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ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
夢
」　

―
―
『
物
質
と
記
憶
』
を
中
心
に

中
　
原
　
真
祐
子

は
じ
め
に

　

ひ
と
は
眠
り
に
つ
い
て
い
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
夢
を
み
る
。
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
イ
メ
ー
ジ
は
、
過
去
に
経
験
し
た
こ
と
の
再
現

で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
見
た
こ
と
も
な
い
光
景
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
起
き
て
み
る
と
、
な
ぜ
そ
ん
な
夢
を

み
た
の
か
釈
然
と
し
な
い
思
い
を
抱
え
つ
つ
も
、
強
い
印
象
だ
け
が
の
こ
っ
て
い
る
―
―
そ
う
し
た
経
験
を
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は

少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
夢
は
、
そ
の
不
可
思
議
な
性
質
の
ゆ
え
に
、
錯
乱
や
狂
気
と
い
っ
た
正
気
を
失
う
状
態
と
と
も
に
、
そ
の
存

在
や
意
味
を
め
ぐ
っ
て
古
来
様
々
な
解
釈
を
生
ん
で
き
た
。

　

一
九
世
紀
半
ば
の
西
欧
諸
国
に
あ
っ
て
、
現
代
に
つ
な
が
る
脳
神
経
学
や
心
理
学
の
萌
芽
が
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
な
か
で
、
夢
や
狂

気
と
い
っ
た
問
題
領
域
も
「
科
学
的
」
な
探
究
の
対
象
と
な
っ
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
実
験
的
手
法
を
用
い
て
人

間
の
心
理
を
解
釈
す
る
、
現
代
の
心
理
学
と
連
続
的
な
「
心
理
学
」
が
確
立
し
て
い
く
の
が
こ
の
時
期
で
あ
る1

。
隣
国
フ
ラ
ン
ス

に
お
い
て
も
、
心
霊
研
究
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
の
流
れ
を
経
て
、
一
九
世
紀
後
半
、「
無
意
識
」
の
概
念
を
め
ぐ
る
思
索
が
展

開
さ
れ
、
催
眠
状
態
や
夢
が
重
要
な
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
ゆ
く2

。
そ
う
し
た
時
代
は
や
が
て
、
一
九
〇
〇
年
の
フ
ロ
イ
ト
の
『
夢
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診
断
』
を
そ
の
嚆
矢
と
す
る
精
神
分
析
学
と
い
う
大
き
な
潮
流
を
生
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
（
一
八
五
九
〜
一
九
四
一
）
は
そ
う
し
た
時
代
に
思
索
し
た
人
で
あ
り
、
そ
の
著
作
の
な
か
に
も
「
夢
」
へ
の
言
及

は
数
多
く
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
時
代
の
影
響
は
受
け
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
な
が
ら
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
夢
に
つ
い
て
の
思

考
、
ひ
い
て
は
記
憶
に
つ
い
て
の
思
考
は
、
容
易
に
心
理
学
史
や
精
神
分
析
学
の
歴
史
と
接
続
し
て
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
夢
を
め
ぐ
る
思
考
を
、
そ
の
背
景
に
あ
る
記
憶
の
理
論
と
と
も
に
理
解
し
よ
う
と
す
る

試
み
で
あ
る
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
夢
」
に
つ
い
て
の
思
考
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
し
た
と
き
、
も
っ
と
も
よ
く
参
照
さ
れ
る
の
は
、
一
九
〇
一
年
に

行
わ
れ
た
講
演
を
も
と
に
し
た
論
文
、「
夢
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
の
ち
に
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
に
収
録
さ
れ
た
そ
の
論
文
で
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
、
徹
底
し
て
夢
か
ら
不
可
思
議
さ
を
取
り
さ
り
、
夢
を
誰
に
で
も
理
解
可
能
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み

え
る
。
ひ
と
は
睡
眠
時
の
夢
の
な
か
で
、
現
実
に
存
在
し
て
い
な
い
錯
覚
を
み
て
い
る
と
考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
「
感
覚
で
き
る

物
質
が
、
目
覚
め
て
い
る
と
き
と
同
様
に
寝
て
い
る
と
き
に
も
、
視
覚
や
聴
覚
や
触
覚
等
々
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
で
は
な
い

で
す
か
」（ES 85

）3

と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
講
演
の
冒
頭
で
聴
衆
に
問
い
か
け
る
。
睡
眠
時
の
夢
は
、
覚
醒
時
に
ひ
と
が
そ
の
と
き
ど

き
の
状
況
を
知
覚
す
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
寝
な
が
ら
受
け
と
っ
て
い
る
諸
感
覚
に
対
し
て
、
記
憶
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。夢
を
み
る
基
本
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、覚
醒
時
に
現
前
の
光
景
を
知
覚
す
る
こ
と
と
変
わ
ら
な
い
。「
だ

か
ら
、
夢
の
誕
生
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
の
で
す
」（ES 97
）。

　

こ
の
知
覚
と
夢
を
め
ぐ
る
思
考
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
一
八
九
六
年
の
主
著
『
物
質
と
記
憶
』
で
示
さ
れ
た
記
憶
と
知
覚
の
理
論

で
あ
る
。
同
書
の
記
憶
理
論
の
核
心
部
と
も
い
え
る
逆
向
き
の
円
錐
の
図
版
の
な
か
に
は
、「
夢
の
平
面
」
と
い
う
概
念
が
登
場
し

て
い
る
。
ひ
と
が
経
験
し
て
き
た
過
去
の
す
べ
て
が
保
存
さ
れ
る
純
粋
記
憶
の
平
面
を
、ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
呼
ぶ
。
夢
の
平
面
は
、

行
動
の
平
面
の
対
極
に
あ
っ
て
、
人
間
の
精
神
に
お
け
る
記
憶
の
働
き
の
重
要
な
一
極
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
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こ
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
記
憶
な
い
し
人
間
の
精
神
に
つ
い
て
考
え
る
さ
い
に
、
夢
を
け
っ
し
て
瑣
末
な
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
な

か
っ
た
、と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。『
物
質
と
記
憶
』に
お
け
る
精
神
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で
、「
夢
」

が
同
書
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
課
題
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
夢
の
記
述
を
追
う
こ
と
で
、
同
書
で
「
夢
」
が
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て

い
た
の
か
を
確
認
し
、
そ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
を
考
察
し
た
い4

。
そ

の
こ
と
を
通
じ
て
、
一
九
世
紀
末
と
い
う
時
代
状
況
の
な
か
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
展
開
し
た
思
考
の
特
異
性
と
意
味
を
考
え
る
基
礎

を
見
定
め
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
論
見
で
あ
る
。

１　

現
実
と
夢
―
―
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
「
夢
」
の
理
論

　

本
節
で
は
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
「
夢
」
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
夢
に
つ
い
て
の
議
論
を
追

う
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
、
記
憶
に
つ
い
て
の
理
論
を
簡
単
に
確
認
す
る
（
１

－

１
）。
夢
は
同
書
に
お
い
て
、
記
憶
と
深
い
関
わ
り

を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
そ
の
理
論
の
な
か
で
夢
が
現
実
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
（
１

－

２
）、

そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
の
全
体
を
「
夢
の
平
面
」
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
（
１

－

３
）。

１
‐

１　

 

夢
と
記
憶

　
「
夢
」
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
理
論
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
を
も
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
記
憶
の

二
つ
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
物
質
と
記
憶
』
の
第
二
章
で
、
記
憶
が
保
存
さ
れ
る
し
く
み
を
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二
つ
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
身
体
的
な
習
慣
を
形
成
す
る
運
動
性
の
記
憶
と
、
経
験
し
た
こ
と
が
そ
の
ま
ま
蓄
積
さ
れ
て
い
く
像

（
イ
マ
ー
ジ
ュ
）
と
し
て
の
記
憶
で
あ
る
。

　

前
者
の
運
動
性
の
記
憶
は
、
ひ
と
が
何
度
も
同
じ
動
作
を
繰
り
返
す
な
か
で
「
身
体
の
み
で
可
能
な
再
認
」（M

M
 100

）
と
な

る
記
憶
で
あ
り
、「
過
去
を
利
用
す
る
運
動
機
構
」（M

M
 94

）
と
も
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
憶
力
が
活
用
さ
れ
て
い
る

例
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
学
課
の
暗
記
で
あ
る
（M

M
 83ff.

）。
何
か
を
学
習
す
る
さ
い
、
暗
記
す
る
た
め
に

何
度
も
朗
読
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
的
な
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
学
課
の
記
憶
が
、「
最

初
の
は
ず
み
が
全
体
を
揺
り
動
か
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
」、
あ
る
い
は
「
同
じ
順
序
で
動
き
、
同
じ
時
間
だ
け
か
か
る
、
自
動
的
な
運
動

の
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
」
へ
と
蓄
積
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（M

M
 84

）。
そ
の
蓄
積
が
、
身
体
的
な
習
慣
を
か
た
ち
づ
く
っ
て

い
く
。
だ
か
ら
、
前
者
の
記
憶
は
「
記
憶
に
よ
っ
て
光
を
あ
て
ら
れ
た
習
慣
」（M

M
 89

）
と
も
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

他
方
で
、
後
者
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
は
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
く
な
か
で
経
験
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
が
、
記
憶

の
像
（
イ
マ
ー
ジ
ュ
）
と
し
て
、
す
べ
て
が
そ
の
ま
ま
記
憶
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
」
で
あ
る

（M
M

 94

）。
そ
れ
は
「
自
発
的
な
記
憶
」（M

M
 93

）
ま
た
は
、「
個
人
的
な
像
と
し
て
の
記
憶
（im

age-souvenir

）」（M
M

 94

）
等
々

と
呼
ば
れ
、
そ
の
で
き
ご
と
が
生
じ
た
瞬
間
に
「
た
だ
ち
に
完
成
さ
れ
て
い
る
」（M

M
 88

）。
ひ
と
が
普
通
「
思
い
出
」
と
し
て

思
い
う
か
べ
る
よ
う
な
、
特
定
の
思
い
出
や
、
出
会
っ
た
人
の
顔
や
名
前
、
出
会
っ
た
状
況
の
記
憶
な
ど
が
、
こ
の
後
者
の
記
憶
に

あ
た
る
。
こ
の
記
憶
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
再
認
は
「
気
ま
ぐ
れ
に
発
現
す
る
」（M

M
 94

）
の
み
で
あ
る
。
そ
の
気
ま
ぐ
れ
さ
の
ゆ
え
に
、

こ
の
記
憶
は
「
ど
こ
か
夢
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
」（ibid.

）
と
い
わ
れ
、
そ
の
再
認
は
「
精
神
の
知
性
的
な
均
衡
を
深
く
撹
乱

し
な
い
で
す
む
こ
と
は
ま
れ
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
（ibid.

）。
私
た
ち
が
追
い
か
け
る
「
夢
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、
イ
マ
ー

ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
の
再
認
に
関
わ
っ
て
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
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１

‐

２　

現
実
の
対
義
語
と
し
て
の
夢

　

で
は
、
な
ぜ
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
の
再
認
は
「
夢
の
よ
う
」
だ
と
い
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
素
朴
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ

は
現
実
と
は
関
わ
り
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
夢
を
現
実
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
論
じ
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
理
論
に
特
有
の
こ
と
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
般
的
な
用
法
の
背
景
に
は
、「
現
実
」
と
記
憶

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
論
点
が
あ
る
。
ま
ず
、
現
実
と
は
、
な
に
よ
り
も
或
る
人
間
が
目
下
生
き
て
い
る
現

在
の
状
況
を
指
し
て
い
る
。
ひ
と
が
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
が
直
面
し
て
い
る
現
在
の
状
況
に
合
わ
せ
て
、
身
体
を
適

切
に
動
か
し
て
い
く
こ
と
の
連
続
で
あ
る
。
人
は
運
動
を
反
復
す
る
こ
と
で
、
先
に
見
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
構
築
し
、
習
慣
を
形
成
し

て
い
く
。
習
慣
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
で
、
ひ
と
は
現
在
の
状
況
に
「
適
応
」
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
適
応
が
「
生
の
一

般
的
な
目
的
」
で
あ
り
、「
だ
か
ら
、
生
き
る
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
生
命
体
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
は
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
」

（M
M

 89

）
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
は
、
現
実
を
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
過
剰
な
も
の
で
あ
り
、
使
い
み
ち
の
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、
そ
の
使
い
み
ち
の
な
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
ど
う
や
っ
て
再
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
い
き
さ
つ

を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

〔
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
の
再
認
は
〕
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
現
在
の
状
況
と
の
関
連
を
欠
い
た
混
濁
し
た
諸
記
憶
が
、

有
用
に
な
る
よ
う
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
諸
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
、
そ
の
諸
記
憶
は
有
用
な
イ

マ
ー
ジ
ュ
の
周
り
に
ぼ
ん
や
り
と
し
た
縁
ど
り
を
描
き
、
そ
の
縁
ど
り
は
広
大
な
暗
が
り
の
な
か
へ
と
消
え
て
い
っ
て
し
ま

う
。
し
か
し
、
脳
に
よ
っ
て
外
的
刺
激
と
運
動
性
の
反
応
の
あ
い
だ
に
維
持
さ
れ
て
い
た
平
衡
が
、
な
ん
ら
か
の
で
き
ご
と

に
よ
っ
て
狂
わ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
き
に
は
、
末
端
か
ら
中
枢
を
経
由
し
て
末
端
へ
と
つ
な
が
る
糸
の
緊
張
が
ほ
ん
の
僅
か
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の
あ
い
だ
弛
緩
し
、
そ
う
な
る
と
す
ぐ
さ
ま
ぼ
ん
や
り
し
て
い
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
光
の
あ
た
る
な
か
に
せ
り
だ
し
て
く
る
。

こ
の
最
後
に
述
べ
た
条
件
が
、
お
そ
ら
く
、
わ
れ
わ
れ
が
夢
を
み
て
い
る
睡
眠
中
に
実
際
に
生
じ
て
い
る
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

（M
M

 90

）

　

現
在
の
状
況
を
生
き
る
ひ
と
は
、
自
ら
の
身
体
の
運
動
に
有
用
な
記
憶
の
み
を
、
現
在
の
状
況
と
結
び
つ
け
て
行
動
し
て
い
る
。

そ
れ
以
外
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
は
、
そ
ば
に
は
あ
る
が
「
ぼ
ん
や
り
と
し
た
縁
ど
り
」
と
な
り
、
は
っ
き
り
思
い
だ
さ
れ

る
こ
と
は
、
通
常
は
な
い
。
し
か
し
、
外
界
の
刺
激
に
対
し
て
運
動
を
返
す
神
経
系
の
緊
張
が
「
弛
緩
」
し
、
保
た
れ
て
い
た
平
衡

が
崩
れ
た
と
き
に
は
、
ぼ
ん
や
り
し
て
暗
が
り
に
あ
っ
た
記
憶
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、
意
識
の
「
光
」
の
あ
た
る
と
こ
ろ
へ
出
て
く
る
。

つ
ま
り
、
は
っ
き
り
と
思
い
だ
さ
れ
て
く
る
の
だ
。
こ
の
、
現
在
の
生
活
の
関
心
か
ら
離
れ
て
弛
緩
す
る
と
い
う
状
態
が
も
っ
と
も

わ
か
り
や
す
い
の
が
、
睡
眠
中
で
あ
る
と
さ
れ
る5

。
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
、
睡
眠
中
に
見
る
「
夢
」
は
、
現
実
の
状
況
に

適
応
し
よ
う
と
す
る
精
神
の
緊
張
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
で
い
え
ば
「
生
活
へ
の
注
意
」（M

M
 193

）
が
途
切
れ
た
こ
と
に
よ
っ

て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
夢
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、「
私
た
ち
の
意
志
と
は
独
立
に
あ
ら
わ
れ
て
は
消
え
て
ゆ
く
も
の
」

（M
M

 90

）
と
い
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
物
質
と
記
憶
』に
お
い
て「
夢
」は
、現
実
に
対
置
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、現
実
へ
の
正
常
な
適
応
が
困
難
に
な
っ

た
と
き
に
生
じ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

１
‐

３　

夢
の
あ
り
か
―
―
逆
円
錐
の
図
に
お
け
る
夢

　

夢
み
る
こ
と
は
現
実
を
生
き
る
た
め
の
役
に
は
立
た
な
い
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
ど
う
し
て
夢
は
、
そ
し
て
、
夢
の
素
材

と
な
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
記
憶
を
保
存
す
る
自
発
的
な
記
憶
力
は
、
私
た
ち
の
日
常
の
生
の
あ
ら
ゆ
る
で
き
ご
と

を
、「
そ
れ
が
起
こ
っ
た
順
番
に
そ
っ
て
」
保
存
し
て
い
く
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
（M

M
 86

）。
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
は
、
起
こ
っ

た
順
番
に
「
そ
の
場
所
や
そ
の
日
付
も
与
え
ら
れ
」（ibid.

）
て
保
存
さ
れ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
ひ
と
が
生
き
て
い
る
な
か
で
経
験

す
る
あ
ら
ゆ
る
で
き
ご
と
が
全
て
自
動
的
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
残
存
し
て
い
く
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
考
え
て
い
た
。
自
発
的
な
記
憶

力
は
「
保
存
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
誠
実
」（M

M
 94

）
で
あ
る
が
、「
再
生
す
る
こ
と
に
は
う
つ
り
気
」（ibid.

）
な
も
の
だ
。

　

そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
と
、
習
慣
的
な
記
憶
と
を
表
し
た
図
が
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
最
も
有
名
な
図
で
あ
る
逆
向
き
の

円
錐
の
図
（M

M
 169

）
で
あ
る
。
逆
向
き
の
円
錐
Ｓ
Ａ
Ｂ
は
「
私
の
記
憶
力
の
う
ち
に
蓄
積
さ
れ
た
諸
記
憶
の
す
べ
て
を
あ
ら
わ

す
も
の
」
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
こ
の
図
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
分
け
て
い
た
二
つ
の
記
憶
の
う
ち
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て

の
記
憶
、
す
な
わ
ち
「
純
粋
記
憶
」
が
底
面
Ａ
Ｂ
を
担
い
、
現
在
の
世
界
の
表
象
で
あ
る
平
面
P
に
接
す
る
頂
点
S
で
は
、
身
体
に

染
み
込
ん
だ
習
慣
的
な
記
憶
が
、
感
覚

－
運
動
シ
ス
テ
ム
を
構
成
す
る
。
円
錐
の
底
面
Ａ
Ｂ
は
、「
過
去
に
座
を
置
き
、
不
動
」
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
頂
点
S
は
、「
た
え
ず
私
の
現
在
を
か
た
ど
り
、
や
む
こ
と
な
く
前
進
し
、
ま
た
つ
ね
に
、
私
の
現
在
の
世
界

に
つ
い
て
の
表
象
で
あ
る
動
く
平
面
P
に
接
し
て
い
る
」（M

M
 169

）。
底
面
Ａ
Ｂ
が
示
す
、「
真
の
記
憶
」、す
な
わ
ち
イ
マ
ー
ジ
ュ

記
憶
の
ひ
ろ
が
り
は
、「
意
識
の
ひ
ろ
が
り
と
外
延
を
ひ
と
し
く
し
て
い
る（coextensive à la conscience

）」（M
M

 168

）。
つ
ま
り
、

逆
円
錐
の
図
像
が
示
し
て
い
る
の
は
、「
記
憶
の
す
べ
て
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
現
在
と
過
去
の
あ
い
だ
に
ひ
ろ
が
る
意
識
と
ひ
と
し

い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、こ
の
二
つ
の
平
面
の
あ
い
だ
で
、ひ
と
は
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。「
記
憶
力
の
恵
ま
れ
た
性
質
」（M

M
170

）

に
よ
っ
て
、
二
つ
の
記
憶
力
が
う
ま
く
バ
ラ
ン
ス
を
と
り
な
が
ら
機
能
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
ひ
と
の
精
神
は
「
よ
く
平
衡
の
と
れ

た
」
精
神
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
の
持
ち
主
は
「
生
に
完
全
に
適
合
し
た
人
間
」（M

M
 170

）
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
実

を
生
き
る
た
め
に
機
能
す
る
感
覚

－

運
動
系
の
シ
ス
テ
ム
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
時
、
ひ
と
は
、
一
方
で
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
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記
憶
を
ま
っ
た
く
使
わ
ず
、習
慣
的
な
記
憶
の
み
で
現
在
に
対
処
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
、そ
の
と
き
「
衝
動
的
な
ひ
と
（im

plusif

）」

と
呼
ば
れ
る
。
他
方
で
「
過
去
の
う
ち
に
生
き
て
、
そ
こ
で
生
き
る
こ
と
を
歓
び
と
す
る
よ
う
な
ひ
と
」、
つ
ま
り
「
目
下
の
状
況

に
何
の
利
益
も
な
い
の
に
数
々
の
記
憶
が
意
識
の
光
の
も
と
に
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
」（M

M
 170

）
よ
う
な
ひ
と
は
、「
夢
み
る

ひ
と
（rêveur

）」
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。「
衝
動
的
な
ひ
と
」
も
、「
夢
み
る
ひ
と
」
も
、
ど
ち
ら
も
、
現
実
の
状
況
に
う
ま
く

対
応
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
の
人
間
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

自
分
の
現
実
存
在
を
生
き
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
を
夢
み
て
い
る

0

0

0

0

0

人
間
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
瞬
間
に
お
い
て
、

過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
自
分
の
物
語
の
無
限
の
細
部
を
、
自
ら
の
ま
な
ざ
し
の
も
と
に
と
ど
め
て
お
く
こ
と
だ
ろ
う
。
反
対
に
、

こ
の
記
憶
を
、
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
一
切
の
も
の
と
と
も
に
放
棄
す
る
人
間
は
、
絶
え
ず
自
分
の
生
活
を
、
そ
れ
を
真
に

表
象
す
る
か
わ
り
に
、
演
じ
て
い
る

0

0

0

0

0

こ
と
だ
ろ
う
。（M

M
 172.

傍
点
に
よ
る
強
調
は
原
文
の
イ
タ
リ
ッ
ク
を
示
す
。）

　

自
分
の
現
実
存
在
（son existence

）
を
、「
生
き
る
」
こ
と
、「
夢
み
る
」
こ
と
、
そ
し
て
「
演
じ
る
」
こ
と
と
い
う
、
三
つ
の

態
度
の
と
り
か
た
が
こ
こ
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
生
き
る
」
こ
と
が
、
現
実
の
刺
激
に
合
わ
せ
て
運
動
を
適
切
に
返
す
「
平
衡

の
と
れ
た
」
ひ
と
の
や
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
夢
み
る
」
こ
と
は
、
自
分
の
現
在
の
状
況
に
目
を
向
け
ず
、
ひ
た
す

ら
過
去
の
記
憶
に
目
を
向
け
る
ひ
と
の
や
る
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
。
そ
の
想
起
が
過
剰
で
あ
る
た
め
に
現
実
の
状
況
に
向
か
う
こ
と

が
で
き
な
い
ひ
と
が
「
夢
み
る
ひ
と
」
で
あ
る
。
現
実
の
状
況
に
あ
わ
せ
て
行
動
す
る
こ
と
か
ら
離
れ
て
、「
夢
み
ら
れ
て
い
る
心

理
的
生
活
（l’existence psychologique [...] « rêvée»

）」（M
M

 186
）
に
ひ
と
が
身
を
移
せ
ば
、
そ
こ
に
は
「
わ
れ
わ
れ
の
流
れ

去
っ
た
生
の
で
き
ご
と
の
、
ど
ん
な
小
さ
な
細
部
に
至
る
ま
で
の
一
切
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
」（ibid.

）。
そ
の
過
去
を
ひ
と
つ
ず

つ
思
い
だ
し
、
そ
こ
に
惑
溺
し
て
し
ま
う
ひ
と
が
、
夢
み
る
ひ
と
な
の
だ
。
そ
の
一
方
で
、
自
分
の
生
活
を
「
演
じ
る
」
こ
と
と
は
、
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過
去
を
一
切
顧
み
る
こ
と
な
く
、
た
だ
身
体
的
に
身
に
つ
い
た
習
慣
を
「
自
動
人
形
の
よ
う
に
」（M

M
 172

）
反
射
的
に
繰
り
返

す
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。「
演
じ
る
」
こ
と
と
「
夢
み
る
」
こ
と
、
両
者
は
と
も
に
、
現
実
を
「
生
き
る
」
こ
と
と
は
異
な
る
態

度
な
の
で
あ
る
。

　
『
物
質
と
記
憶
』
一
八
一
頁
で
も
う
一
度
円
錐
を
示
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

わ
れ
わ
れ
が
Ａ
Ｂ
の
ほ
う
へ
と
散
ら
ば
っ
て
い
く
傾
向
を
も
つ
の
は
、
自
分
が
感
覚
的
で
運
動
的
な
状
態
か
ら
離
れ
て
い
き
、

夢
の
生
を
生
き
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
て
で
あ
る
。
他
方
、
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
を
S
の
ほ
う
へ
と
集
中
さ
せ
て
い
く
の
は
、
わ

れ
わ
れ
が
よ
り
し
っ
か
り
と
現
在
の
現
実
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
感
覚
性
の
刺
激
に
対
し
て
運
動
性
の
反
応
を
返
し
て
い
く
、

そ
の
限
り
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
る
。（M

M
 181

）

　

逆
向
き
の
円
錐
と
い
う
図
像
を
経
由
す
る
こ
と
で
、「
夢
み
る
こ
と
」
と
「
行
動
す
る
こ
と
（
生
き
る
こ
と
）」
は
、
精
神
を
過
去

に
振
り
向
け
る
か
、
現
在
の
行
動
に
振
り
向
け
る
か
、
精
神
が
向
か
う
方
向
を
示
す
言
葉
と
し
て
、
対
と
な
る
意
味
を
も
つ
も
の
と

な
っ
て
い
る
。
身
体
が
位
置
す
る
平
面
P
と
、
純
粋
記
憶
の
底
面
Ａ
Ｂ
と
さ
れ
て
い
た
二
つ
の
平
面
が
、「
行
動
の
平
面
」
と
「
夢

の
平
面（plan du rêve

）」（M
M

 192

）と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、精
神
の
運
動
の
方
向
を
示
す
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
、
二
つ
の
平
面
は
あ
く
ま
で
極
端
な
も
の
で
あ
り
、
正
常
な
人
間
が
そ
の
ど
ち
ら
か
の
平
面
に
至
り
つ
く
よ
う
な
精
神
状

態
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
う6

。
多
く
の
ひ
と
は
そ
の
二
つ
の
平
面
の
あ
い
だ
で
、
現
実
の
状
況
に
合
わ
せ
て
記

憶
を
収
縮
さ
せ
て
適
切
な
反
応
を
返
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。
そ
れ
が
、「
記
憶
力
の
恵
ま
れ
た
性
質
」（M

M
170

）
な
の
だ
。
だ

か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
過
去
の
世
界
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
現
実
の
生
活
を
適
切
に
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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「
夢
み
る
こ
と
」
は
純
粋
記
憶
の
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
運
動
で
あ
り
、
睡
眠
時
に
み
る
「
夢
」
や
、
夢
み
る
よ
う
な
想
起
も
、

現
実
に
対
応
す
る
緊
張
感
が
弛
緩
し
た
と
き
に
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
。
ど
ち
ら
も
、
現
実
を
生
き
る
こ
と
に
対

し
て
は
、
注
意
が
欠
け
た
状
態
で
あ
り
、
そ
の
と
き
必
要
の
な
い
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
が
過
剰
に
出
て
く
る
状
況
で
あ
る
。
現
実
を
十

全
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
主
眼
に
お
い
て
み
れ
ば
、夢
や
想
起
は
そ
こ
か
ら
外
れ
た
活
動
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

現
実
を
つ
つ
が
な
く
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
っ
て
も
、
夜
の
眠
り
の
な
か
で
夢
を
み
た
り
、
白
昼
ふ
と
し
た
瞬
間
に
過
去
の
で
き
ご

と
に
思
い
を
馳
せ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
る
。
そ
う
し
た
い
と
な
み
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
い
き
さ

つ
を
、
節
を
あ
ら
た
め
て
詳
し
く
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

２　

想
起
と
夢
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

　
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
記
憶
の
理
論
の
も
と
で
、「
夢
の
平
面
」
は
、
現
実
と
は
対
極
に
あ
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

精
神
が
現
実
を
離
れ
て
過
去
の
記
憶
へ
と
向
か
う
運
動
は
、
大
き
く
分
け
る
と
ふ
た
通
り
に
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ

と
つ
は
、
一
般
的
な
意
味
で
「
夢
」
と
い
っ
た
と
き
に
指
示
さ
れ
て
い
る
、
睡
眠
時
に
お
い
て
夢
を
み
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と

つ
は
、
現
実
か
ら
離
れ
て
過
去
の
記
憶
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
節
で
は
、
そ
の
二
つ
の
「
夢
」
の
運
動
を
、
順
に
確
認
し
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。
ま
ず
、
睡
眠
時
の
夢
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
の
か
を
、『
物
質
と
記
憶
』
の
六
年
後
に
行
わ
れ
た
講
演

を
も
と
に
し
た
論
文
「
夢
」
か
ら
再
構
成
し
て
み
た
い
（
２

－

１
）。
そ
し
て
、
も
う
一
つ
の
は
た
ら
き
で
あ
る
「
想
起
」
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
て
く
る
の
か
を
確
認
す
る
（
２

－

２
）。
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２

‐

１　

睡
眠
時
の
夢
は
な
ぜ
生
じ
る
の
か
―
―
論
文
「
夢
」
に
お
け
る
夢
の
説
明

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、『
物
質
と
記
憶
』
の
出
版
後
か
ら
五
年
後
の
一
九
〇
一
年
五
月
に
、
自
ら
も
関
わ
っ
て
い
た
心
理
学
総
合
研
究

所
（L'institut général psychologique

）7

に
お
い
て
講
演
を
行
っ
て
い
る
。「
夢
」
と
題
さ
れ
て
、
の
ち
に
自
選
論
文
集
『
精
神

の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
そ
の
講
演
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ひ
と
の
睡
眠
時
に
夢
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
メ

カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。

　

潤
沢
な
例
示
や
比
喩
に
彩
ら
れ
た
こ
の
講
演
に
お
け
る
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
の
骨
子
を
ひ
と
こ
と
で
取
り
だ
す
な
ら
ば
、
本
稿

は
じ
め
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
夢
は
、
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
感
覚
器
官
が
受
け
た
刺
激
に
対
し
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
が
結
び
つ

く
こ
と
で
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ひ
と
の
感
覚
器
官
は
、
眠
っ
て
い
る
と
き
に
も
働
い
て
お
り
、
外
界

か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
刺
激
を
受
け
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
閉
じ
て
い
る
瞼
ご
し
に
光
を
感
じ
た
り
、
音
を
聞
い
た
り
、
身
体
が
寝

具
や
肌
着
に
触
れ
た
り
、
と
い
っ
た
刺
激
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
身
体
の
内
部
か
ら
生
じ
る
「
内
部
感
覚
」（ES 91

）

が
あ
り
、そ
れ
は
耳
の
な
か
で
生
じ
る
う
な
り
や
、内
臓
の
感
覚
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
や
っ
て
き
た
漠
然
と
し
た
感
覚
に
、

記
憶
が
形
を
与
え
る
こ
と
で
、
夢
が
作
ら
れ
る
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
引
用
者
注
：
私
た
ち
が
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
も
つ
〕
感
覚
は
、
温
か
く
、
彩
り
が
あ
っ
て
、
振
動
も
あ
っ
て
、
つ
ま
り
ほ

と
ん
ど
生
き
て
い
る
の
で
す
が
、
ぼ
ん
や
り
し
て
い
ま
す
。
記
憶
は
と
い
え
ば
、
は
っ
き
り
と
明
確
で
す
が
、
中
身
が
な
く

て
、
生
命
を
欠
い
て
い
る
の
で
す
。
感
覚
は
、
自
ら
の
曖
昧
な
輪
郭
を
定
め
る
た
め
に
形
相
を
ま
さ
に
探
し
も
と
め
て
い
ま

す
。
記
憶
の
ほ
う
は
、
自
ら
を
満
た
し
て
、
い
っ
ぱ
い
に
す
る
こ
と
で
最
後
に
は
現
実
化
す
る
た
め
に
質
料
を
得
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
で
す
。
だ
か
ら
両
者
は
お
互
い
に
惹
き
つ
け
あ
っ
て
、
そ
し
て
ま
ぼ
ろ
し
の
よ
う
な
記
憶
は
、
記
憶
に
血
や
肉
を

も
た
ら
す
感
覚
に
よ
っ
て
物
質
化
し
、
ひ
と
つ
の
固
有
な
生
を
営
む
存
在
に
、
つ
ま
り
、
夢
と
な
る
の
で
す
（ES 97

）。
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だ
か
ら
、
夢
は
、
起
き
て
い
る
時
の
現
実
世
界
の
視
覚
像
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
作
ら
れ
る
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。

「
夢
の
誕
生
に
は
何
の
不
思
議
も
な
い
」（ES 97

）
と
言
わ
れ
る
の
は
、
夢
が
こ
の
よ
う
に
、
受
け
取
っ
た
刺
激
に
対
す
る
反
応
と

い
う
覚
醒
時
の
知
覚
と
変
わ
ら
な
い
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
生
じ
て
く
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
、覚
醒
時
の
知
覚
と
異
な
る
の
は
、

行
動
の
要
請
が
差
し
迫
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
起
き
て
い
る
と
き
に
は
、
ひ
と
は
現
在
の
状
況
に
対
し
て
何
ら
か
の
反

応
を
常
に
返
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
受
け
取
っ
た
刺
激
に
対
し
て
、
行
動
の
役
に
立
つ
記
憶
を
結
び
つ
け
て
知
覚
を

作
り
出
す
。
他
方
で
、
眠
っ
て
い
る
と
き
は
、
現
在
の
状
況
に
対
し
て
行
う
反
応
へ
の
切
迫
が
よ
り
少
な
い
。
夢
は
「
心
的
生
活
の

全
体
か
ら
、
集
中
す
る
努
力
を
引
い
た
も
の
」（ES 104

）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
受
け
た
刺
激
に
対
し
て
、
起
き
て
い
る

と
き
よ
り
は
自
由
に
記
憶
が
結
び
つ
く
こ
と
に
な
り
、
空
を
飛
ぶ
夢
（ES 90

）
や
、
講
演
し
て
い
る
と
き
に
聴
衆
に
責
め
立
て
ら

れ
る
よ
う
な
悪
夢
（ES 101-102
）
な
ど
、
荒
唐
無
稽
な
イ
メ
ー
ジ
や
、
過
去
に
は
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な
状
態
が
、
夢

の
な
か
に
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

２

‐

２　

夢
み
る
「
努
力
」
―
―
想
起
と
思
考

　

底
面
Ａ
Ｂ
で
ひ
し
め
い
て
い
る
無
数
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
が
、
現
在
の
意
識
の
う
ち
に
再
生
さ
れ
て
く
る
こ
と
は
、
先
に
見
た
よ

う
に
、
何
ら
か
の
仕
方
で
現
実
の
必
要
性
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
し
か
な
さ
れ
な
い
。
そ
の
、
現
実
の
必
要
性
か
ら
離
れ
る
と
い
う
こ

と
が
「
夢
の
生
を
生
き
る
」（M

M
 181.

本
稿
一
一
七
頁
）
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、「
夢
の

生
を
生
き
る
」
こ
と
は
、
眠
る
こ
と
だ
け
を
指
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
引
用
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
記
憶
力
―
―
思
い
え
が
く
記
憶
力
と
、
反
復
す
る
記
憶
力
―
―
に
つ
い
て
は
、
後
者
の
反
復
す
る
記
憶
力
が
前

者
の
記
憶
力
を
補
完
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
前
者
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
或
る
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犬
が
そ
の
主
人
を
喜
び
の
吠
え
声
や
じ
ゃ
れ
つ
き
で
迎
え
る
時
、
犬
は
主
人
を
再
認
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

〔
…
〕〔
主
人
を
み
た
と
き
〕
そ
の
動
物
自
身
に
お
い
て
は
、
過
去
の
ぼ
ん
や
り
し
た
イ
メ
ー
ジ
が
お
そ
ら
く
現
在
の
知
覚
か
ら

溢
れ
出
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
は
犬
の
過
去
の
全
体
が
、
犬
の
意
識
に
潜
在
的
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
さ
え

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
過
去
は
、
犬
が
関
心
を
も
つ
現
在
か
ら
犬
を
引
き
剥
が
す
ほ
ど
の
力
は
も
た
な
い
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
再
認
は
考
え
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
生
き
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
過
去
を
イ
マ
ー
ジ
ュ

の
形
式
の
も
と
で
呼
び
覚
ま
す
た
め
に
は
、
現
在
の
行
動
か
ら
身
を
離
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
役
に
立
た

な
い
も
の
に
価
値
を
与
え
る
術
を
知
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
し
、
夢
み
る
こ
と
を
望
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
人
間
だ
け
が
、
こ
の
種
の
努
力
を
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。（M

M
 87

）

　

犬
の
再
認
は
、「
考
え
ら
れ
た
も
の
（pensée

）」 

で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
「
生
き
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で
「
生
き
ら
れ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
犬
が
あ
く
ま
で
も
現
在
の
状
況
を
生
き
る
こ
と
へ
の

関
心
に
基
づ
い
て
主
人
を
再
認
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
犬
が
主
人
を
再
認
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
現
在
そ
の

主
人
と
関
わ
り
た
い
と
い
う
現
在
を
生
き
る
と
い
う
動
機
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、現
実
か
ら
身
を
引
き
離
す
こ
と
は
、

人
間
だ
け
に
許
さ
れ
た
努
力
だ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
み
て
い
た
。
ひ
と
が
現
実
か
ら
身
を
引
き
離
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
を
生
き

る
た
め
の
「
生
活
へ
の
注
意
」
が
一
時
的
に
緩
む
状
態
に
す
る
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
で
き
な
い
犬
の
状
態
を
ひ
き
あ
い
に

出
し
た
う
え
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
夢
み
る
こ
と
を
望
む
こ
と
」、「
現
実
か
ら
身
を
離
す
こ
と
」、「
役
に
立
た
な
い
も
の
に
価
値

を
与
え
る
こ
と
」
は
、
人
間
だ
け
に
可
能
な
「
努
力
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
努
力
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も

の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
一
時
期
を
思
い
だ
す
場
合
」
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
か
に
つ
い
て
次
の
よ
う
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に
述
べ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
現
在
か
ら
身
を
引
き
離
し
て
、
ま
ず
は
過
去
一
般
に
自
ら
身
を
お
い
て
、
つ
い
で
過
去
の
な
ん
ら
か
一
定
の
領

域
に
身
を
う
つ
し
て
い
く
と
い
う
独
特
の
働
き
を
意
識
す
る
。
そ
れ
は
手
探
り
の
仕
事
で
あ
っ
て
、
写
真
機
の
焦
点
を
合
わ

せ
る
こ
と
と
も
似
て
い
る
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
は
、
ま
だ
な
お
潜
在
的
な
状
態
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
適
切
な
態
勢
を
と
り
な
が
ら
も
、
そ
の
記
憶
を
受
け
入
れ
る
準
備
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
少

し
ず
つ
そ
の
記
憶
は
靄
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、
そ
れ
が
凝
縮
さ
れ
て
い
く
。
記
憶
は
、
潜
在
的
な
状
態
か
ら
現
実
的

な
状
態
へ
と
移
行
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
輪
郭
が
描
き
だ
さ
れ
、
表
面
が
彩
ら
れ
て
ゆ
く
の
に
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の

記
憶
は
知
覚
を
模
倣
し
よ
う
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。（M

M
 148

）

　

自
分
の
人
生
の
一
時
期
を
、
ひ
と
が
意
図
し
て
思
い
お
こ
そ
う
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
潜
在
的
な
状
況
に
あ
る
過
去
の
な
か
で

「
写
真
機
の
焦
点
合
わ
せ
」
の
よ
う
に
少
し
ず
つ
記
憶
を
現
在
の
も
の
に
し
て
い
く
と
い
う
「
手
探
り
の
仕
事
」
で
あ
る
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
身
体
に
染
み
付
い
た
習
慣
と
し
て
の
記
憶
と
は
異
な
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
か
た
ち
で
記
憶
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
、
努

力
を
必
要
と
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。「
夢
を
み
よ
う
と
す
る
努
力
」
と
は
、
こ
の
手
探
り
の
思
い
お
こ
す
努
力
を
指
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
形
で
過
去
を
呼
び
起
こ
す
と
い
う
こ
の
努
力
は
、
ひ
と
に
何
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
を

考
え
る
た
め
に
は
、
人
間
の
思
考
に
固
有
な
こ
と
を
論
じ
た
箇
所
が
、
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

ア
プ
リ
オ
リ
に
み
て
、
じ
っ
さ
い
の
と
こ
ろ
、
個
別
的
な
対
象
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
知
覚
に
と
っ
て
の
奢
侈
と
い
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う
べ
き
も
の
で
、
そ
れ
は
一
般
観
念
の
明
晰
な
表
象
が
知
性
に
よ
る
洗
練
で
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
類

を
完
全
な
し
か
た
で
捉
え
る
こ
と
も
、
も
ち
ろ
ん
人
間
の
思
考
に
と
っ
て
固
有
な
こ
と
が
ら
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
要
求
さ

れ
る
の
は
反
省
の
努
力
で
あ
っ
て
、
そ
の
反
省
を
介
し
て
私
た
ち
が
、
表
象
か
ら
時
間
と
場
所
の
特
殊
性
を
拭
い
さ
る
の
だ
。

と
は
い
え
し
か
し
、
そ
う
し
た
特
殊
性
を
め
ぐ
る

0

0

0

0

反
省
―
―
つ
ま
り
、
そ
れ
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
対
象
の
個
性
が

私
た
ち
の
目
か
ら
す
り
抜
け
て
し
ま
う
よ
う
な
反
省
―
―
が
前
提
と
し
て
い
る
の
は
、
差
異
に
注
目
す
る
能
力
、
し
た
が
っ

て
ま
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
関
わ
る
記
憶
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
人
間
と
高
等
動
物
の
特
権
な
の
で
あ
る
。（M

M
176

）

　

引
用
し
た
箇
所
は
「
一
般
観
念
」
の
把
握
の
し
く
み
を
論
じ
る
文
脈
で
あ
り
、
ひ
と
の
認
識
は
、
個
別
的
な
も
の
を
捉
え
る
こ
と

か
ら
出
発
す
る
の
で
も
な
く
、
一
般
的
な
類
か
ら
出
発
す
る
の
で
も
な
く
、
そ
の
「
中
間
的
な
認
識
」（M

M
 176

）
か
ら
出
発
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
箇
所
で
あ
る
。
そ
の
議
論
に
詳
し
く
入
り
こ
む
こ
と
は
こ
こ
で
は
で
き
な
い
。
確
認
し
て
お
き
た

い
の
は
、
個
別
的
な
対
象
を
区
別
す
る
こ
と
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
が
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
て
、
そ
の
記
憶
が
人
間
と
高
等

動
物
の
特
権
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

知
覚
に
と
っ
て
の
奢
侈
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
ひ
と
は
、
現
在
の
状
況
下
で
行
動
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
る
な
ら
ば
、
目
の
前

の
事
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
個
別
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
必
要
は
な
い
。
上
の
引
用
で
の
言
葉
で
は
、「
類
」
を
捉
え
る
反
省
が

働
い
て
い
る
こ
と
で
、
日
常
の
殆
ど
の
行
為
は
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
、
ひ
と
が
日
常
昇
り
降
り
す
る
階
段
は
、
ど

れ
も
そ
れ
ぞ
れ
に
少
し
ず
つ
異
な
っ
て
い
る
が
、「
階
段
」
だ
と
い
う
こ
と
を
捉
え
さ
え
す
れ
ば
、
ひ
と
は
適
切
に
然
る
べ
き
足
か

ら
踏
み
出
し
、
そ
れ
を
昇
り
降
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
の
行
為
を
遂
行
す
る
の
に
必
要
な
の
は
、
目
の
前
の
対
象
に
対
し
て

自
分
が
ど
う
振
る
舞
え
ば
い
い
か
が
適
切
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
把
握
が
、
私
た
ち
に
知
覚
さ
れ
る
表
象
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
階
段
ご
と
の
特
殊
性
を
認
識
す
る
こ
と
は
、
知
覚
に
と
っ
て
過
剰
で
あ
り
、
不
必
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
も
う
一
つ
の
反
省
、
特
殊
性
や
個
性
を
捉
え
る
、
差
異
に
注
目
す
る
反
省
も
、
人
間
は
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
特
殊
性

を
捉
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
過
去
に
自
分
が
経
験
し
た
事
物
と
く
ら
べ
て
、
眼
前
の
も
の
が
ど
う
違
う
か
を
把
握
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
過
去
に
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
が
、
細
部
を
も
伴
っ
て
再
現
さ
れ
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、

特
殊
性
を
捉
え
る
認
識
も
作
動
す
る
こ
と
が
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
認
識
は
、
行
動
に
と
っ
て
「
役
に
立
た
な
い
も
の
」
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
が
可
能
に
な
る
の
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
が
あ
ら
ゆ
る
細
部
と
と
も
に
保
存
さ
れ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
の
完
全
な
保
存
と
、
そ
の
想
起
が
、
人
間
だ
け
に
可
能
な
現
実
か
ら
離
れ
た
思
考
の
、
礎
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
論
文
「
夢
」
で
詳
述
さ
れ
た
、
睡
眠
時
の
夢
に
つ
い
て
は
、
外
界
か
ら
の
刺
激
を
受
け
て
生
じ
て
く

る
表
象
だ
と
い
う
意
味
で
は
、
起
き
て
い
る
と
き
の
「
知
覚
」
と
同
型
的
な
働
き
で
あ
り
、
他
方
、『
物
質
と
記
憶
』
で
論
じ
ら
れ

た
イ
マ
ー
ジ
ュ
記
憶
を
思
い
起
こ
す
想
起
は
、
人
間
ら
し
い
思
考
の
可
能
性
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
ど
ち

ら
も
過
去
の
記
憶
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
現
在
に
再
生
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
点
は
同
じ
だ
が
、
前
者
は
、
眠
っ
て
い
る
た
め
に
、
生
き

る
た
め
の
注
意
が
止
ま
っ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
後
者
は
意
識
的
に
現
実
か
ら
身
を
引
き
は
な
し
て
、
過
去
に
身
を
お
く
努
力
を
意

識
的
に
行
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
後
者
の
想
起
の
努
力
は
、
人
間
が
個
体
の
差
異
や
で
き
ご
と
の
固
有

性
を
捉
え
る
た
め
の
基
礎
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
。

　

ひ
と
つ
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
想
起
の
努
力
を
重
ね
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
完
全
な
る
想
起
に
た
ど
り
つ
く
こ

と
を
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
現
実
か
ら
身
を
引
き
は
な
す
努
力
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
ひ
と
は
現
在
を
生
き
て
い
く
こ

と
か
ら
完
全
に
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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過
ぎ
去
っ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
細
部
を
も
ら
さ
ず
、
感
じ
ら
れ
た
彩
り
に
い
た
る
ま
で
そ
の
と
お
り
に
再
生

さ
れ
る
場
合
に
は
、
夢
想
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
り
、
あ
る
い
は
夢
の
な
か
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
行
動
と
呼

ぶ
も
の
は
、
こ
の
記
憶
が
縮
約
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
こ
の
記
憶
が
次
第
に
研
ぎ
す
ま
さ
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
ナ
イ
フ
の
切
っ

先
だ
け
を
経
験
に
示
し
、
そ
の
ナ
イ
フ
が
経
験
に
入
り
こ
ん
で
ゆ
く
こ
と
を
見
届
け
る
こ
と
で
あ
る
。（M

M
 116-117

）

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
理
論
に
お
い
て
は
、
自
分
が
経
験
し
た
で
き
ご
と
の
数
限
り
な
い
細
部
を
、
私
た
ち
の
精
神
は
い
つ
ま
で
も

保
存
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
細
部
や
感
情
的
な
彩
り
ま
で
を
思
い
だ
す
こ
と
は
、
夢
想
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
そ
の
と
き
、
睡
眠
時

の
夢
や
夢
想
は
、
現
実
を
生
き
る
人
間
の
良
識
を
失
っ
た
狂
気
と
も
接
近
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
過
去
を
想
起

す
る
こ
と
の
可
能
性
が
、
人
間
ら
し
い
思
考
の
条
件
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
本
節
で
は
み
て
き
た
。
夢
を
み
る
こ
と
は
、
た

だ
生
き
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
証
左
で
も
あ
り
え
る
の
で
あ
る8

。 

　

３　

夢
の
領
域
を
確
保
す
る
こ
と

　

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
現
実
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
過
去
を
詳
細
に
思
い
起
こ
し
、
思
考
す

る
と
い
う
人
間
の
精
神
の
あ
り
方
を
、「
夢
の
生
を
生
き
る
」「
夢
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
描
こ
う
と
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
で
は
、「
夢
の
生
を
生
き
る
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
精
神
の
働
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
本
稿
の
最
後
に
、「
夢
の
生
を
生
き
る
」

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
及
し
て
い
る
例
に
着
目
し
て
考
え
て
み
た
い
（
３

－

１
）。
そ
の
上
で
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
な
ぜ
、
過
去
の
記
憶
を
想
起
す
る
こ
と
を
、「
夢
」
に
結
び
つ
け
て
語
っ
た
の
か
を
考
え
た
い
（
３

－

２
）。
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３

‐

１　

夢
の
生
を
生
き
る
こ
と

　

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、『
物
質
と
記
憶
』
に
先
立
つ
第
一
主
著
、『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
に
お
い
て
、「
薔

薇
の
香
り
の
な
か
に
思
い
出
を
か
ぐ
」
と
い
う
印
象
的
な
一
節
を
記
し
て
い
る
。
こ
の
一
節
は
、
私
た
ち
が
確
認
し
て
き
た
こ
と
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、現
実
か
ら
身
を
引
き
は
な
し
て
、過
去
に
身
を
お
く
と
い
う
、夢
み
る
こ
と
の
ひ
と
つ
の
具
体
例
と
な
っ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

私
が
一
輪
の
薔
薇
の
匂
い
を
か
ぐ
、
す
る
と
す
ぐ
さ
ま
子
供
の
頃
の
錯
雑
と
し
た
思
い
出
が
私
の
記
憶
に
よ
み
が
え
っ
て
く

る
。
本
当
の
こ
と
を
い
え
ば
、
こ
う
し
た
思
い
出
は
、
薔
薇
の
香
り
に
よ
っ
て
思
い
起
こ
さ
れ
た
も
の
で
は
全
く
な
い
の
で
あ

る
。
私
は
匂
い
そ
の
も
の
の
う
ち
で
、思
い
出
を
か
ぐ
。
匂
い
は
私
に
と
っ
て
、こ
う
し
た
こ
と
の
す
べ
て
な
の
だ
。
他
の
人
々

は
そ
の
匂
い
を
、
違
う
ふ
う
に
感
じ
る
だ
ろ
う
。
―
―
そ
れ
は
相
変
わ
ら
ず
の
匂
い
な
の
に
、
た
だ
違
う
観
念
と
結
び
つ
け

ら
れ
て
い
た
だ
け
だ
と
あ
な
た
は
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
―
―
そ
ん
な
風
に
説
明
し
て
も
ら
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
し
か
し
、

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
あ
な
た
が
ま
ず
も
っ
て
、
薔
薇
が
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
る
さ
ま
ざ
ま
な
印
象
か
ら
、
そ
の

個
人
的
な
要
素
を
取
り
除
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
は
客
観
的
な
側
面
し
か
、
つ
ま
り
薔
薇
の
匂
い
の
な
か
で
、

共
通
領
域
に
属
す
る
も
の
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
空
間
に
属
す
る
も
の
し
か
、
保
有
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。（D

I 121-122

）

　

幼
少
期
の
思
い
出
は
、
現
在
を
生
き
る
こ
と
に
さ
し
あ
た
り
関
係
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
な
に
か
を
き
っ
か
け
に
し
て
不
意
に

あ
ら
わ
れ
て
、
ひ
と
を
捉
え
る
。
お
そ
ら
く
『
試
論
』
の
薔
薇
の
香
り
の
体
験
は
、『
物
質
と
記
憶
』
の
記
憶
論
の
文
脈
か
ら
捉
え

な
お
し
て
み
れ
ば
、
現
在
の
な
か
に
不
意
に
あ
ら
わ
れ
る
「
夢
み
る
」
体
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
薔
薇
に
ま
つ
わ
る
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個
人
的
な
思
い
出
は
慕
わ
し
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
子
供
時
代
の
不
安
や
心
細
さ
を
伴
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
現
在
を
生
き
る
こ
と
に
必
要
で
あ
る
以
上
の
感
情
を
、
そ
の
思
い
出
は
伴
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　

先
に
み
た
引
用
（
本
稿
一
二
一
頁
）
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
「
役
に
立
た
な
い
も
の
に
価
値
を
与
え
る
」
と
は
、
対
象
を
個
体
的
な

も
の
と
し
て
捉
え
、
そ
こ
に
感
情
的
な
価
値
を
見
出
す
、
そ
う
し
た
純
粋
記
憶
へ
と
向
か
う
運
動
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
薔

薇
を
、
薔
薇
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
自
分
自
身
の
思
い
出
を
そ
こ
に
捉
え
る
、
と
い
う
と
き
、
ひ
と
は
類
と
し
て
の
薔
薇

で
は
な
く
、
そ
こ
に
個
体
性
を
み
つ
け
て
い
る
。「
匂
い
そ
の
も
の
の
う
ち
で
、
思
い
出
を
か
ぐ
」
と
い
う
、
詩
的
な
彩
り
を
与
え

ら
れ
て
い
る
か
に
み
え
る
そ
の
表
現
は
、
そ
う
し
た
想
起
の
あ
り
よ
う
を
か
え
っ
て
素
朴
に
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
想
起
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
、「
現
実
か
ら
身
を
引
き
は
な
す
こ
と
」
で
あ
り
、「
夢
み
る
こ
と
を
望
む

こ
と
」
な
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
想
起
の
体
験
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
体
験
す
る
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
ひ
と
は
現
実
を
「
生

き
る
」
こ
と
の
す
ぐ
そ
ば
に
、
こ
う
し
た
「
夢
の
生
を
生
き
る
」
体
験
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に

二
つ
の
側
面
を
も
っ
た
、
人
間
の
生
の
あ
り
か
た
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

３

‐

２　

純
粋
記
憶
を
夢
と
名
指
す
こ
と
：
私
た
ち
は
過
去
と
生
き
て
い
る 

　

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え
て
い
る
「
夢
」
は
、現
実
の
必
要
性
か
ら
離
れ
て
思
考
す
る
こ
と
と
い
う
、

伝
統
的
な
「
観
想
」
の
概
念
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
に
も
思
え
て
く
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、「
思
考
」

や
「
観
想
」
と
い
わ
ず
に
「
夢
」
や
「
夢
み
る
こ
と
」
と
い
う
言
葉
で
、純
粋
記
憶
に
向
か
う
精
神
の
は
た
ら
き
を
表
現
し
て
い
た
。

な
ぜ
「
夢
」
だ
っ
た
の
か
と
い
う
問
う
余
地
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

そ
の
問
い
を
考
え
る
手
が
か
り
と
し
て
、
私
た
ち
に
は
再
び
睡
眠
時
の
夢
に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の
引
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用
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
夢
の
な
か
で
過
去
が
驚
異
的
な
正
確
さ
で
も
っ
て
再
現
さ
れ
る
と
い
う
例
を
あ
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
自
分
の
過
去
が
、
自
分
に
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
の
は
、
現
在
の
行
動
の
必
要
性
に
よ
っ

て
過
去
が
抑
制
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
過
去
は
意
識
の
閾
を
飛
び
こ
え
る
力
を
、
わ
れ
わ
れ
が
有
効
な
行
動

に
つ
い
て
の
関
心
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
夢
の
生
へ
と
身
を
置
く
た
び
に
、
ふ
た
た
び
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。〔
…
〕
と
こ
ろ
で
、
あ
る
種
の
夢
や
あ
る
種
の
夢
遊
状
態
に
お
い
て
記
憶
の
「
昂
進
」
が
見
ら
れ
る
の
は
あ
り
ふ
れ
た

事
実
で
あ
る
。
消
滅
し
た
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
記
憶
が
、
驚
異
的
な
正
確
さ
で
も
っ
て
ふ
た
た
び
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
わ
れ

わ
れ
は
、
完
全
に
忘
れ
ら
れ
て
い
た
子
供
の
頃
の
光
景
を
い
っ
さ
い
の
細
部
に
い
た
る
ま
で
ふ
た
た
び
体
験
す
る
こ
と
に
な

る
し
、
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
学
ん
だ
こ
と
を
覚
え
て
さ
え
い
な
い
言
語
を
話
す
。（M

M
 171-172

）

　

自
分
の
過
去
は
、
自
分
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
自
分
が
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
現
在
の
状
況
が
、
そ
の
時
の

必
要
以
上
に
は
、
み
ず
か
ら
の
精
神
を
過
去
に
向
け
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
ひ
と
は
夢
の
な
か
で
、
経
験
し
た
こ

と
を
覚
え
て
も
い
な
い
よ
う
な
光
景
の
再
現
に
出
会
う
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と
が
意
識
し
て
為
し
て
い
る
現
在
の
生
活
と
は
別
の
、
過

去
の
生
活
が
た
し
か
に
あ
り
、
そ
の
上
で
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
、「
夢
」
は
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。
こ
こ
で

述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
夢
み
る
こ
と
」
は
、
私
た
ち
が
自
分
自
身
の
過
去
に
触
れ
る
た
め
の
、
ひ
と
つ
の
発
見
の

契
機
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ひ
と
の
「
性
格
」
が
、
そ
の
人
が
こ
れ
ま
で
生
き
て
き

た
過
去
の
経
験
が
あ
ら
わ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
て
い
た
が9

、
ひ
と
が
自
分
自
身
の
過
去
を
捉
え
、
自
分
の
人
生
を
自
分
の
も
の
と

し
て
生
き
る
た
め
の
、
発
見
の
機
能
が
「
夢
」
に
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

睡
眠
時
の
夢
は
、
ひ
と
の
意
識
に
と
っ
て
、
不
随
意
に
与
え
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
、
先
に
見
た
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一
九
〇
一
年
の
講
演
で
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
合
理
的
に
説
明
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
そ
れ
で
も
、
私
た
ち
の
個
々

の
意
識
に
と
っ
て
は
与
え
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
説
明
し
き
れ
な
い
部
分
を
ひ
と
は
日
々
感
じ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
自
分
た

ち
に
は
わ
か
ら
な
い
ど
こ
か
遠
く
か
ら
、
し
か
し
は
っ
き
り
と
与
え
ら
れ
て
く
る
夢
は
、
私
た
ち
の
意
識
し
え
な
い
意
識
を
、
意
識

の
外
の
意
識
を
、
私
た
ち
に
教
え
て
く
れ
る
も
っ
と
も
身
近
な
契
機
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
、
自
身
の
記
憶
理
論
の
な
か
の
純
粋
記
憶
の
領
野
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
、「
夢
」
と
い
う
名
を
見
出
し
て
、
そ
れ
を

用
い
て
論
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

結
び
に
代
え
て

　
『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
、「
夢
」
な
い
し
「
夢
み
る
こ
と
」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
思
考
は
、
そ
の
基
本
線
に
お

い
て
は
現
在
の
状
況
を
「
生
き
る
」
こ
と
と
対
立
す
る
精
神
の
は
た
ら
き
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
人
間
は
目
下
の
現

実
を
生
き
る
こ
と
を
離
れ
て
、
夢
を
み
る
こ
と
、
過
去
を
思
い
だ
す
こ
と
、
思
考
す
る
こ
と
を
日
々
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
を
可
能

に
し
て
い
る
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
憶
理
論
に
お
け
る
純
粋
記
憶
の
領
域
で
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
す
る
語
と
し
て
「
夢
」
が
選
ば

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
私
た
ち
は
考
え
る
に
至
っ
た
。

　

課
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
世
紀
末
か
ら
二
〇
世
紀
と
い
う
時
代
の
状
況
の
な
か
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
純
粋
記
憶
の
領

域
に
「
夢
」
と
い
う
語
を
与
え
た
こ
と
の
思
想
史
的
な
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
物
質
と
記
憶
』
の
な
か
で
は
、「
夢
」

と
い
う
語
の
ほ
か
に
、
意
識
の
潜
在
的
な
部
分
に
つ
い
て
「
無
意
識
（inconscient

）」
と
い
う
語
も
ま
た
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
無
意
識
に
は
、
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
外
界
の
対
象
も
含
ま
れ
て
お
り
（M

M
 157f.

）、
単
純
に
精
神
の
う
ち
の
意
識
さ

れ
て
い
な
い
部
分
と
し
て
の
「
無
意
識
」
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
無
意
識
に
つ
い
て
は
、
知
覚
理
論
と
の
関
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連
の
な
か
で
改
め
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
人
間
の
自
我
と
外
界
と
の
関
わ
り

を
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
と
い
う
、大
き
な
問
題
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
意
識
の
外
の
意
識
に
つ
い
て
何
を
考
え
、

そ
の
は
た
ら
き
を
今
回
確
認
し
た
よ
う
に
「
夢
」
と
名
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
人
間
の
意
識
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た

の
か
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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。
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収

杉
山
直
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他
者
／
他
者
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意
識
―
―
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
心
理
学
と
無
意
識（
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八
八
〇
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八
九
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―
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思

想
」（N

o. 1068

）、
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〇
一
三
年
四
月
号
、
岩
波
書
店

高
橋
澪
子 
（2016

）『
心
の
科
学
史　

西
洋
心
理
学
の
背
景
と
実
験
心
理
学
の
誕
生
』、
講
談
社

註

1　

 

高
橋
（2016

）
は
、
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
実
験
心
理
学
の
誕
生
に
つ
い
て
、
ヴ
ン
ト
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
と
い
っ
た
中

心
的
人
物
た
ち
の
学
的
遍
歴
か
ら
思
想
的
な
背
景
、
学
界
の
形
成
に
い
た
る
ま
で
を
詳
細
に
描
き
出
し
て
い
る
。

2　

 

杉
山
（2013

）
は
、
一
八
八
〇
年
か
ら
一
八
八
七
年
に
照
準
を
絞
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
無
意
識
の
概
念
を
め
ぐ
る
思
考

が
ど
の
よ
う
に
思
考
さ
れ
て
き
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
「
心
霊
科
学
」
の
思
想
的
背

景
に
つ
い
て
は
、
稲
垣
（2007

）
第
一
章
が
詳
述
し
て
い
る
。

3　

ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
の
引
用
箇
所
は
、
引
用
文
献
一
覧
に
示
し
た
略
号
に
、PU

F

のQ
uadrige

版
の
頁
数
を
付
し
て
表
記
す
る
。

4　

 

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
夢
」
の
議
論
を
め
ぐ
っ
て
は
、
根
田
（2015
）
が
、『
物
質
と
記
憶
』
に
先
立
つ
著
作
で
あ
る
『
意
識
に
直

接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』（
以
下
『
試
論
』
と
略
記
）
に
お
け
る
夢
の
喩
え
を
中
心
に
分
析
し
、
そ
れ
ら
が
同

書
に
お
け
る
意
識
や
持
続
の
観
念
を
理
解
す
る
た
め
に
役
立
つ
比
論
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
根
田
の
指
摘
す
る

よ
う
に
、「
夢
」
は
『
試
論
』
の
段
階
か
ら
、
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
考
に
お
い
て
重
要
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
り
、
相
互
浸
透

す
る
意
識
の
あ
り
か
た
を
理
解
す
る
た
め
の
有
効
な
比
論
と
し
て
の
役
割
を
見
出
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、
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『
試
論
』
の
段
階
で
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
て
い
た
「
夢
」
の
性
質
が
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
自
身
の

記
憶
理
論
が
精
緻
化
さ
れ
て
い
く
な
か
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
を
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
る
。

5　

 
覚
醒
時
と
睡
眠
時
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
本
稿
第
二
節
で
詳
し
く
と
り
あ
げ
る
論
文
「
夢
」
に
お
い
て
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

覚
醒
と
睡
眠
の
違
い
が
、
神
経
系
の
緊
張
と
弛
緩
で
あ
る
と
い
う
主
張
の
基
本
線
は
、『
物
質
と
記
憶
』
の
六
年
後
に
な
さ
れ

た
こ
の
講
演
で
も
変
わ
ら
な
い
が
、
心
的
な
機
能
（
知
覚
、
記
憶
、
推
論
）
は
覚
醒
時
も
夢
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
に
働
い
て

い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
夢
と
覚
醒
と
を
隔
て
る
の
は
、
そ
の
記
憶
の
現
在
の
状
況
に
対
す
る
「
適
合
の
正
確
さ
（la 

préision de l’ajustem
ent

）」
へ
の
努
力
の
有
無
だ
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。（cf. ES 104

）

6　

 

た
だ
し
、「
夢
み
る
」
度
合
い
が
高
く
な
り
、
現
実
を
「
生
き
る
」
こ
と
か
ら
か
ら
あ
ま
り
に
乖
離
し
て
い
っ
た
場
合
、
そ
れ

は
精
神
の
錯
乱
や
、
狂
気
と
近
接
す
る
も
の
と
も
な
る
。
以
下
の
箇
所
の
記
述
を
参
照
。「
そ
こ
で
緊
張
が
弛
緩
し
、
そ
の
平

衡
が
断
ち
切
ら
れ
る
と
し
て
み
よ
う
。
そ
の
と
き
、
一
切
は
注
意
が
生
か
ら
剥
が
れ
落
ち
た
か
の
よ
う
に
生
起
す
る
こ
と
だ
ろ

う
。
夢
と
狂
気
（l’aliénation

）
は
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
み
え
る
。」（M

M
 194

）
／
「
と
こ
ろ
で
、
夢
は

あ
ら
ゆ
る
点
で
狂
気
を
模
倣
し
て
い
る
。
錯
乱
（la folie

）
の
心
理
学
的
な
症
候
の
一
切
が
夢
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
―
―
こ

の
二
つ
の
状
態
を
比
較
す
る
こ
と
は
つ
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
だ
け
れ
ど
―
―
だ
け
で
は
な
く
、
狂
気
も
ま
た
ひ
と

し
く
、
脳
の
衰
弱
に
起
源
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
脳
の
衰
弱
は
、
通
常
の
疲
労
と
同
じ
よ
う
に
、
何
ら
か
の
特
殊
な

毒
素
が
神
経
系
の
要
素
に
蓄
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
。」（M

M
 194

）。

7　

 「
心
理
学
総
合
研
究
所
」
に
つ
い
て
は
、『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』
にM

adelrieux

とW
aterlot

に
よ
っ
て
付
さ
れ
た
注
を
参

照
（ES 278-280

）。

8　

 

ケ
リ
ー
（2017

）
は
、
夢
を
み
よ
う
と
努
力
す
る
ひ
と
は
、「
道
具
的
で
目
的
論
的
に
制
限
さ
れ
た
、
行
為
と
単
な
る
自
己
利
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益
の
世
界
を
超
克
し
て
い
る
」
と
し
、
夢
を
み
よ
う
と
意
志
す
る
こ
と
が
、
人
間
の
道
徳
的
進
化
を
可
能
に
し
て
き
た
と
論
じ

て
い
る
（
ケ
リ
ー 2017, pp.348-349

）。
夢
が
人
間
ら
し
い
思
考
の
契
機
に
な
る
と
主
張
す
る
本
稿
に
と
っ
て
も
、
ケ
リ
ー

の
指
摘
は
非
常
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

9　

 『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
性
格
と
過
去
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
を
参
照
。「
私
た
ち
の
過
去
の
心

理
学
的
な
生
は
、
全
体
と
し
て
、
私
た
ち
の
現
在
の
状
態
を
、
必
然
的
な
仕
方
で
の
決
定
な
し
に
、
条
件
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、

全
体
と
し
て
、
過
去
の
心
理
学
的
な
生
は
、
私
た
ち
の
性
格
に
、
表
れ
出
て
い
る
。
そ
れ
は
過
去
の
諸
状
態
が
、
性
格
に
お
い

て
明
確
に
顕
現
し
な
い
に
し
て
も
、
そ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
条
件
は
、
結
び
付
け
ら
れ
て
、
無
意
識
的
で
あ
る
と
は

い
え
あ
る
実
在
的
存
在
を
、
過
去
の
心
理
状
態
の
そ
れ
ぞ
れ
に
確
保
し
て
く
れ
る
。」（M

M
165

）

133


