
実
態
が
観
念
さ
れ
え
な
い
ほ
ど

に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
が
、
の
さ
ば
つ
て
ゐ
る
。
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
す
で
に
特
定
人
の
特
定
の
主
義
や
意
見
で
は
な
い
。

世
界
を
挙
げ
て
ニ
ヒ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。
人
は
そ
の
な
か
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
意
識
し
え
な
い
。
そ
の
現
実

に
、
一
見
不
満
は
な
さ
さ
う
に
み
え
る
。
い
な
、
そ
れ
を
こ
そ
新
し
い
時
代
と
思
つ
て
ゐ
る
や
う
に
さ
へ
み
え
る
。
然
し
、

根
本
の
と
こ
ろ
で
は
、
世
界
を
挙
げ
て
、
こ
の
こ
と
の
た
め
に
不
安
で
あ
る
。
繁
栄
し
、
進
歩
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
不
安
で
あ

る
。
こ
の
繁
栄
、
こ
の
進
歩
が
、
死
へ
の
、
滅
亡
へ
の
そ
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
は
世
界
の
現
実
な
の
で
あ
る
。
…
…

然
し
科
学
は
さ
ら
に
進
歩
す
る
だ
ら
う
。
進
歩
す
る
こ
と
よ
り
ほ
か
に
能
の
な
い
の
が
科
学
と
い
ふ
も
の
、
そ
れ
は
科
学
の

い
は
ば
宿
命
と
い
つ
て
よ
い
。
進
歩
を
や
め
れ
ば
、
近
代
科
学
の
理
念
も
事
実
も
く
づ
れ
去
つ
て
し
ま
ふ
。

 

（
唐
木
順
三
『
無
常
』）

四
十
年
以
上
も
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
時
代
認
識
は
い
さ
さ
か
も
色
あ
せ
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
こ

の
指
摘
は
ま
さ
に
現
在
の
日
本
の
現
実
を
言
い
当
て
た
も
の
と
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
唐
木
は
、
こ
う
し
た
状
況
認
識
に
た
っ
て
、

こ
う
端
的
に
提
言
し
て
い
ま
す
。

　

も
は
や
、
迂
路
を
た
ど
る
べ
き
で
は
な
い
。
無
常
な
る
も
の
の
無
常
性
を
、
徹
底
さ
せ
る
よ
り
ほ
か
は
な
い
。

こ
こ
で
の
無
常
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
同
義
語
で
す
。
し
か
し
、
無
常
（
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
）
の
無
常
（
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
）
性
を
徹
底
さ

せ
る
と
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
が
ど
う
開
け
て
く
る
の
か
、
そ
れ
は
、
ま
す
ま
す
「
は

か
な
さ
」
を
深
化
さ
せ
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
疑
問
も
出
て
き
ま
す
。
む
ろ
ん
唐
木
に
お
い
て
そ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
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ム
は
、
そ
の
徹
底
に
お
い
て
、
あ
る
肯
定
的
な
も
の
へ
と
転
ず
る
と
い
う
こ
と
が
思
い
み
ら
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
だ
と
す
れ
ば
、

そ
の
思
想
的
中
身
が
さ
ら
に
問
わ
れ
て
き
ま
す
。

こ
こ
で
も
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
と
こ
ろ
で
、
唐
木
自
身
が
こ
の
本
で
具
体

的
に
や
っ
て
い
た
こ
と
は
何
か
と
い
う
と
、「
は
か
な
し
」
と
か
、
無
常
と
い
う
言
葉
が
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か

を
、
思
想
系
譜
的
に
丹
念
に
た
ど
る
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、「
諸
行
無
常
、
一
切
皆
空
、
さ
う
い
ふ
言
ひ

ふ
る
さ
れ
て
具
体
的
意
味
を
失
つ
て
し
ま
つ
た
言
葉
の
意
味
内
容
を
、
い
ま
あ
ら
た
め
て
考
へ
る
」
こ
と
で
し
た
。
唐
木
に
と
っ

て
は
、
そ
う
す
る
こ
と
は
、
け
っ
し
て
「
迂
路
を
た
ど
る
」
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
初
に
述
べ
た
厳
密
な
意
味
で
の
「
あ
ら
た
め
て
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。「
五
臓
六
腑
に
し
み
渡
っ
て
い
る
」

「
遠
い
遠
い
祖
先
か
ら
の
遺
伝
的
記
憶
」
を
思
い
起
こ
し
、
そ
れ
を
ど
う
肯
定
・
プ
ラ
ス
へ
と
転
ず
る
か
に
つ
い
て
は
、「
世
は

さ
だ
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
」（『
徒
然
草
』）
を
は
じ
め
、
日
本
人
の
無
常
観
に
ゆ
た
か
に
語
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

そ
れ
を
ど
う
生
き
生
き
と
現
代
に
蘇
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
こ
と
を
近
代
の
出
発
点
で
確
認
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
と
現
代
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

最
初
期
の
近
代
日
本
に
お
い
て
、
合
理
的
・
実
用
的
な
科
学
（
サ
イ
エ
ン
ス
）
と
し
て
の
「
学
問
」
を
啓
蒙
し
た
福
沢
諭
吉
の
人

間
観
は
、
例
え
ば
、
こ
う
し
た
も
の
で
す
。

…
…
宇
宙
無
辺
の
考
え
を
も
っ
て
独ひ
と

り
み
ず
か
ら
観
ず
れ
ば
、
日
月
も
小
な
り
、
地
球
も
微び

な
り
。
ま
し
て
人
間
の
ご
と
き
、

無
知
無
力
見
る
影
も
な
き
蛆う
じ
む
し虫

同
様
の
小
動
物
に
し
て
、
石
火
電
光
の
瞬
間
、
偶
然
こ
の
世
に
呼
吸
眠
食
し
、
喜
怒
哀
楽
の

一
夢
中
、
忽
た
ち
ま
ち
消
え
て
あ
と
痕
な
き
の
み
。 

（
福
沢
諭
吉
「
人
間
の
安
心
」『
福
翁
百
話
』）
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人
間
は
要
す
る
に
ど
う
安
心
し
う
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
「
人
間
の
安
心
」
と
い
う
文
章
で
す
。
違
う
と
こ
ろ
で
は
、

人
間
は
も
と
も
と
何
も
持
っ
て
生
ま
れ
て
は
来
な
か
っ
た
し
、
何
も
持
っ
て
死
ん
で
は
行
け
な
い
も
の
な
の
だ
と
、「
本
来
無
一

物
の
安
心
」
と
い
う
言
い
方
も
し
て
い
ま
す
。

み
ず
か
ら
創
設
し
た
慶
應
義
塾
や
時
事
新
報
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
も
と
も
と
無
か
っ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
い
つ
潰
し
て
も

か
ま
わ
な
い
と
ふ
だ
ん
か
ら
考
え
て
い
た
か
ら
、
い
つ
も
安
気
に
こ
れ
を
経
営
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
絶
対

潰
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
と
心
が
萎
縮
し
て
し
ま
う
、
こ
ん
な
も
の
は
も
と
も
と
無
か
っ
た
、
い
つ
潰
し
て
も
か
ま
わ
な
い
と

思
っ
て
い
れ
ば
、
軽
や
か
に
駆
け
引
き
で
き
軽
や
か
に
決
断
で
き
る
、
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
人
の
方
が
活
発
で
事
業
も
う
ま
く
い

く
の
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

人
間
蛆
虫
論
、
人
生
戯
れ
論
と
も
い
う
べ
き
、
こ
う
し
た
言
い
方
は
、
啓
蒙
家
・
福
沢
に
は
や
や
意
外
で
す
が
、
む
し
ろ
そ
う

言
い
切
る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
そ
こ
に
あ
る
種
の
「
安
心
」
な
り
、「
活
発
さ
」
な
り
を
引
き
出
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、

そ
う
い
う
こ
と
を
覚
悟
で
き
る
広
大
な
心
を
持
っ
て
い
る
人
間
こ
そ
が
「
万
物
の
霊
」
と
し
て
尊
い
の
だ
と
、
論
理
を
ひ
っ
く
り

返
す
よ
う
な
か
た
ち
で
、
人
間
至
尊
論
へ
と
反
転
さ
せ
て
い
ま
す
。
人
間
の
「
尊
さ
」
を
啓
蒙
す
る
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
慣
れ

親
し
ん
で
い
る
福
沢
像
は
そ
の
う
え
で
展
開
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
さ
き
の
唐
木
の
言
い
方
で
い
え
ば
、
無
常
性
と
い
う
も
の

を
徹
底
し
て
押
し
詰
め
る
中
か
ら
、
あ
ら
た
め
て
肯
定
的
な
生
き
方
と
い
う
も
の
を
引
き
出
し
て
い
る
一
例
で
す
。

そ
こ
で
の
「
無
」
の
認
識
と
い
う
の
は
、
む
ろ
ん
ま
っ
た
く
何
も
な
い
と
い
う
、
西
洋
風
なN

ichts

（N
othing

）
の
認
識
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
認
識
を
推
し
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
、
あ
る
場
な
り
働
き
な
り
が
見
え
て
く
る
と
い
う
認
識
で

す
。福

沢
の
「
人
間
の
安
心
」
と
い
う
文
章
は
、『
福
翁
百
話
』
の
第
七
話
と
し
て
挙
げ
て
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
第
一

話
「
宇
宙
」、
第
二
話
「
天
工
」、
第
三
話
「
天
道
人
に
可
な
り
」
と
、
天
や
宇
宙
の
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
が
ど
う
い
う
も
の
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で
あ
る
か
を
解
き
明
か
す
文
脈
の
中
で
語
ら
れ
て
い
ま
す
。―

「
万
物
は
常
に
動
き
常
に
変
じ
、
随
し
た
が
っ

て
生
じ
随
て
滅
し
て
」

い
る
が
、「
宇
宙
天
然
の
大
機
関
は
霊
妙
不
可
思
議
に
し
て
、
此こ
の

地
球
面
の
万
物
、
上
は
人
類
よ
り
下
は
禽
き
ん
じ
ゅ
う獣

草
木
土
砂
塵じ
ん
あ
い埃

の
微
に
至
る
ま
で
も
其
そ
の
と
こ
ろ処

を
得
ざ
る
な
し
」、
と
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
見
え
て
く
る
場
な
り
働
き
と
い
う
の
は
、
宇
宙
・
自
然
の

「
お
の
ず
か
ら
」
の
場
で
あ
り
働
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

福
沢
も
ふ
く
め
て
、
近
代
日
本
の
知
識
人
に
は
、〝
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
〞
と
い
う
死
生
観
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
が
、〝
死
ん

だ
ら
無
に
な
る
〞
と
い
う
そ
の
「
無
」
は
、
け
っ
し
て
ま
っ
た
く
何
も
無
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
大
き
な
自
然
、
大
い

な
る
宇
宙
に
ま
た
戻
る
、
そ
こ
か
ら
出
て
き
て
、
ま
た
そ
こ
に
戻
る
と
い
う
意
味
合
い
で
の
「
無
」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

〝
死
ん
だ
ら
無
に
な
る
〞
と
い
い
な
が
ら
、
な
お
そ
こ
に
、
あ
る
種
の
「
安
心
」
な
り
「
慰
め
」
な
り
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
ゆ

え
ん
で
す
。

無
常
と
い
う
言
葉
を
使
え
ば
、
確
か
に
そ
の
「
無
」
は
、
常
無
し
の
移
り
行
き
で
あ
り
な
が
ら
、
つ
ね
に
同
時
に
「
お
の
ず
か

ら
」
の
移
り
行
き
で
も
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
寺
田
寅
彦
の
言
い
方
を
借
り
る
な
ら
、
無
常
と
い
う
の
は
確

か
に
む
ご
た
ら
し
く
暴
力
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
厳
父
で
も
あ
り
慈
母
で
あ
る
天
然
・
自
然
の
、
そ
の
無
常
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

も
う
ひ
と
り
、
近
代
日
本
の
早
い
時
点
で
、
東
洋
・
日
本
の
美
を
西
欧
に
紹
介
し
よ
う
と
し
た
岡
倉
天
心
は
、「
は
か
な
い
こ

と
を
夢
に
見
て
、
美
し
い
取
り
と
め
の
な
い
こ
と
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
考
え
よ
う
で
は
な
い
か
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す

（『
茶
の
本
』）。
あ
え
て
な
さ
れ
た
こ
う
し
た
言
い
方
に
は
、
あ
ら
た
め
て
「
は
か
な
さ
」
の
感
受
性
を
受
け
と
め
よ
う
と
す
る
決

意
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
茶
の
道
の
理
解
に
も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。

茶
道
の
要
義
は
「
不
完
全
な
も
の
」
を
崇
拝
す
る
に
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
人
生
と
い
う
こ
の
不
可
解
な
も
の
の
う
ち
に
、
何
か
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可
能
な
も
の
を
成
就
し
よ
う
と
す
る
や
さ
し
い
企
て
で
あ
る
。 

（
岡
倉
天
心
『
茶
の
本
』）

　
無
常
と
い
う
、
相
対
有
限
で
「
不
完
全
」「
不
可
解
」
な
人
生
を
生
き
死
な
ざ
る
を
え
な
い
「
み
ず
か
ら
」
が
、
そ
の
こ
と
を

自
覚
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
「
お
の
ず
か
ら
」
の
働
き
を
感
受
し
、
そ
こ
に
「
何
か
可
能
な
も
の
を
成
就
し

よ
う
と
す
る
や
さ
し
い
企
て
」
で
あ
る
、
と
。
そ
こ
に
は
、
日
本
人
の
無
常
観
と
そ
れ
に
も
と
づ
く
美
意
識
（
幽
玄
・
あ
わ
れ
・

わ
び
・
さ
び
・
し
お
り
）
の
伝
統
の
近
代
表
現
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

五
．「
人
間
は
な
お
荘
厳
で
あ
る
」

見
田
宗
介
の
「
世
界
を
荘
厳
す
る
思
想
」（『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
』）
と
い
う
考
え
方
は
、
こ
う
し
た
「
企
て
」
の
現
代

的
な
試
み
で
あ
り
、
さ
き
に
見
た
唐
木
の
提
言
を
真
っ
向
か
ら
受
け
と
め
る
も
の
で
す
。

…
…
前
世
紀
末
の
思
想
の
極
北
が
見
て
い
た
も
の
が
〈
神
の
死
〉
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
、
今
世
紀
末
の
思
想
の
極
北

が
見
て
い
る
も
の
は
、〈
人
間
の
死
〉
と
い
う
こ
と
だ
。
／
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
具
象
的
に
は
、
核
や
環
境
破
壊
の
問
題
と

し
て
現
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
な
い
様
々
な
仕
方
で
も
感
受
さ
れ
て
い
て
、
若
い
世
代
は
こ
の
こ
と
を
日
常
の
中
で
呼
吸
し

て
い
る
。
核
や
環
境
汚
染
の
危
機
を
人
類
が
の
り
こ
え
て
生
き
る
と
き
に
も
、
た
か
だ
か
数
億
年
の
の
ち
に
は
、
人
間
は
あ

と
か
た
も
な
く
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
。
未
来
へ
未
来
へ
と
意
味
を
求
め
る
思
想
は
、
終
極
、
虚
無
に
お
ち
る
し
か
な
い
。
／

二
〇
世
紀
末
の
状
況
は
こ
の
こ
と
を
目
に
み
え
る
か
た
ち
で
裸
出
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
だ
。
／
人
類
の
死
が
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
、
わ
た
し
た
ち
の
よ
う
な
意
識
を
お
と
ず
れ
る
〈
世
界
〉
に
終
わ
り
が
あ
る
と
い
う
明
晰
の
上
に
、
あ
た
ら
し
く
強
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い
思
想
を
開
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
の
戸
口
に
、
わ
た
し
た
ち
は
い
る
。

 

（
見
田
宗
介
「
世
界
を
荘
厳
す
る
思
想
」）

　
現
代
の
思
想
の
極
北
は
、「
人
間
の
死
」「
人
類
の
死
」
と
い
う
こ
と
だ
、
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
目

に
見
え
や
す
い
か
た
ち
で
は
、「
核
や
環
境
破
壊
の
問
題
と
し
て
現
れ
て
い
る
」
が
、
と
り
わ
け
若
い
世
代
に
は
「
そ
う
で
な
い

様
々
な
仕
方
で
も
」
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。「
未
来
へ
未
来
へ
と
意
味
を
求
め
る
思
想
」
と
は
、
さ
き

に
見
た
「
は
か
ど
る
」
こ
と
、「
は
か
る
」
こ
と
を
第
一
に
優
先
し
よ
う
と
す
る
〝prospect 

前
望
姿
勢
〞
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は

「
終
極
、
虚
無
に
お
ち
る
し
か
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
「〈
世
界
〉
に
終
わ
り
が
あ
る
」
と
い
う
、
は
っ
き
り
と
し
た

認
識
（「
明
晰
」）
を
ふ
ま
え
て
、
そ
こ
に
「
あ
た
ら
し
く
強
い
思
想
」
を
開
い
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
世
界
を
荘
厳
す
る
思
想
」
は
、
直
接
的
に
は
石
牟
礼
道
子
の
「
人
間
は
な
お
荘
厳
で
あ
る
」
と
い
う
言
い

方
を
受
け
て
い
ま
す
。
石
牟
礼
の
そ
の
言
葉
は
、「
水
俣
の
現
在
」
と
い
う
雑
誌
特
集
号
に
寄
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
、
こ

う
書
き
だ
さ
れ
た
文
章
の
中
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。

　

人
間
の
上
を
流
れ
る
時
間
の
こ
と
も
、
地
質
学
の
時
間
の
よ
う
に
い
つ
か
は
眺
め
ら
れ
る
日
が
、
く
る
の
だ
ろ
う
か
。

 

（
石
牟
礼
道
子
「
海
は
ま
だ
光
り
」（『
思
想
の
科
学
』）

　

│
す
な
わ
ち
、
見
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
文
章
全
体
に
お
い
て
「
石
牟
礼
は
ど
こ
か
で
〈
人
間
〉
を
、
も
う
死
ん
だ
も
の
と
し

て
感
覚
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
い
つ
死
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
も
の
と
し
て
感
覚
し
て
い
る
。
そ
の
人
間
の
死
に
ぎ
わ
に
添
お

う
と
し
て
い
る
。
人
間
を
荘
厳
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
見
田
は
こ
う
述
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べ
て
い
ま
す
。

　
　

ひ
と
り
の
死
者
を
ほ
ん
と
う
に
荘
厳
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
死
身
の
外
面
に
花
を
飾
る
こ
と
で
な
く
、

そ
の
生
き
た
人
の
咲
か
せ
た
花
に
、
花
々
の
命
の
色
に
、
内
側
か
ら
光
を
あ
て
る
、
認
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
牟
礼
が
、
そ

の
作
品
で
、
具
体
的
に
水
俣
の
死
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
を
荘
厳
し
て
き
た
や
り
方
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
生
者
を
荘
厳
す
る
方
法
で
も
あ
る
。
そ
の
生
者
た
ち
自
身
の
身
体
に
す
で
に
咲
い

て
い
る
花
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
。
リ
ア
リ
テ
ィ
を
点
火
す
る
こ
と
。〈
荘
厳
で
あ
る
〉
と
い
う
ひ
と
つ
の
知
覚
は
、
死
者

を
生
き
さ
せ
る
た
だ
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
こ
と
よ
っ
て
、
ま
た
生
者
を
生
き
さ
せ
る
た
だ
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
ひ
と

つ
ひ
と
つ
の
空
の
洞
に
ふ
る
え
る
天
日
の
あ
か
る
さ
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
こ
の
個
物
ひ
し
め
く
世
界
の
ぜ
ん
た
い
に
、
内
側

か
ら
い
っ
せ
い
に
灯
を
と
も
す
思
想
だ
。 

（
見
田
宗
介
「
世
界
を
荘
厳
す
る
思
想
」）

「
仏
」
＝
死
者
を
花
飾
る
意
味
の
「
荘
厳
」
と
い
う
言
葉
が
、（
い
ま
生
き
て
い
る
が
や
が
て
死
ぬ
、
あ
る
い
は
も
う
死
ん
だ
も

の
と
も
感
覚
さ
れ
て
い
る
）
生
者
を
、
そ
の
ひ
と
り
ひ
と
り
を
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
人
々
の
ひ
し
め
く
世
界
全
体
を
花
開
か
せ
る

と
い
う
意
味
に
転
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

見
田
（
真
木
悠
介
）
は
違
う
と
こ
ろ
で
は
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
「
色
即
是
空　

空
即
是
色
」
の
「
転
回
」
と
い
う
こ
と
で
、
こ

う
述
べ
て
い
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
の
行
為
や
関
係
の
意
味
と
い
う
も
の
を
、
そ
の
結
果
と
し
て
手
に
入
る
「
成
果
」
の
み
か
ら
み
て
い
く
か
ぎ
り
、

人
生
と
人
類
の
全
歴
史
と
の
帰
結
は
死
で
あ
り
、
宇
宙
の
永
劫
の
暗
闇
の
う
ち
に
白
々
と
照
り
は
え
る
い
く
つ
か
の
星
の
軌
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道
を
、
せ
い
ぜ
い
攪
乱
し
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
い
っ
さ
い
の
宗
教
に
よ
る
自
己
欺
瞞
な
し
に
こ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
超
克
す
る

唯
一
の
道
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
の
透
徹
そ
の
も
の
の
か
な
た
に
し
か
な
い
。

　

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
生
が
刹
那
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
そ
、
ま
た
人
類
の
全
歴
史
が
刹
那
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
そ
、
今
、
こ
こ

に
あ
る
一
つ
一
つ
の
行
為
や
関
係
の
身
に
お
び
る
鮮
烈
な
い
と
お
し
さ
へ
の
感
覚
を
、
豊
饒
に
と
り
も
ど
す
こ
と
に
し
か
な

い
。 

（
真
木
悠
介
「
色
即
是
空
と
空
即
是
色

│
透
徹
の
極
の
転
回
」『
気
流
の
鳴
る
音
』）

「
色
即
是
空
と
空
即
是
色

│
透
徹
の
極
の
転
回
」
と
は
、
唐
木
の
、「
無
常
な
る
も
の
の
無
常
性
を
、
徹
底
さ
せ
る
」
と
こ
ろ

で
の
「
反
転
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
し
か
し
じ
つ
は
、
こ
の
あ
ま
り
に
も
よ
く
知
ら
れ
た
「
色
即
是
空　

空
即
是
色
」
と
い

う
仏
教
論
理
自
体
は
、
か
な
ら
ず
し
も
理
解
し
や
す
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
語
釈
と
し
て
は
、「
す
べ
て
の
物
的
現
象
（
色
）

は
実
体
が
な
い
（
空
）、
し
か
し
そ
の
空
の
本
性
が
そ
の
ま
ま
万
有
の
現
象
で
あ
る
」
と
し
か
訳
し
よ
う
の
な
い
お
経
の
文
句
で

す
。
こ
の
文
句
を
、
ど
う
生
き
た
思
想
の
言
葉
と
し
て
語
り
う
る
か
、
が
問
題
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
唐
木
の
言
い
方
を
借
り
れ

ば
、「
さ
う
い
ふ
言
ひ
ふ
る
さ
れ
て
具
体
的
意
味
を
失
つ
て
し
ま
つ
た
言
葉
の
意
味
内
容
を
、
あ
ら
た
め
て
考
へ
る
」
こ
と
こ
そ

が
重
要
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
こ
と
は
つ
ね
に
、
仏
教
そ
の
も
の
に
も
求
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
で
す
。
さ
ら
に
そ
れ
は
す
こ
し
言
葉
の
幅
を
広
げ
れ
ば
、

か
な
ら
ず
し
も
仏
教
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
い
、
人
間
存
在
の
根
源
を
問
う
優
れ
た
思
想
や
宗
教
に
は
か
な
ら
ず
や
何

ら
か
の
か
た
ち
で
見
い
だ
し
う
る
、
あ
る
普
遍
性
を
備
え
た
考
え
方
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

今
年
の
六
月
、
ス
ペ
イ
ン
の
「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
国
際
賞
」
を
受
賞
し
た
作
家
の
村
上
春
樹
は
、「
非
現
実
的
な
夢
想
家
と
し
て
」

と
い
う
受
賞
記
念
ス
ピ
ー
チ
に
お
い
て
、
反
原
発
へ
の
倫
理
・
規
範
の
再
生
が
、
こ
う
し
た
「
無
常
（
ｍ
ｕ
ｊ
ｏ
）」
の
認
識
に
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は
さ
ま
れ
な
が
ら
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

…
…
我
々
は
、
無
常
（
ｍ
ｕ
ｊ
ｏ
）
と
い
う
移
ろ
い
ゆ
く
儚
い
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
た
生
命
は
た
だ
移
ろ
い
、

や
が
て
例
外
な
く
滅
び
て
い
き
ま
す
。
大
き
な
自
然
の
力
の
前
で
は
、
人
は
無
力
で
す
。
そ
の
よ
う
な
儚
さ
の
認
識
は
、
日

本
文
化
の
基
本
的
イ
デ
ア
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
滅
び
た
も
の
に
対
す
る
敬
意
と
、
そ
の

よ
う
な
危
機
に
満
ち
た
脆
い
世
界
に
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
生
き
生
き
と
生
き
続
け
る
こ
と
へ
の
静
か
な
決
意
、
そ

う
い
っ
た
前
向
き
の
精
神
性
も
我
々
に
は
具
わ
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。 

（
村
上
春
樹
「
非
現
実
的
な
夢
想
家
と
し
て
」）

そ
も
そ
も
村
上
作
品
に
は
初
期
か
ら
、「
無
か
ら
生
じ
た
も
の
が
も
と
の
場
所
に
戻
っ
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
さ
」（「
１
９
７
３

年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
」）
と
い
っ
た
よ
う
な
無
常
観
が
基
調
低
音
と
し
て
流
れ
て
い
ま
し
た
が
、
村
上
は
今
あ
ら
た
め
て
、
そ
れ
を

思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
こ
う
主
張
し
て
い
ま
す
。

―

わ
れ
わ
れ
を
原
発
に
駆
り
立
て
た
「
効
率
や
便
宜
と
い
う
名
前
の
持
つ
「
現
実
」
に
追
い
つ
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
力
強
い
足
取
り
で
前
に
進
ん
で
い
く
「
非
現
実
的
な
夢
想
家
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」、
と
。

最
後
に
一
言
だ
け
、
急
い
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
で
す
が
、
か
と
い
っ
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
む
ろ
ん
「
は
か
る
」
こ
と
そ

の
も
の
の
否
定
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
復
興
に
は
何
よ
り
、
ス
ピ
ー
ド
と
効
率
が
求
め
ら
れ
る
し
、
原
発
事
故
の
収
束
の
問
題
は
、

そ
れ
が
た
と
え
「
は
か
り
」
が
た
い
何
も
の
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
今
結
集
し
う
る
か
ぎ
り
の
総
力
を
あ
げ
て
「
は
か
り
」
き
る

ほ
か
は
な
い
、
放
射
能
防
護
対
策
で
も
同
じ
で
し
て
、
今
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
科
学
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、
政
治
的

な
意
味
の
お
い
て
も
、
そ
う
し
た
「
は
か
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
あ
ら
た
め
て
申
し
上
げ
る
ま
で
の
な
い
こ
と
だ
ろ



竹内整一

「はかなさ」の感受性

35

う
と
思
い
ま
す
。

「
は
か
な
さ
」
の
感
受
性
は
、「
は
か
る
」
こ
と
と
単
純
な
二
者
択
一
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま

で
も
、「
お
の
ず
か
ら
」
と
「
み
ず
か
ら
」
の
「
あ
わ
い
」
の
思
想
感
情
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

﹇
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来
社
会
と
生
き
が
い
」『
私
の
生
き
が
い
論
』（
講
談
社
、
一
九
八
五
）

 

唐
木
順
三
『
無
常
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
）

 

福
沢
諭
吉
「
人
間
の
安
心
」『
福
翁
百
話
』（
明
治
文
学
全
集
『
福
沢
諭
吉
集
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
三
）

 

岡
倉
天
心
『
茶
の
本
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
二
九
）

 

見
田
宗
介
『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
五
）

 

石
牟
礼
道
子
「
海
は
ま
だ
光
り
」（『
思
想
の
科
学
』、
一
九
八
六
・
六
））

 

真
木
悠
介
『
気
流
の
鳴
る
音
』（
ち
く
ま
文
庫
、
一
九
八
六
）

 

村
上
春
樹
「
非
現
実
的
な
夢
想
家
と
し
て
」（「
カ
タ
ル
ー
ニ
ャ
国
際
賞
」
受
賞
記
念
ス
ピ
ー
チ
、
二
〇
一
一
・
六
）

 

　

同　
『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』（
講
談
社
文
庫
、
二
〇
〇
四
）


