
０

は
じ
め
に

大
野
一
雄
は
「
舞
踏
」
に
つ
い
て
語
る
際
に
、
魚
や
馬
な
ど
、
生
き
物

の
比
喩
を
好
ん
で
用
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
生
き
物
た
ち
の
比
喩
に
注
目

し
、
そ
の
比
喩
的
イ
メ
ー
ジ
の
な
か
に
「
舞
踏
」
と
キ
リ
ス
ト
教
の
類
似

性
を
解
読
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
筆
者
は
、
こ
れ
ら

の
生
き
物
の
比
喩
の
起
源
を
、
キ
リ
ス
ト
教
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
や
聖
書
等

に
探
り
出
そ
う
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
大
野
一
雄
が
、
一
九
三

〇
年
、
自
身
が
二
十
四
歳
の
時
に
洗
礼
を
受
け
、
作
品
に
お
い
て
も
、
ま

た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
や
テ
キ
ス
ト
な
ど
に
お
い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
の
様
々

な
モ
テ
ィ
ー
フ
に
つ
い
て
言
及
し
て
き
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
筆
者
が
先
に
述
べ
た
生
物
の
比
喩
に
見
出
す
の
は
、
キ
リ
ス
ト

教
か
ら
大
野
へ
の
表
層
的
な
影
響
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
比
喩
に
賭
け
ら

れ
た
、「
舞
踏
」
と
キ
リ
ス
ト
教
が
共
有
す
る
あ
る
人
間
理
解
に
つ
い
て

で
あ
る
。

「
舞
踏
」
と
キ
リ
ス
ト
教
は
、
あ
る
人
間
理
解
を
共
有
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
仮
説
か
ら
出
発
し
た
際
に
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
共
通
点
と
し

て
想
定
さ
れ
る
の
が
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ゴ
ス
・
理
性
を
中
心
と
し
た
近
代
的

人
間
観
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
大
野
一
雄
や
土
方
巽
が
、「
舞
踏
」
を

フ
ォ
ル
ム

創
始
し
た
際
に
、
形
式
を
基
盤
と
す
る
西
洋
式
の
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
に
自
ら

の
実
践
を
対
置
さ
せ
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
、
大
野
が
ノ
イ
エ
タ

ン
ツ
を
通
じ
て
直
接
影
響
を
受
け
た
ド
イ
ツ
表
現
主
義
は
、
ロ
マ
ン
主
義

の
復
興
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
均
整
の
取
れ
た
美
や
合
理
性
を
そ
の
原
理

と
す
る
古
典
主
義
に
対
す
る
反
動
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ロ

マ
ン
主
義
の
内
実
は
極
め
て
広
範
で
あ
る
が
、
大
野
が
強
く
影
響
を
受
け

キ
リ
ス
ト
教
か
ら
読
む
大
野
一
雄

│
│「
魚
釣
り
」
と
し
て
の
人
間

柳

澤

田

実
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た
部
分
に
限
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
個
々
人
の
「
内
面
」
を
通
じ
て
、

直
接
的
な
生
の
経
験
・
生
命
・
自
然
に
立
ち
戻
る
こ
と
を
目
指
す
思
想
潮

流
だ
と
総
括
で
き
る
だ
ろ
う
i
。
こ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
は
、
近
代
以
降

の
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
も
無
縁
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
詳
細
を
論
じ
尽

す
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
個
人
的
な
直
接
的
経
験
へ
の
志
向
は
、
近
代
以

降
の
キ
リ
ス
ト
教
に
も
明
ら
か
に
見
ら
れ
、
方
や
そ
れ
は
「
聖
書
の
み
」

に
信
仰
を
基
礎
付
け
る
新
教
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
な
り
、
他
方
で
カ
ト

リ
ッ
ク
の
伝
統
に
見
出
さ
れ
る
「
神
秘
主
義
」
と
な
っ
た
、
と
ひ
と
ま
ず

は
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。
大
野
舞
踏
の
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
で
も
あ
る

エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル

「
生
命
」
を
自
ら
の
哲
学
の
中
心
に
据
え
、「
生
命
の
飛
躍
」
を
キ
リ
ス
ト

教
神
秘
家
の
実
践
に
見
出
し
た
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
も
ま
た
、

こ
う
し
た
ロ
マ
ン
主
義
的
カ
ト
リ
シ
ズ
ム
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
し
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
な
ど
の
作
品
に
表
わ
さ
れ
た
屈
曲
し
、
ね
じ
れ
た
身

体
に
は
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
舞
踏
と
の
類
縁
性
が
見
出
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
舞
踏
」
と
キ
リ
ス
ト
教
を
結
び
つ
け
る
一
つ
の
結
節
点

で
あ
る
ロ
マ
ン
主
義
に
対
し
て
は
、し
か
し
、近
代
的
人
間
観
を
根
本
的
に

覆
す
主
張
に
は
な
り
得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が
あ
る
ii
。

確
か
に
ロ
マ
ン
主
義
は
、
近
代
の
理
性
中
心
主
義
に
対
す
る
反
動
で
あ
る

以
上
、
そ
の
前
提
を
根
底
か
ら
崩
す
と
言
う
よ
り
は
む
し
ろ
強
化
す
る
も

の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
事
実
を
前
提
に
、
筆
者
は
、
大
野
の
「
舞

踏
」
が
も
つ
近
代
的
人
間
観
に
対
す
る
よ
り
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
批
判
性
を
、

先
述
の
生
き
物
た
ち
の
比
喩
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

よ
り
具
体
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
比
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い

る
「
舞
踏
」
を
、「
自
ら
を
取
り
巻
く
も
の＝

環
境
」
と
取
り
結
ぶ
相
関
的

な
関
係
と
し
て
析
出
し
た
い
。
こ
の
「
自
ら
を
取
り
巻
く
も
の
」
と
の
関

わ
り
方
に
お
い
て
こ
そ
、
大
野
の
「
舞
踏
」
は
キ
リ
ス
ト
教
と
、
よ
り
端

的
に
は
イ
エ
ス
自
身
と
重
要
な
態
度
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大

野
を
通
じ
て
イ
エ
ス
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
イ
エ
ス
を
様
々
な
ド
グ
マ
か

ら
離
れ
て
問
い
な
お
す
こ
と
で
も
あ
る
。
大
野
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
視

点
か
ら
福
音
書
を
再
読
す
る
こ
と
に
よ
り
、
イ
エ
ス
も
ま
た
「
自
ら
を
取

り
巻
く
も
の
」
と
驚
く
べ
き
仕
方
で
関
わ
っ
た
一
人
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
と

し
て
そ
の
姿
を
現
す
こ
と
に
な
る
。

１

泳
ぎ
出
す
鰈

大
野
が
用
い
た
生
き
物
の
比
喩
の
な
か
で
、
最
初
に
取
上
げ
た
い
の
は

「
鰈
」
の
比
喩
で
あ
る
iii
。
大
野
は
、
こ
の
比
喩
を
「
私
の
か
ら
だ
の
な
か

を
鰈
が
泳
い
で
い
る
」
と
い
う
母
の
遺
言
か
ら
得
た
と
い
う
。
こ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
は
「
わ
た
し
の
お
母
さ
ん
」
の
制
作
メ
モ
iv

に
も
記
述
さ
れ
て
い

る
が
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
ほ
う
に
こ
そ
、
よ
り
興
味
深
い
表
現
が
随
所
に

見
出
さ
れ
る
。
ま
ず
、
大
野
は
、
鰈
が
砂
に
埋
も
れ
、
そ
れ
が
余
り
に
も

長
い
間
埋
も
れ
て
、
ぺ
っ
た
り
と
平
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
を
想
定

す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
す
っ
か
り
平
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
状
態
の
鰈

の
目
は
突
き
出
し
、
次
の
瞬
間
、
鰈
自
身
が
泳
ぎ
始
め
る
。「
ば
っ
と
」

起
き
上
が
る
瞬
間
、
鰈
の
体
は
「
縮
ま
り
」、「
地
面
が
持
ち
上
が
り
」、

キリスト教から読む大野一雄
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砂
や
砂
礫
が
「
ふ
わ
ー
っ
と
」
舞
い
上
が
っ
た
だ
ろ
う
。
大
野
は
こ
の
砂

塵
の
な
か
を
ひ
ら
ひ
ら
と
泳
ぎ
始
め
る
鰈
を
、
死
に
逝
く
母
の
状
態
と
重

ね
合
わ
せ
る
と
同
時
に
、「
踊
り
」
の
比
喩
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
大

野
の
言
葉
に
則
す
な
ら
ば
、
海
底
の
砂
塵
に
埋
も
れ
る
鰈
の
よ
う
に
「
何

万
年
耐
え
に
耐
え
て
」、「
魂
の
出
入
り
口
で
あ
る
目
」
が
突
き
出
し
、

「
全
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
結
集
さ
れ
」「
ば
っ
と
」
泳
ぎ
だ
す
、
こ
れ
が

「
踊
り
」
で
あ
る
と
言
う
の
だ
。

こ
こ
で
語
ら
れ
る
鰈
の
長
い
年
月
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
結
集
は
、『
ラ
・
ア

ル
ヘ
ン
テ
ィ
ー
ナ
頌
』（
一
九
七
七
年
）
で
の
再
出
発
ま
で
耐
え
に
耐
え

た
大
野
自
身
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
鰈
の
比
喩
は
具

体
的
な
作
品
（「
鰈
の
ダ
ン
ス
」）
に
も
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た

鰈
の
泳
ぎ
出
し
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
結
集
」
は
、
全
て

の
「
踊
り
」
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
は
ず
で
あ
る
。
更
に
こ

の
鰈
の
比
喩
に
つ
い
て
、
分
析
を
続
け
て
み
た
い
。「
耐
え
に
耐
え
た
」

鰈
は
泳
ぎ
出
す
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
泳
ご
う
」
と
い
う
鰈
の
能
動

的
な
「
意
志
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
鰈
と
い
う
生
物
に
は

「
意
志
」
と
い
う
能
力
が
な
い
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
鰈
が
、
人
間

に
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
意
識
的
な
「
意
志
」
を
持
つ
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
が
、
意
志
に
類
似
し
た
志
向
性
を
持
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

重
要
な
の
は
、
こ
の
泳
ぎ
始
め
の
端
緒
に
、「
意
志
」
と
い
っ
た
概
念
に

付
与
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
何
ら
か
の
能
動
性
を
想
定
す
る
べ
き
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鰈
の
動
き
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
の
は
、
こ

の
泳
ぎ
出
し
に
先
立
つ
、
平
ら
に
な
る
ほ
ど
じ
っ
と
し
て
い
た
鰈
の
姿
勢

で
あ
ろ
う
。
地
面
に
ぺ
っ
た
り
と
平
ら
に
は
り
つ
い
た
鰈
は
、
泳
ぎ
出
し

た
い
と
い
う
意
志
を
、
そ
う
す
る
の
を
我
慢
す
る
と
い
う
も
う
一
つ
の
意

志
で
押
さ
え
つ
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
は
ず
だ
。
鰈
は
、
お
そ
ら
く
は

た
だ
地
面
に
合
わ
せ
て
身
を
横
た
え
、
じ
っ
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
砂

に
じ
っ
と
埋
も
れ
て
い
た
鰈
は
、
そ
の
同
じ
姿
勢
に
ま
さ
に
耐
え
ら
れ
な

く
な
っ
た
時
、
身
を
縮
め
て
泳
ぎ
出
す
。
す
な
わ
ち
、
先
立
つ
身
体
の
動

き
こ
そ
が
、
次
の
動
き
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、

鰈
を
取
り
巻
く
環
境
、
砂
や
水
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
鰈
が
平
ら
に
な
っ
て
い
た
の
は
、
平
ら
か
な
地
面
が
あ
り
、
そ
こ

に
自
ら
を
埋
も
れ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
砂
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
し
、

そ
の
姿
勢
に
耐
え
切
れ
ず
身
を
縮
め
た
際
に
は
、
そ
の
縮
め
た
身
を
浮
か

せ
、
泳
が
せ
て
く
れ
る
水
が
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
鰈
は
、
そ
の
水
を
知

覚
し
つ
つ
自
ら
を
取
り
巻
く
水
の
流
れ
に
応
じ
て
身
を
動
か
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
能
動
的
な
意
志
の
み
に
よ
っ
て
は
構
成
さ
れ
え

な
い
、
そ
れ
に
先
行
す
る
身
体
の
動
き
と
周
囲
の
環
境
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
「
流
れ
」
と
し
て
の
動
き
こ
そ
が
、
大
野
が
理
想
と
す
る
「
踊
り
」
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
大
野
は
、
一
九
九
二
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に

お
い
て
、
自
ら
が
踊
り
始
め
た
頃
を
回
顧
し
「
流
れ
の
な
か
で
」
踊
り
始

め
た
と
述
べ
、
ま
た
、
踊
り
は
「
構
成
す
る
」
の
で
は
な
く
、「
生
ま
れ

る
」
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
繰
り
返
し
強
調
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
意
識
的
な
意
志
や
意
図
に
よ
っ
て
は
構
成
さ
れ
え
な
い
舞
踏

の
本
質
は
、
大
野
も
土
方
も
強
調
す
る
「
生
活
」
や
「
衣
食
住
」
と
深
く
結

び
つ
い
て
い
る
。『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
』
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
衣
食
住
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と
資
源
論
」
と
い
う
文
章
で
は
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

「
天
地
創
造
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
人
間
は
環
境
に
順
応
し
、
環

境
を
乗
り
越
え
、
こ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
自
分
自
身
も
変
貌
し
な

が
ら
環
境
を
も
変
革
し
、
そ
の
恩
恵
の
中
で
生
き
て
き
た
。
宇
宙
記

憶
、
生
命
記
憶
と
し
て
内
外
両
面
か
ら
詳
細
な
日
記
を
生
命
に
刻
み

込
み
、
刻
み
込
ん
で
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
魂
の
羽
織
っ
て
い
る
肉

体
は
宇
宙
を
羽
織
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。」（『
御
殿
、
空
を
飛

ぶ
』
二
三
頁
）

「
こ
れ
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
自
分
自
身
を
も
変
貌
し
な
が
ら
環
境
を
も
変

革
し
」
と
い
う
一
見
単
純
に
見
え
る
こ
の
フ
レ
ー
ズ
に
は
、
極
め
て
重
要

な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
生
物
で
あ
る
限
り
、
環
境
を
一
方

的
に
改
変
す
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
に
合�

わ�

せ�

て�

自
ら
を
変
容
さ
せ
る
こ

と
も
同
時
に
行
っ
て
き
た
と
い
う
こ
の
事
実
を
、
私
た
ち
は
忘
れ
が
ち
で

あ
る
。
鰈
を
平
ら
に
す
る
の
は
、
平
ら
な
地
面
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

鰈
は
身
を
合�

わ�

せ�

て
い
た
は
ず
だ
。
さ
ら
に
身
を
縮
め
た
際
に
は
、
鰈
は
、

取
り
巻
く
水
に
自
ら
を
合�

わ�

せ�

て�

泳
い
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
合�

わ�

せ�

る�

」
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
に
環
境
と
接
触
す
る
な
か
で
実
現
さ
れ
る

た
め
に
、「
肉
体
は
宇
宙
を
羽
織
っ
て
い
る
」
と
い
う
衣
服
の
比
喩
が
相

応
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
衣
が
体
に
合�

わ�

せ�

て�

か
た
ち
を
変
え
る
と

い
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
同
時
に
、
体
も
衣
に
合�

わ�

せ�

変
容
す
る
と
い
う
イ

ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
。
こ
の
イ
ン
タ
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
魂
と
肉
体
の
間
に
も
見

出
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
次
節
に
譲
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
大
野

生

態

心

理

学

的

の
こ
う
し
た
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
視
点
に
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
。
要

す
る
に
大
野
の
考
え
る
「
踊
り
」
は
、
自
分
を
取
り
巻
く
も
の
に
関
わ
り
、

「
合�

わ�

せ�

る�

」
と
い
っ
た
相
互
的
な
反
応
の
な
か
で
「
生
ま
れ
て
く
る
」
も

の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
動
き
の
ヒ
ン
ト
は
、
ご
飯
を
作
っ
て
食
べ
た
り
、

掃
除
を
し
た
り
、
雑
草
を
む
し
っ
た
り
と
い
っ
た
生
活
の
所
作
の
中
に
こ

そ
潜
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２

環
境
に
対
す
る
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
舞
踏
」

意
識
的
な
意
志
や
意
図
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
環
境
と

の
相
互
作
用
の
中
で
、
身
体
が
環
境
に
反
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
動
き
が

生
ま
れ
る
と
い
う
「
舞
踏
」
の
特
徴
を
掘
り
下
げ
る
た
め
の
一
つ
の
有
効

な
手
段
が
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ギ
ブ
ソ
ン
に
よ
っ
て
創
始
さ
れ
た
ア
フ
ォ
ー

ダ
ン
ス
の
理
論
で
あ
る
。
ギ
ブ
ソ
ン
は
、
環
境
に
は
生
存
に
役
立
つ
情
報
、

す
な
わ
ち
「
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」「
立
つ
こ
と
が
で
き
る
」「
座
る
こ

と
が
で
き
る
」
と
い
っ
た
行
為
の
可
能
性
・
生
態
的
意
味
が
潜
在
し
て
お

り
、
人
間
を
含
め
た
生
物
は
、
そ
の
潜
勢
す
る
可
能
性
を
行
為
に
よ
っ
て

発
見
す
る
と
考
え
た
。
こ
の
ギ
ブ
ソ
ン
の
理
論
を
舞
踏
分
析
に
適
用
し
た

事
例
と
し
て
小
池
琢
也
氏
の
岩
名
雅
記
分
析
が
あ
る
v
。「
物
と
人
の
境

キ
ネ
マ
テ
ィ
ク
ス

界
」
と
い
う
題
名
の
こ
の
論
文
は
、
無
生
物
と
生
物
と
の
運

動
の
相
違

を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
無
生
物
の
運
動
が
析
出
さ
れ
る
「
舞
踏
」
の
特
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異
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
身
体
を
「
物＝

無
生
物
」
と
し
て
環
境
に

投
げ
出
す
こ
と
に
よ
り
、
生
物
が
環
境
に
初
め
て
出
会
っ
て
リ
ア
ク
ト
す

る
際
の
動
き
が
生
じ
る
。
こ
の
動
き
こ
そ
が
「
舞
踏
」
だ
と
い
う
小
池
氏

の
主
張
は
、
土
方
と
大
野
が
創
始
し
た
「
舞
踏
」
の
本
質
を
見
事
に
言
い

当
て
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
論
稿
に
は
、
小
池
氏
、
岩
名
氏
と
佐
々
木

正
人
氏
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
付
随
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
中
で
岩

名
氏
は
大
野
に
つ
い
て
極
め
て
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。

「
そ
れ
か
ら
次
は
、
み
ん
な
、
な
ん
だ
あ
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
け

ど
、
と
て
も
大
事
な
こ
と
は
、『
忘
れ
る
』
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

忘
れ
な
い
と
、
意
志
は
憶
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
現
を
試
み
よ

う
と
す
る
わ
け
で
す
。
身
体
は
、
だ
か
ら
そ
の
と
き
の
生
々
し
い
動

き
が
出
な
く
な
る
。
だ
か
ら
忘
れ
る
こ
と
で
す
。
ち
ょ
っ
と
脱
線
し

ま
す
け
ど
、
大
野
一
雄
さ
ん
と
い
う
九
六
歳
に
な
る
大
先
輩
の
舞
踏

家
の
方
が
い
る
ん
で
す
け
ど
、
こ
の
人
を
評
し
て
僕
の
大
変
親
し
い

友
人
の
合
田
成
男
さ
ん
と
い
う
こ
れ
ま
た
大
長
老
の
舞
踏
評
論
家
の

方
が
『
あ
の
人
な
ぜ
い
い
か
っ
て
い
う
と
、
呆
け
て
い
る
か
ら
だ

よ
』
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
そ
れ
は
本
当
に
ね
、
そ
う
だ
と
思
い
ま

す
ね
。
非
常
に
優
れ
て
い
る
舞
踏
は
、
そ
の
呆
け
た
よ
う
に
忘
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
実
演
者
と
し
て
ど
こ
か
に
保
存
で
き

て
い
て
、
し
か
も
欲
望
が
き
ち
ん
と
立
ち
上
が
っ
て
く
る
。
欲
望
も

少
な
く
な
っ
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
だ
か
ら
大
野
さ
ん
は

忘
れ
っ
ぽ
い
か
ら
い
い
よ
っ
て
合
田
さ
ん
は
言
う
ん
で
す
。」

（『
ア
ー
ト
／
表
現
す
る
身
体
』
二
〇
六
頁
）

こ
の
言
及
に
お
い
て
興
味
深
い
の
は
、
大
野
の
舞
踏
に
お
い
て
は
、
蓄

積
さ
れ
た
表
象
を
再
現
し
よ
う
と
す
る
意
志
が
忘
却
に
よ
っ
て
放
棄
さ
れ

て
も
な
お
、「
欲
望
が
き
ち
ん
と
立
ち
上
が
っ
て
く
る
」
と
指
摘
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
岩
名
氏
が
指
摘
す
る
「
欲
望
」
は
、
あ
る
意
味

で
「
舞
踏
」
を
環
境
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の�

み�

に
還
元
す
る
こ
と
を
限
界

づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
欲

望
」
は
、「
舞
踏
」
を
身
体
の�

み�

に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
限
界
付
け
、

大
野
の
言
葉
で
言
え
ば
「
舞
踏
」
を
「
魂
」
と
い
う
位
相
な
し
に
は
語
れ
な

い
所
以
に
触
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
鰈
は
砂
地
に
よ
っ
て
平
ら
に

な
っ
た
が
、
あ
る
瞬
間
に
泳
ぎ
始
め
る
と
い
う
別
の
動
き
へ
と
移
行
す
る

た
め
に
は
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
充
溢
」
と
言
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の

「
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
が
、「
生
命
」、「
魂
」
の
動
き
、「
欲
望
」
と
言
い
換
え
ら

れ
る
。

大
野
が
、
自
ら
が
踊
る
に
際
し
て
、
こ
の
「
魂
」
と
し
か
呼
称
し
よ
う

の
な
い
「
欲
望
」
を
大
切
に
し
て
い
た
の
は
間
違
い
が
な
い
。『
御
殿
、
空

を
飛
ぶ
』
二
三
頁
の
「
魂
の
羽
織
っ
て
い
る
肉
体
は
宇
宙
を
羽
織
っ
て
い

る
こ
と
に
な
る
」
に
続
く
の
は
、「
肉
体
は
魂
と
離
れ
が
た
く
一
つ
の
も

の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
」
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
大
野
が
反
復
す
る
命
題

で
あ
る
。
と
同
時
に
、
大
野
は
、
離
れ
が
た
く
一
つ
で
あ
る
は
ず
の
肉
体

と
魂
の
間
に
も
、
い
ず
れ
か
が
先
行
す
る
が
ゆ
え
に
ズ�

レ�

が
生
じ
る
と
い

う
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
踊
り
に
お
い
て
「
魂
」
は
「
身
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体
」
に
先
行
す
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

「
…
…
こ
こ
数
年
間
、
私
が
一
番
心
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
と
い

う
の
は
、
余
り
動
い
た
っ
て
し
ょ
う
が
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
な
ん

で
す
。
動
か
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
ん
だ
け
れ
ど
も
、
内
的
な
動
き

だ
っ
て
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
そ
れ
を
詰
め
て
、
詰
め
て
、
忍
耐
し
て
、

そ
う
い
う
よ
う
な
時
に
は
思
い
が
先
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
感
情
と
い

う
言
葉
で
は
、
ち
ょ
っ
と
言
葉
が
足
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
。

フ
ィ
ー
リ
ン
グ
か
な
。
私
は
魂
と
肉
体
は
一
つ
の
も
の
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
が
、
魂
を
命
の
根
源
と
し
て
大
切
に
し
ま
す
。
肉
体
は
魂
に

つ
い
て
き
ま
す
。
意
識
が
先
走
る
と
危
険
で
す
。
本
能
の
場
合
は
強

力
で
す
。
生
活
を
先
生
と
し
て
い
ろ
い
ろ
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

日
常
生
活
で
は
心
と
身
体
の
動
き
は
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
い

や
、
一
つ
だ
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
自
分
が
生
き
て
ゆ
く
た

め
に
は
、
隣
り
の
者
と
の
関
係
が
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
く
る
。
自

分
も
必
死
に
な
っ
て
生
き
て
き
た
し
、
隣
の
者
も
、
必
死
に
な
っ
て

生
き
て
き
た
。
肉
体
と
魂
は
分
か
ち
が
た
く
一
つ
で
あ
る
と
い
う
、

そ
う
い
う
中
で
何
億
年
も
生
き
て
き
た
。
環
境
の
中
で
鍛
え
ら
れ
な

が
ら
で
し
ょ
う
。
…
…
日
常
生
活
の
中
で
、
魂
と
肉
体
は
一
つ
で
あ

る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
踊
り
を
や
ろ
う
と
し
た
時
に
、
何
と
な
く

分
か
れ
て
し
ま
う
。
一
つ
に
な
っ
て
や
っ
て
い
る
つ
も
り
で
肉
体
だ

け
が
動
い
て
い
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
肉
体
は
、
肉
体
と
な
り
、
こ

う
い
う
テ
ー
マ
が
あ
る
か
ら
こ
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
、
と
い
う

よ
う
な
考
え
の
中
で
は
、
と
て
も
心
と
肉
体
が
一
つ
に
な
っ
て
く
れ

な
い
。
ち
ょ
っ
と
距
離
が
あ
り
す
ぎ
る
ん
で
す
よ
。
そ
う
い
う
距
離

を
取
っ
払
う
た
め
に
も
、
稽
古
と
い
う
の
は
必
要
な
ん
で
す
。」

（『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
』
七
〇
―
七
一
頁
）

大
野
の
思
想
が
凝
縮
し
た
上
記
の
テ
キ
ス
ト
に
は
、
重
要
な
心
身
理
解
が

見
出
さ
れ
る
。
第
一
に
、「
魂＝

心
」
は
「
意
識
」
と
同
一
視
で
き
な
い

「
生
命
の
根
源
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
第
二
に
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

「
魂
」
は
「
身
体
」
を
先
導
す
る
べ
き
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
日
常

の
「
生
活
」
に
お
い
て
は
「
魂
」
と
「
身
体
」
の
両
者
は
一
つ
で
あ
る
。
第

四
に
、「
意
識
」
に
よ
っ
て
「
魂
」
と
「
身
体
」
に
「
距
離
」
が
生
じ
る
が
、

先
の
鰈
の
比
喩
に
登
場
し
た
「
忍
耐
」
と
も
似
た
、
生
活
に
お
け
る
鍛
錬

が
両
者
を
結
び
付
け
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
第
五
点
目
と
し
て
、
大
野
は
、

こ
の
心
身
の
一
致
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
「
稽
古
」
が
必
要
だ
と
述
べ
て

い
る
。
一
九
九
二
年
の
テ
レ
ビ
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
も
、
上
述
の

「
魂
」
の
先
導
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
美
し
い
事
例
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。

「
あ
あ
っ
と
心
（＝

魂
）
が
動
く
か
ら
、
そ
れ
に
導
か
れ
て
足
が
出
る
」。

ま
た
、
浄
瑠
璃
に
お
い
て
は
、
人
形
が
ぱ
っ
と
止
ま
っ
た
時
に
、
体
が
生

き
て
い
る
人
間
以
上
に
体
が
し
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
は
そ
の
し
な

り
に
「
魂
」
の
動
き
を
見
出
し
、
感
動
す
る
の
だ
と
大
野
は
言
う
。

キリスト教から読む大野一雄

45



３

魚
釣
り

以
上
の
大
野
の
思
想
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
幾
つ
か
の
注
意
が
必
要

で
あ
る
。
ま
ず
大
野
が
述
べ
る
「
心
」
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
心
身
二
元

論
に
お
け
る
「
心
」（m

ens,m
ind

）
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
vi
。
す
な

わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
以
降
現
代
に
至
る
ま
で
日
常
的
に
も
共
有
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
、「
身
体
」
を
介
し
て
外
界
を
認
識
し
、「
身
体
」
に
命
令
を
発
信

す
る
、
い
わ
ば
情
報
が
出
入
り
す
る
人
間
存
在
の
中
枢
と
し
て
の
「
心
」

で
は
な
い
。
と
同
時
に
、
大
野
は
、「
生
命
の
根
源
」
と
い
う
極
め
て
ロ

マ
ン
主
義
的
な
抽
象
的
な
「
心
」
理
解
に
終
始
す
る
の
で
も
な
く
、
心
身

の
両
者
を
単
純
に
生
命
へ
と
一
元
化
す
る
わ
け
で
も
な
い
vii
。
彼
は
、

「
心
」
を
「
舞
踏
」
と
い
う
実
践
に
お
い
て
、
あ
く
ま
で
も
「
身
体
」
と
の

具
体
的
な
相
関
関
係
の
な
か
で
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
具
体
性
は
、

以
下
の
興
味
深
い
二
つ
の
生
物
の
比
喩
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。

「
そ
れ
が
ね
、
魚
釣
り
が
踊
り
の
原
点
で
あ
る
と
。
原
点
と
言
う
か

ね
、
心
と
動
き
が
ね
、
内
的
な
も
の
が
釣
り
糸
に
よ
っ
て
私
の
心
が

ひ
っ
か
か
っ
た
魚
と
つ
な
が
っ
て
い
る
様
に
心
の
糸
で
動
き
と
心
が

完
全
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
が
舞
踏
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

魚
釣
り
の
意
図
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
で
幽
霊
な
ん
て
こ
と
も
あ
る

か
ら
ね
、
ハ
ゼ
釣
り
な
ん
て
小
さ
い
け
ど
、
こ
れ
で
人
間
と
同
じ
く

ら
い
の
ハ
ゼ
が
か
か
っ
て
来
て
さ
、
目
と
目
が
合
っ
た
ら
こ
れ
は
動

転
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
し
か
し
ク
ジ
ラ
が
出
て
来
て
か
か
っ
て
き
て

も
別
に
驚
か
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
思
い
が
あ
っ
た
。
そ
れ
で
私
に

は
小
学
校
の
頃
、
夢
中
で
ハ
ゼ
釣
り
を
し
た
経
験
が
あ
る
わ
け
。
そ

れ
で
い
ま
だ
に
踊
り
っ
て
や
つ
は
ね
、
た
だ
動
く
ん
で
な
く
し
て
、

魂
で
こ
う
し
て
踊
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ

る
こ
と
が
ら
が
そ
こ
に
関
わ
っ
て
き
た
ん
で
す
、
環
境
か
ら
。」

（『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
』
五
四
頁
）

こ
の
魚
釣
り
の
比
喩
は
、
先
に
岩
名
氏
が
述
べ
て
い
た
、「
舞
踏
」
に

お
け
る
「
過
去
の
動
き
の
表
象
を
忘
却
す
る
こ
と
」
と
「
欲
望
す
る
こ
と
」

の
並
存
に
つ
い
て
も
多
く
の
こ
と
を
教
示
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
比
喩
に
よ
れ
ば
、
大
野
は
、
舞
台
上
で
、
魚
釣
り
を
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
。
そ
の
際
に
、
釣
り
人
は
、「
意
識
」
で
は
な
く
、「
心＝

欲
望＝

魂
」
で
あ
り
、
そ
の
釣
り
人
は
「
心
の
糸
」
で
身
体
的
な
動
き
を
吊
り
上

げ
る
と
い
う
の
だ
。
大
野
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
決
し
て
逆
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
繰
り
返
す
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
心
」
は
決
し
て
意
識
的
な
意
志
や
意
図
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
意
識
的
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
何
ら
か
の
特

定
の
対
象
に
向
け
ら
れ
た
志
向
性
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
「
舞
踏
」＝

「
魚
釣
り
」
に
お
い
て
、
一
切
の
目
的
が
存
在
し
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
釣
り
人
は
あ
く
ま
で
も
魚
を
釣
る
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
彼
は
最
低
限
の
志
向
性
は
有
し
て
い
る
。
大
野
自
身
の
言
葉

に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
を
意
図
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
確
か
に
意
図
は
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存
在
し
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
。
そ
れ
が
ハ
ゼ
釣
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
と

り
あ
え
ず
ハ
ゼ
を
釣
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
は
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

ど
の
よ
う
な
魚
が
実
際
に
掛
か
る
か
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
が
「
釣
り
」

に
お
け
る
も
っ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
viii
。
つ
ま
り
「
釣

り
」
と
い
う
魚
一
般
に
向
け
ら
れ
た
大
き
な
志
向
性
の
な
か
で
、
明
確
な

対
象
を
目
指
す
意
図
は
捨
て
去
ら
れ
、
待
つ
こ
と
、
忍
耐
す
る
こ
と
、
そ

し
て
実
際
に
か
か
っ
た
対
象
に
、
糸
の
振
動
を
頼
り
に
合�

わ�

せ�

て�

釣
り
上

げ
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
魚
釣
り
」
で
あ
る
。
た
と
え
ハ
ゼ
が
釣
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
大
き
さ
も
ま
た
計
り
知
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
実
際
に
掛

か
っ
た
ハ
ゼ
の
力
や
動
き
に
合
わ
せ
て
釣
り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
。
だ
か

ら
こ
そ
、
大
野
は
、
人
間
と
同
じ
く
ら
い
の
ハ
ゼ
が
か
か
っ
て
き
た
ら
動

転
す
る
と
述
べ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
「
魚
釣
り
」
に
見
出
さ
れ
る

図
式
を
「
舞
踏
」
に
当
て
は
め
て
み
る
な
ら
ば
、
踊
る
人
は
、「
身
体
」
へ

の
志
向
性
を
保
ち
つ
つ
、
個
々
の
具
体
的
な
動
き
へ
の
意
図
や
意
志
を
放

棄
す
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
れ
で
も
な
お
作
動
し
て
く
る
動
き
を
捕
ま
え

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
大
野
は
舞
台
の
上
で
毎
回
、

「
心
」
と
「
身
体
」
の
間
に
張
ら
れ
た
緊
張
関
係
を
感
じ
、「
心
」
で
そ
の
都

度
そ
の
都
度
予
測
不
可
能
な
「
身
体
」
の
動
き
を
釣
り
上
げ
、
自
ら
驚
い

て
い
た
に
違
い
な
い
。

「
魚
釣
り
」
と
い
う
こ
の
秀
逸
な
比
喩
を
導
き
手
に
、
更
に
「
舞
踏
」
に

お
け
る
心
身
の
関
係
に
つ
い
て
思
考
を
進
め
て
み
よ
う
。
ま
ず
、「
魚
釣

り
」
に
お
い
て
、
魚
に
は
魚
の
自
律
性
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
魚
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
自
律
性
が
あ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
釣
り
人
の
思
う
ま
ま

に
生
け
捕
り
に
し
た
り
、
釣
り
上
げ
た
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

こ
の
比
喩
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
「
心
」
と
「
身
体
」
も
そ
の
よ
う

な
も
の
だ
と
大
野
は
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
。
自
律
性
を
も
っ
た
「
身
体
」

の
動
き
が
、
舞
踏
に
お
い
て
は
「
心
」
と
繋
が
る
。
そ
の
際
に
、
ま
さ
に

「
魂
」
が
「
肉
体
を
ま
と
う
」
と
い
う
衣
の
比
喩
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い

た
よ
う
に
、「
身
体
」
が
「
心
」
に
合�

わ�

せ�

る�

の
み
な
ら
ず
、「
心
」
も
ま
た

「
身
体
」
に
合�

わ�

せ�

る�

こ�

と�

に�

な�

る�

。
い
や
、
釣
り
の
比
喩
に
従
う
な
ら

ば
、
む
し
ろ
「
身
体
」
が
「
心
」
に
合�

わ�

せ�

る�

こ
と
の
方
が
難
し
い
が
ゆ
え

に
、
ま
ず
は
「
心
」
の
方
が
「
身
体
」
に
合
わ
せ
、
糸
を
た
ら
す
か
の
よ
う

に
、
志
向
性
を
向
け
て
待
つ
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
実
際
、
意
識
的
な

意
志
や
意
図
を
中
心
に
人
間
の
行
為
を
理
解
す
る
場
合
に
は
、「
身
体
」

が
「
心
」
に
統
御
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
何
も
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
わ

け
で
あ
る
が
、
大
野
が
想
定
し
て
い
る
の
は
そ
の
よ
う
な
事
態
で
は
な
い
。

意
識
的
に
な
っ
た
途
端
に
、「
心
」
と
「
身
体
」
の
関
係
は
、
デ
カ
ル
ト
的

な
心
身
二
元
論
・
い
わ
ゆ
る
「
機
械
の
中
の
幽
霊
」
と
い
う
図
式
に
陥
っ

て
し
ま
う
ix
。
機
械
的
な
「
身
体
」
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
態
度

は
、
も
は
や
「
魚
釣
り
」
の
比
喩
か
ら
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
に
「
身
体
」
を
制
御
す
る
の
で
は
な
い
仕
方
で
、「
身
体
」
を

「
心
」
で
牽
引
す
る
に
は
、
ま
ず
釣
り
人
が
魚
に
す
る
よ
う
に
、「
心
」
が

「
身
体
」
に
合�

わ�

せ�

る�

必
要
が
あ
る
の
だ
。
当
然
そ
の
た
め
に
は
、
釣
り

人
は
魚
に
よ
く
よ
く
付
き
合
い
、
合�

わ�

せ�

方
を
経
験
的
に
会
得
す
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
こ
こ
に
こ
そ
、
先
に
引
用
し
た
「
稽
古
の
必

要
性
」
が
あ
る
。
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こ
の
「
魚
釣
り
」
の
比
喩
は
、「
舞
踏
」
に
お
け
る
動
き
の
始
ま
り
を
考

え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
「
タ
イ
ミ
ン
グ
」
の
問
題
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

第
一
節
で
紹
介
し
た
鰈
の
比
喩
に
し
て
も
、
鰈
が
な
ぜ
そ
の
瞬
間
に
泳
ぎ

出
す
の
か
を
説
明
す
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
の
瞬
間
の
決
定
に

は
、
鰈
を
取
り
巻
く
様
々
な
環
境
の
微
細
な
変
化
と
そ
れ
に
反
応
す
る
鰈

の
身
体
的
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
魚
釣
り

に
お
い
て
大
切
な
の
は
、
糸
を
介
し
た
間
接
的
接
触
を
頼
り
に
、
魚＝

身

体
的
動
き
を
取
り
巻
く
複
雑
な
要
素
の
変
化
を
読
み
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
る
決
定
的
な
（
と
は
い
え
、
そ
れ
は
複
数
の
可
能
性
が
あ
る
だ

ろ
う
が
）
タ
イ
ミ
ン
グ
を
損
な
わ
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
生
き
て
い
る
、

あ
る
一
定
の
自
律
性
を
も
つ
「
身
体
」
に
対
し
て
い
か
に
「
心
の
糸
」
を
た

ら
す
の
か
。
あ
た
か
も
モ
リ
で
捕
ま
え
る
か
の
よ
う
な
明
確
な
意
図
で
は

な
く
、「
糸
を
た
ら
す
」
と
い
う
漠
然
と
し
た
志
向
性
を
、
生
き
て
い
る

「
身
体
」
に�

合�

わ�

せ�

て�

向
け
る
こ
と
。
大
野
の
探
求
と
は
ま
さ
に
こ
の
点

に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
多
く
の
人
が
「
舞
踏
」
に
求

め
る
も
の
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
意
識
的
に
は
実
現
し
え
な
い
、「
魚
釣

り
」
の
よ
う
な
、「
心
」
と
「
身
体
」
と
の
関
わ
り
方
だ
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
。

４

ケ
ノ
ー
シ
ス

一
九
九
二
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
こ
の
「
魚
釣
り
」
に
匹
敵

す
る
も
う
一
つ
の
比
喩
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
馬
車
を
引
く
馬
の

比
喩
で
あ
る
。
大
野
は
、
身
体
的
に
老
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
魂＝

心
」
が
「
肉
体＝

身
体
」
を
牽
引
す
る
と
い
う
事
実
は
い
っ
そ
う
強
く
実

感
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
実
感
に
よ
っ
て
自
分
は
ま
す
ま
す
元
気
に

な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
自
ら
の
姿
を
、
ド
レ
ス

デ
ン
で
見
つ
け
た
絵
本
に
描
か
れ
た
老
い
さ
ば
ら
え
た
馬
に
見
出
し
た
の

だ
と
い
う
。
殊
更
に
興
味
深
い
の
は
、
馬
が
馬
車
を
引
い
て
い
る
イ
ラ
ス

ト
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
っ
た
x
。
大
野
に
よ
れ
ば
、「
舞
踏
」
と
は
、
馬

車
、
御
者
、
馬
の
「
全
て
を
や
る
こ
と
」
な
の
だ
と
言
う
xi
。
こ
の
自
ら

に
よ
っ
て
自
ら
を
引
っ
張
る
と
い
う
馬
車
の
モ
デ
ル
は
、
前
述
の
魚
釣
り

の
比
喩
に
符
号
す
る
。
大
野
は
、
魚
も
馬
車
も
と
も
に
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し

て
作
品
の
な
か
に
明
示
的
に
登
場
さ
せ
て
も
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
、
た

と
え
ば
「
お
膳
」
の
よ
う
な
作
品
に
お
い
て
、
胎
児
が
紐
で
繋
が
れ
た
お

膳
を
引
き
ず
っ
て
踊
る
と
い
う
設
定
も
ま
た
、
胎
盤
と
臍
の
緒
と
胎
児
と

い
う
だ
け
で
は
な
く
、
こ
う
し
た
魚
釣
り
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
〔
図
１
〕。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
魚
や
馬
と
い
っ
た
生
き
物
の
比
喩
に
よ
っ
て
解
析
し

て
き
た
、
意
識
に
よ
っ
て
は
実
現
さ
れ
え
な
い
「
心
」
が
「
身
体
」
を
牽
引

す
る
と
い
う
事
態
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
幹
を
な
す
実
践
に
触
れ
て
い
る

と
筆
者
は
考
え
る
。
そ
れ
が
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
と
呼

ば
れ
る
実
践
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
イ
エ
ス
の
実
践
は
、
大
野
に
お
い

て
確
認
さ
れ
た
よ
う
な
意
識
や
合
目
的
な
意
志
の
放
棄
に
明
ら
か
に
繋

が
っ
て
い
る
。
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「
２：１
そ
こ
で
、
あ
な
た
が
た
に
幾
ら
か
で
も
、
キ
リ
ス
ト
に
よ
る

励
ま
し
、
愛
の
慰
め
、�
霊
�
に
よ
る
交
わ
り
、
そ
れ
に
慈
し
み
や

憐
れ
み
の
心
が
あ
る
な
ら
、
２：２
同
じ
思
い
と
な
り
、
同
じ
愛
を
抱
き
、

心
を
合
わ
せ
、
思
い
を
一
つ
に
し
て
、
わ
た
し
の
喜
び
を
満
た
し
て

く
だ
さ
い
。
２：３
何
事
も
利
己
心
や
虚
栄
心
か
ら
す
る
の
で
は
な
く
、

へ
り
く
だ
っ
て
、
互
い
に
相
手
を
自
分
よ
り
も
優
れ

た
者
と
考
え
、
２：４
め
い
め
い
自
分
の
こ
と
だ
け
で
な

く
、
他
人
の
こ
と
に
も
注
意
を
払
い
な
さ
い
。
２：５
互

い
に
こ
の
こ
と
を
心
が
け
な
さ
い
。
そ
れ
は
キ
リ
ス

ト
・
イ
エ
ス
に
も
み
ら
れ
る
も
の
で
す
。
２：６
キ
リ
ス

ト
は
、
神
の
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
神
と
等
し
い
者

で
あ
る
こ
と
に
固
執
し
よ
う
と
は
思
わ
ず
、
２：７
か

え
っ
て
自
分
を
無
に
し
て
、
僕
の
身
分
に
な
り
、
人

間
と
同
じ
者
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
人
間
の
姿
で
現
れ
、

２：８
へ
り
く
だ
っ
て
、
死
に
至
る
ま
で
、
そ
れ
も
十
字

架
の
死
に
至
る
ま
で
従
順
で
し
た
。」（『
ピ
リ
ピ

書
』
２：１
―
２：８
、
訳
は
新
共
同
訳
）

こ
の
パ
ウ
ロ
書
簡
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
「
か
え
っ
て
自

分
を
無
に
し
て
」
の
部
分
が
、
ギ
リ
シ
ア
語
で
「
無
・
空

（kenon

）
に
な
る
こ
と
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

イ
エ
ス
が
徹
底
し
て
自
ら
を
小
さ
く
し
て
人
々
に
関
わ
る

実
践
は
、
し
ば
し
ば
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
と
総
称
さ
れ
て
き

た
。
こ
の
イ
エ
ス
の
実
践
は
「
自
己
無
化
」
と
訳
さ
れ
、
ま
た
「
自
己
犠

牲
」「
自
己
贈
与
」「
利
他
的
行
為
」
な
ど
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
が
、
筆

者
は
、
何
ら
か
の
能
動
的
か
つ
意
識
的
な
意
図
・
意
志
を
前
提
と
す
る
こ

れ
ら
の
名
称
は
、
イ
エ
ス
の
実
践
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
る
。
ま

た
、
こ
こ
で
参
照
し
た
パ
ウ
ロ
の
書
簡
『
ピ
リ
ピ
書
』
に
見
出
さ
れ
る
、

大野一雄 1992年 池上直哉撮影
〔図１〕
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あ
く
ま
で
も
個
々
人
の
自
己
保
存
へ
の
意
志
を
前
提
と
し
た
上
で
他
者
に

対
し
て
自
己
を
低
め
よ
と
い
う
命
法
も
ま
た
、「
ケ
ノ
ー
シ
ス
」
を
極
め

て
意
識
的
な
実
践
と
し
て
捉
え
て
い
る
以
上
、
筆
者
に
は
好
ま
し
い
も
の

と
思
え
な
い
。

大
野
が
生
き
物
の
比
喩
を
用
い
て
述
べ
た
思
想
は
、
意
識
的
な
意
志
を

前
提
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
上
記
の
観
念
的
な
解
説
よ
り
も
、
イ
エ
ス
の
他

者
へ
の
関
わ
り
の
在
り
様
を
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ

れ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
神
学
に
お
い
て
、「
意
志
」（voluntas,w

ill

）
と

い
う
概
念
は
、「
愛
」
を
基
礎
付
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
筆
者
が
福
音
書
を
精
読
す
る
限
り
、
イ
エ
ス
の
「
ケ
ノ
ー
シ

ス
」
は
自
己
愛
や
自
己
保
存
へ
の
意
志
を
別
の
意
志
に
よ
っ
て
克
服
し
て
、

能
動
的
に
実
践
さ
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、

周
囲
の
人
間
、
彼
が
対
峙
し
て
い
る
人
々
へ
の
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
、

彼
ら
に
合�

わ�

せ�

て�

発
動
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
看
過
ご

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
イ
エ
ス
は
徹
底
し
て
身
体
的
行
為
を
通
じ
て

人
々
に
関
わ
っ
た
人
物
で
あ
る
。
イ
エ
ス
は
街
々
を
踏
破
し
、
人
々
に
接

近
し
て
関
わ
り
を
結
ん
だ
。
新
約
聖
書
学
者
ゲ
ル
ト
・
タ
イ
セ
ン
に
よ
れ

ば
、
イ
エ
ス
が
特
定
の
場
所
に
定
住
せ
ず
常
に
歩
き
回
っ
て
い
た
こ
と
は
、

彼
と
弟
子
た
ち
に
カ
リ
ス
マ
性
を
付
与
す
る
重
要
な
要
素
で
あ
っ
た
と
い

う
xii
。
大
野
は
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
行
っ
て
ガ
ザ
地
区
を
歩
き
回
っ
て
い
る

際
に
、
イ
エ
ス
の
「
歩
み
」
が
自
分
の
「
歩
み
」
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
身
体
性
は
イ
エ
ス
を
理
解
す
る
上
で
忘
れ
て
は
な
ら
な
い

重
要
な
点
で
あ
る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

よ
り
具
体
的
に
イ
エ
ス
の
実
践
を
理
解
す
る
た
め
に
、
大
野
が
稽
古
中

に
再
現
を
試
み
た
と
述
べ
て
い
る
有
名
な
場
面
、『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
第

八
章
の
姦
通
し
た
女
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
解
読
し
て
み
た
い
。

「
８：１
イ
エ
ス
は
オ
リ
ー
ブ
山
へ
行
か
れ
た
。
８：２
朝
早
く
、
再
び
神
殿

の
境
内
に
入
ら
れ
る
と
、
民
衆
が
皆
、
御
自
分
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て

来
た
の
で
、
座
っ
て
教
え
始
め
ら
れ
た
。
８：３
そ
こ
へ
、
律
法
学
者
た

ち
や
フ
ァ
リ
サ
イ
派
の
人
々
が
、
姦
通
の
現
場
で
捕
ら
え
ら
れ
た
女

を
連
れ
て
来
て
、
真
ん
中
に
立
た
せ
、
８：４
イ
エ
ス
に
言
っ
た
。『
先

生
、
こ
の
女
は
姦
通
を
し
て
い
る
と
き
に
捕
ま
り
ま
し
た
。
８：５
こ
う

い
う
女
は
石
で
打
ち
殺
せ
と
、
モ
ー
セ
は
律
法
の
中
で
命
じ
て
い
ま

す
。
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
ど
う
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。』
８：６
イ

エ
ス
を
試
し
て
、
訴
え
る
口
実
を
得
る
た
め
に
、
こ
う
言
っ
た
の
で

あ
る
。
イ
エ
ス
は
か
が
み
込
み
、
指
で
地
面
に
何
か
書
き
始
め
ら
れ

た
。
８：７
し
か
し
、
彼
ら
が
し
つ
こ
く
問
い
続
け
る
の
で
、
イ
エ
ス
は

身
を
起
こ
し
て
言
わ
れ
た
。『
あ
な
た
た
ち
の
中
で
罪
を
犯
し
た
こ

と
の
な
い
者
が
、
ま
ず
、
こ
の
女
に
石
を
投
げ
な
さ
い
。』
８：８
そ
し

て
ま
た
、
身
を
か
が
め
て
地
面
に
書
き
続
け
ら
れ
た
。
８：９
こ
れ
を
聞

い
た
者
は
、
年
長
者
か
ら
始
ま
っ
て
、
一
人
ま
た
一
人
と
、
立
ち

去
っ
て
し
ま
い
、
イ
エ
ス
ひ
と
り
と
、
真
ん
中
に
い
た
女
が
残
っ
た
。

８：10
イ
エ
ス
は
、
身
を
起
こ
し
て
言
わ
れ
た
。『
婦
人
よ
、
あ
の
人
た

ち
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。
だ
れ
も
あ
な
た
を
罪
に
定
め
な
か
っ
た
の

か
。』
８：11
女
が
、『
主
よ
、
だ
れ
も
』
と
言
う
と
、
イ
エ
ス
は
言
わ
れ
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た
。『
わ
た
し
も
あ
な
た
を
罪
に
定
め
な
い
。
行
き
な
さ
い
。
こ
れ

か
ら
は
、
も
う
罪
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
。』」（『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』

８：１
―
10
訳
は
新
共
同
訳
）

イ
エ
ス
の
も
と
に
人
々
が
集
ま
り
、
そ
の
人
々
へ
の
反
応＝

リ
ア
ク

シ
ョ
ン
と
し
て
、
イ
エ
ス
の
語
り
が
始
ま
る
。
さ
ら
に
そ
の
場
に
は
、
イ

エ
ス
を
危
険
視
し
、
あ
わ
よ
く
ば
彼
を
告
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
ユ
ダ
ヤ

教
社
会
の
エ
リ
ー

ト
た
ち
、
律
法
学

者
や
祭
司
た
ち

（＝

フ
ァ
リ
サ
イ

派
）
が
、
あ
る
女

性
を
連
れ
て
や
っ

て
来
る
。
律
法
学

者
た
ち
は
、
イ
エ

ス
を
試
す
た
め
に

問
答
を
仕
掛
け
る

の
だ
が
、
そ
の
問

い
に
対
す
る
イ
エ

ス
の
反
応＝

リ
ア

ク
シ
ョ
ン
は
瞠
目

に
値
す
る
。
イ
エ

ス
は
か
が
み
こ
ん

で
指
で
地
面
に
何
か
を
書
い
た
。
こ
の
行
為
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
解
釈

が
可
能
で
あ
る
が
、
筆
者
は
身
体
的
行
為
と
そ
の
行
為
の
可
能
性
（＝

ア

フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
）
を
中
心
に
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
て
み
た
い
。
詰
問
す

る
人
々
に
対
し
て
、
イ
エ
ス
は
直
ち
に
は
応
え
ず
、
自
ら
が
立
っ
て
い
る

地
面
に
触
れ
、
あ
る
意
味
で
地
面
の
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
採
掘
し
、
か
が

み
こ
む
と
い
う
と
い
う
仕
方
で
姿
勢
を
変
化
さ
せ
、
書
く
と
い
う
身
体
的

な
行
為
を
行
っ
た
。
い
わ
ば
ぺ
っ
た
り
平
ら
に
な
っ
た
鰈
の
よ
う
に
。
イ

エ
ス
が
な
ぜ
こ
の
行
為
を
行
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
は
、
と
り
あ
え
ず
聖

書
の
記
述
に
即
し
て
探
す
な
ら
ば
、
そ
こ
に
地
面
が
あ
っ
た
か
ら
と
言
う

ほ
か
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
律
法
学
者
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
あ
る

種
の
は
ぐ
ら
か
し
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
イ
エ
ス
が
実
際
に
は
ぐ
ら
か
そ

う
と
思
っ
た
か
ど
う
か
は
聖
書
の
記
述
か
ら
は
分
か
ら
な
い
。
と
り
あ
え

ず
イ
エ
ス
は
、
自
ら
を
取
り
囲
む
地
面
に
「
何
か
を
書
け
る
」
と
い
う
ア

フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
を
発
見
し
、
姿
勢
を
変
化
さ
せ
「
書
く
」
と
い
う
行
為
を

行
っ
た
の
で
あ
る
〔
図
２
〕。
そ
れ
で
も
律
法
学
者
た
ち
に
し
つ
こ
く
問

い
か
け
ら
れ
て
初
め
て
、
イ
エ
ス
は
立
ち
上
が
っ
て
、
口
を
開
く
。
そ
の

言
表
内
容
も
ま
た
、
罪
と
い
う
宗
教
的
概
念
な
し
に
、
行
為
の
可
能
性
を

中
心
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
イ
エ
ス
は
、「
女
性
に

石
を
投
げ
る
」
と
い
う
行
為
の
可
能
性
を
持
ち
う
る
人
間
は
、
自
ら
は

「
石
を
投
げ
ら
れ
る
」
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス＝

可
能
性
を
持
た
な
い
も
の
で

あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
当
然
そ
の
よ
う
な
人
間
は
い
な
い
し
、
そ

う
し
た
非
対
称
性
は
成
り
立
た
な
い
。
イ
エ
ス
は
そ
う
述
べ
た
後
、
な
お

も
地
面
に
触
れ
続
け
、
そ
の
間
に
彼
を
糾
弾
し
て
い
た
人
々
は
立
ち
去
っ

ピーテル・ブリューゲル『キリストと、姦通した女』（1565）
〔図２〕

キリスト教から読む大野一雄
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て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
取
り
巻
き
が
誰
も
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
初
め

て
、
イ
エ
ス
は
女
性
に
反
応
す
る
。
あ
な
た
に
は
石
を
投
げ
ら
れ
る
可
能

性
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
、イ
エ
ス
は
女
性
に
「
行
き
な

さ
い
」
と
述
べ
る
。

こ
こ
に
は
、
徹
底
し
て
自
ら
を
取
り
囲
む
も
の
の
行
為
可
能
性
に
敏
感

に
反
応
す
る
イ
エ
ス
の
姿
が
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
ら

を
取
り
囲
む
も
の
に
反
応
す
る
こ
と
か
ら
イ
エ
ス
は
始
め
る
。
こ
の
場
面

に
お
い
て
も
、
イ
エ
ス
は
人
々
を
望
ま
し
い
方
向
に
導
き
た
い
と
い
う
大

き
な
志
向
性
を
有
し
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
個
々
の
行
為
に
お
い
て
は
、
周

囲
に
あ
る
も
の
に
そ
の
都
度
そ
の
都
度
反
応
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ

の
よ
う
な
イ
エ
ス
の
あ
り
方
は
、
確
か
に
前
述
の
パ
ウ
ロ
書
簡
の
よ
う
に

「
へ
り
く
だ
っ
て
、
互
い
に
相
手
を
自
分
よ
り
も
優
れ
た
者
と
考
え
」
と

も
説
明
で
き
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
価
値
判
断
よ
り
も
、
環
境
（
人

間
も
事
物
も
含
む
）
の
可
能
性
を
前
提
と
す
る
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
的
態
度
と

し
て
捉
え
る
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら

ば
、
イ
エ
ス
が
実
践
し
た
「
ケ
ノ
ー
シ
ス
・
無
化
」
と
は
、
自
己
を
周
囲

の
関
係
に
よ
っ
て
組
成
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
み
な
す
エ
コ
ロ

ジ
ス
ト
の
態
度
そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
・
イ
エ
ス
の
女
性
に
対
す
る
関

わ
り
は
、
大
野
の
「
魚
釣
り
」
の
比
喩
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
。

イ
エ
ス
が
「
今
か
ら
後
、
あ
な
た
は
人
間
を
と
る
漁
師
に
な
る
」（
ル
カ

５：10
）
と
言
っ
て
シ
モ
ン
・
ペ
テ
ロ
を
弟
子
に
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
イ
エ
ス
自
身
が
優
れ
た
釣
り
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

イ
エ
ス
は
、
相
手
に
合
わ
せ
て
反
応
し
つ
つ
、
い
わ
ば
相
手
を
釣
り
上
げ

て
、
望
ま
し
い
方
向
へ
と
放
流
す
る
こ
と
に
長
け
て
い
た
。
先
の
『
ヨ
ハ

ネ
福
音
書
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
、
イ
エ
ス
は
、
大
勢
の
人
間
の
な

か
で
も
み
く
ち
ゃ
に
な
っ
て
い
る
女
性
に
対
し
て
直
ち
に
関
わ
る
こ
と
は

せ
ず
、
地
面
に
触
れ
つ
つ
、
し
か
る
べ
き
タ
イ
ミ
ン
グ
を
待
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
全
て
の
人
間
が
去
り
、
環
境
が
整
っ
た
時
に
、
イ
エ
ス
は
女
性

に
直
接
声
を
掛
け
、
お
そ
ら
く
は
情
動
を
喚
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
女

の
心
を
掴
み
、
そ
し
て
「
行
き
な
さ
い
」
と
述
べ
て
、
ま
さ
に
「
心
」
に
牽

引
さ
れ
る
仕
方
で
女
性
の
「
身
体
」
を
動
か
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
福
音
書
に
は
、
こ
う
し
た
イ
エ
ス
と
人
々
の
関
わ
り
が
豊
富
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
イ
エ
ス
が
、
急
激
に
接
近
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
相
手
の
情
動
を
喚
起
し
、
最
終
的
に
「
行
き
な
さ
い
」
と
述
べ
て

そ
の
人
物
を
し
か
る
べ
き
方
向
へ
方
向
付
け
る
と
い
う
事
例
は
、
と
り
わ

け
『
ル
カ
福
音
書
』
に
多
く
見
出
さ
れ
る
xiii
。

こ
の
よ
う
に
イ
エ
ス
が
人
に
関
わ
る
際
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、

そ
の
イ
ン
パ
ク
ト
が
生
み
出
す
「
心
」
の
動
き
が
そ
の
人
物
の
次
の
行
為

を
牽
引
す
る
と
い
う
こ
の
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
、
大
野
は
、
先
の
『
ヨ

ハ
ネ
福
音
書
』
第
八
章
を
用
い
な
が
ら
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
話
し
は
ち
が
う
け
ど
昨
日
、
稽
古
の
時
に
群
集
が
女
を
打
っ
て

い
る
有
名
な
話
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
稽
古
を
や
っ
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
し
た
ら
何
故
そ
う
い
う
ふ
う
に
な
っ
た
の
か
。
例
え
ば
心
の
中

で
そ
う
や
っ
て
い
る
思
い
で
稽
古
し
て
る
ん
で
す
よ
。
ど
う
し
て
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も
っ
と
身
体
が
ズ
ー
ッ
と
出
来
な
い
の
か
。
石
を
投
げ
ら
れ
た
ら
大

変
で
し
ょ
、
投
げ
ら
れ
て
い
る
女
だ
っ
て
好
き
で
投
げ
ら
れ
て
い
る

わ
け
じ
ゃ
な
い
。
す
る
と
イ
エ
ス
が
出
て
来
た
時
に
フ
ッ
と
、
も
う

語
ら
な
く
て
も
い
い
と
い
う
よ
う
な
思
い
に
な
っ
て
さ
、
い
て
も

立
っ
て
も
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
い
う
風
に
な
る
は

ず
だ
。
こ
う
な
ら
な
く
て
も
何
ら
か
の
反
応
が
あ
る
は
ず
だ
、
そ
れ

は
心
の
中
で
や
っ
て
る
っ
て
思
い
だ
け
じ
ゃ
駄
目
だ
と
思
う
わ
け
で

す
よ
。
身
体
が
こ
う
な
ら
な
き
ゃ
。
イ
エ
ス
が
出
て
来
て
娼
婦
の
前

に
立
つ
と
、
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
て
、
地
球
の
は
て
ま
で
ズ
ー
ッ

と
い
っ
て
隠
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
広
さ
を
通
り
越
し
た
中
で
色
々

行
為
が
生
ま
れ
て
来
る
よ
う
に
思
え
る
ん
で
す
。
す
る
と
罪
の
な
い

も
の
が
石
で
打
た
れ
る
ん
で
し
ょ
、
こ
れ
が
ビ
ン
と
こ
た
え
て
ね
、

そ
れ
だ
け
の
こ
と
な
ん
だ
け
ど
、
も
う
そ
れ
は
イ
エ
ス
の
力
だ
ね
。

だ
け
ど
も
こ
う
い
う
中
で
行
わ
れ
た
っ
て
い
う
、
こ
う
い
う
よ
う
な

状
態
、
は
じ
か
ら
は
じ
ま
で
突
く
よ
う
な
、
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
、

そ
れ
以
上
の
気
持
ち
で
舞
台
の
す
み
か
ら
す
み
ま
で
動
か
な
く
て
も

い
い
か
ら
、
こ
れ
に
比
肩
す
る
だ
け
の
持
っ
て
き
方
が
ず
っ
と
な
い

と
い
け
な
い
。
そ
う
す
る
と
動
く
と
い
う
こ
と
も
た
だ
や
れ
ば
い
い

だ
け
じ
ゃ
な
い
。」（『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
』
五
九
頁
）

大
野
は
、
こ
の
『
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
』
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
設
定
を
、
最
初

か
ら
女
性
が
石
を
投
げ
ら
れ
て
い
た
と
少
々
誤
っ
て
記
憶
し
て
い
る
よ
う

だ
が
、
こ
の
誤
解
は
大
し
た
問
題
で
は
な
い
。
イ
エ
ス
が
出
て
来
た
時
に
、

イ
エ
ス
に
近
づ
か
れ
た
人
間
の
「
い
た
た
ま
れ
な
」
い
と
い
う
「
心
」
の
動

き
が
そ
の
人
物
の
「
身
体
」
の
動
き
を
牽
引
し
た
だ
ろ
う
、
と
大
野
は
想

像
し
、
そ
の
よ
う
に
「
心
」
が
「
身
体
」
の
動
き
を
生
む
一
連
の
流
れ
を
舞

台
上
で
目
指
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
イ
エ
ス
の
関
わ
り
が
、
関
わ
ら

れ
た
人
間
の
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
そ
の
反
応
に
お
い
て
そ
の
人
物
の

「
心
」
と
「
身
体
」
の
一
致
が
実
現
す
る
の
だ
と
し
た
ら
、
イ
エ
ス
は
、
関

わ
っ
た
相
手
を
優
れ
た
「
釣
り
人
」
に
す
る
の
だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

「
心
」
で
も
っ
て
自
ら
の
「
身
体
」
を
釣
り
上
げ
、
さ
ら
に
周
囲
の
人
間
の

「
心
」
を
介
し
て
彼
ら
の
「
身
体
」
を
も
釣
り
上
げ
る
「
釣
り
人
」
で
あ
っ

た
イ
エ
ス
。
畢
竟
、
大
野
の
舞
踏
と
イ
エ
ス
の
実
践
に
共
有
さ
れ
る
人
間

理
解
と
は
「
釣
り
人
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
集
約
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
。
い
や
こ
の
言
い
方
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
む
し
ろ
、
大
野
に
従
い
、

一
人
の
人
間
は
心
身
の
み
な
ら
ず
そ
の
人
物
を
取
り
巻
く
も
の
全
て
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
と
は
「
釣
り
人
」
で
あ
る
と

い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
魚�

釣�

り�

」
と�

い�

う�

関�

係�

そ�

の�

も�

の�

だ
と
言
う
べ

き
で
あ
ろ
う
。

５

「
魚
釣
り
と
し
て
の
人
間
」
の
可
能
性

本
稿
で
は
、
大
野
一
雄
の
舞
踏
と
キ
リ
ス
ト
教
を
近
代
批
判
の
文
脈
に

位
置
づ
け
た
上
で
考
察
を
進
め
た
。
そ
の
過
程
で
、
大
野
の
舞
踏
に
対
す

る
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
の
適
応
可
能
性
を
確
認
し
、
こ
う
し
た
生
態
心
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理
学
的
観
点
に
お
い
て
こ
そ
、
イ
エ
ス
と
大
野
の
実
践
の
共
通
点
が
顕
著

に
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
確
認
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
大
野
に
キ
リ
ス
ト
教

的
な
要
素
を
見
出
す
と
す
る
な
ら
ば
、
福
音
書
に
記
述
さ
れ
た
イ
エ
ス
自

身
の
実
践
に
極
め
て
近
い
、
自
ら
を
取
り
巻
く
も
の
に
繊
細
に
反
応
す
る

エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
実
践
に
こ
そ
見
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ギ
ブ
ソ
ン
に
始

ま
る
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
・
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
、
近
代
以
降
の
理
性
中
心
主

義
・
合
理
主
義
偏
重
の
心
理
学
を
批
判
す
る
理
論
で
あ
る
以
上
、
極
め
て

大
雑
把
な
図
式
に
お
い
て
は
ロ
マ
ン
主
義
と
方
向
性
を
共
有
し
て
い
る
。

し
か
し
、
ロ
マ
ン
主
義
が
内
面
性
の
重
視
を
謡
う
思
潮
で
あ
る
こ
と
を
考

え
る
な
ら
ば
、
大
野
の
「
舞
踏
」
に
見
出
さ
れ
た
、
生
活
者
の
肉
体
に
根

ざ
し
た
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
可
能
性
が
、
ロ
マ
ン
主
義
の
範
疇
を
大
い
に
超

え
出
て
い
る
の
は
間
違
い
が
な
い
。

「
魚
釣
り
と
し
て
の
人
間
」
と
い
う
モ
デ
ル
に
集
約
さ
れ
る
、
大
野
と

福
音
書
の
イ
エ
ス
が
体
現
す
る
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
人
間
理
解
は
、
デ
カ
ル

ト
の
心
身
二
元
論
に
対
す
る
批
判
性
を
胚
胎
し
て
い
る
。
大
野
が
創
始
し

た
「
舞
踏
」
が
未
だ
に
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
、
ま
た
イ
エ
ス
の
教
え

が
、
様
々
な
歪
曲
を
経
な
が
ら
も
、
長
き
に
渡
っ
て
強
い
影
響
力
を
広
範

に
及
ぼ
し
て
き
た
こ
と
考
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
が
共
有
す
る
モ
デ
ル
、
す

な
わ
ち
「
心
」
が
「
身
体
」
を
先
導
す
る
「
魚
釣
り
」
モ
デ
ル
は
、
と
り
わ

け
生
活
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
・
生
き
ら
れ
る
モ
デ
ル
と
し
て
、
大
き
な

可
能
性
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
こ
の
「
魚
釣

り
」
モ
デ
ル
に
は
、
未
だ
曖
昧
な
点
も
多
い
。
と
り
わ
け
大
野
が
「
心＝

生
命＝

魂
」
と
呼
称
し
た
審
級
が
、
意
識
的
な
「
心
（m

ind

）」
と
は
別
の

仕
方
で
、
い
か
に
し
て
要
請
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
看
過
で
き
な

い
重
要
な
問
い
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
xiv
。
こ
の
魅
力
的
な
比
喩
が
示
す

モ
デ
ル
の
真
価
は
、
今
後
、
生
態
心
理
学
や
認
知
科
学
の
成
果
も
ふ
ま
え

て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
一
層
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を

筆
者
の
課
題
と
し
た
い
。

註i

大
野
が
、
シ
ョ
パ
ン
に
代
表
さ
れ
る
ロ
マ
ン
主
義
音
楽
を
多
用
す
る

こ
と
も
ま
た
、
そ
の
傍
証
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
エ
リ
ッ
ク
・
セ
ラ
ン

ド
著
「
本
質
へ
の
回
帰
」『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
―
―
大
野
一
雄
舞
踏
の
こ

と
ば
』
思
潮
社
、
一
九
八
九
年
。

ii

「
近
世
を
通
じ
て
、
科
学
的
『
合
理
』
主
義
に
対
す
る
自
然
主
義
や
感

性
主
義
や
神
秘
主
義
か
ら
の
、
総
じ
て
ロ
マ
ン
主
義
的
な
反
動
と
抗
議

は
、
く
り
か
え
し
行
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
は
そ
う
し
た

反
動
や
抗
議
も
、
自
然
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
知
見
に
関
す
る
か
ぎ
り
、

そ
れ
に
共
鳴
で
き
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、『
デ
カ
ル
ト
的
・

ニ
ュ
ー
ト
ン
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
に
よ
る
知
見
が
唯
一
正
し
い
も
の
と
し

て
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
人
間
に
と
っ
て
科
学
だ
け
が
、
あ
る

い
は
科
学
的
な
自
然
観
だ
け
が
、
す
べ
て
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
そ

の
精
一
杯
の
抗
議
だ
っ
た
と
い
え
る
。」
藤
沢
令
夫
著
「
世
界
観
と
哲
学

の
基
本
問
題
」『
藤
沢
令
夫
著
作
集

第
三
巻
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
〇

年
、
二
一
一
―
二
一
二
頁
。
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iii

Ｄ
Ｖ
Ｄ
『
美
と
力
』
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
収
録
、
一
九
八
五
年
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

iv

『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
』
一
一
六
頁

v

小
池
琢
也
著
「
物
と
人
の
境
界
―
舞
踊
の
表
象
機
能
の
探
求
」『
ア
ー

ト
／
表
現
す
る
身
体
』
佐
々
木
正
人
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

六
年
。

vi

独
立
し
た
精
神
的
実
体
と
い
う
デ
カ
ル
ト
が
述
べ
た
ま
ま
の
形
で
は

な
い
が
、
デ
カ
ル
ト
が
示
し
た
情
報
が
出
入
り
す
る
中
枢
と
し
て
の

「
心
」
と
い
う
モ
デ
ル
は
、
現
代
の
認
知
科
学
や
心
理
学
、
そ
し
て
私
た

ち
の
日
常
的
理
解
に
明
ら
か
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
村
田
純
一
著
「
心

身
問
題
」『
哲
学
の
木
』
永
井
均
ほ
か
編
、
講
談
社
、
二
〇
〇
二
年
、
五

六
六
―
五
六
八
頁
。

vii

昨
今
「
生
命
」
が
哲
学
の
中
心
的
主
題
の
一
つ
に
な
り
、
近
代
的
人

間
観
に
修
正
を
迫
る
急
先
鋒
で
あ
る
の
は
間
違
い
が
な
い
。
大
野
の

「
生
命
」
理
解
は
、
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
興
味
深
い
。

viii

佐
々
木
正
人
氏
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
は
こ
の
よ
う
な
決
定
性

と
非
決
定
性
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
行
為
は
大
き
な
目
的
性
を
持
っ
て

い
る
が
、
そ
の
行
為
を
構
成
す
る
一
つ
一
つ
の
運
動
は
、
対
象
物
と
の

関
係
に
お
い
て
一
つ
一
つ
決
定
さ
れ
て
い
く
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
は
以
下
の
著
作
を
参
照
の
こ
と
。
佐
々
木
正
人
著

『
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
方
法
│
│
運
動
か
ら
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
へ
』
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
年
。

ix

ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
が
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
を
評
し
て
述
べ

た
言
葉
で
あ
る
。
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
著
、
服
部
裕
幸
ほ
か
訳
『
心
の

概
念
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
八
七
年
。

x

『
御
殿
、
空
を
飛
ぶ
』
二
〇
三
頁
。

xi

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
当
日
、
大
野
の
弟
子
で
あ
っ
た
笠
井
叡
氏
の
講
演

で
は
、
大
野
が
オ
デ
ィ
オ
ン
・
ル
ド
ン
の
作
品
「
ア
ポ
ロ
ン
の
馬
車
」
を

好
み
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
舞
踏
の
比
喩
に
用
い
て
い
た
と
語
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
ル
ド
ン
の
作
品
も
ま
た
、
馬
車
の
比
喩
の
典
拠
の
一
つ
と
思

わ
れ
る
。

xii

ゲ
ル
ト
・
タ
イ
セ
ン
著
、
荒
井
献
訳
『
イ
エ
ス
運
動
の
社
会
学：

原
始

キ
リ
ス
ト
教
成
立
史
に
よ
せ
て
』
ヨ
ル
ダ
ン
社
、
一
九
九
一
年
。

xiii

拙
稿
「
イ
エ
ス
の
〈
接
近‖

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
〉
│
│
近
づ
く
と

い
う
行
為
・
行
為
の
伝
達
」『
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン：

配
置
と
し
て
の

世
界
』
現
代
企
画
室
、
二
〇
〇
八
年
四
月
出
版
予
定
。

xiv

現
代
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
に
連
続
す
る
、
脳
を
中
枢
と

す
る
人
間
理
解
や
意
識
的
な
意
志
に
基
づ
く
自
己
責
任
型
の
人
間
理
解

が
支
配
的
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
芸
術
や
宗
教
は
、
こ
う
し
た
理
性

主
義
の
反
動
と
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
を
提
示
す

る
立
場
に
甘
ん
じ
て
き
た
。「
魚
釣
り
と
し
て
の
人
間
」
を
ロ
マ
ン
主
義

的
な
極
論
に
帰
す
こ
と
な
く
、
そ
の
批
判
性
の
真
価
を
示
す
た
め
に
は
、

「
生
命
の
根
源
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
た
「
心＝

魂
」
等
の
主
要
概
念
に
つ

い
て
、
現
代
の
認
知
科
学
等
の
成
果
も
ふ
ま
え
つ
つ
捉
え
な
お
し
て
い

く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
人
間
の
意
識
や
無
意
識
の
多
く
が
脳
と
い
う

器
官
に
還
元
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
今
日
で
も
、「
心

＝

魂＝

生
命
」
と
呼
称
せ
ざ
る
を
え
な
い
位
相
が
、
生
活
や
舞
踏
や

人
々
と
の
関
わ
り
な
ど
の
実
践
的
場
面
に
お
い
て
は
明
ら
か
に
存
在
す

る
こ
と
を
、
よ
り
説
得
的
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
生
命
の
原
理
と

し
て
の
「
魂（soul

）」
が
意
識
的
「
心（m

ind

）」
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
経
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緯
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
書
籍
が
詳
し
い
。
エ
ド
ワ
ー
ド
・
リ
ー
ド
著
、

村
田
純
一
ほ
か
訳
『
魂
か
ら
心
へ
│
│
心
理
学
の
誕
生
』
青
土
社
、
二

〇
〇
〇
年
。
こ
う
し
た
歴
史
的
経
緯
を
鑑
み
た
際
に
、
私
た
ち
が
留
意

す
べ
き
な
の
は
、
大
野
が
述
べ
る
よ
う
な
「
心
」
が
過
去
の
遺
物
へ
の

退
行
で
あ
る
か
の
よ
う
な
誤
解
を
生
ま
な
い
よ
う
な
、
有
効
な
解
説
方

法
を
編
み
出
す
こ
と
で
あ
る
。
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