
よ
し
も
と
ば
な
な
『
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ヒ
ア
ア
フ
タ
ー
』
論

―
わ
た
し
と
あ
な
た
の
「
あ
い
だ
」
を
め
ぐ
っ
て
―荒

木

奈

美

０

は
じ
め
に

よ
し
も
と
ば
な
な
の
作
品
群
に
お
け
る
重
要
テ
ー
マ
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
に
向
け
て
語
る
こ
と
の
で
き
る
私�

と
そ
う
で

な
い
私�

と
の
乖
離
、
で
あ
る
。『
キ
ッ
チ
ン
』
で
は
、
祖
母
を
亡
く
し
天
涯
孤
独
の
身
と
な
っ
た
主
人
公
み
か
げ
が
、
心
に
仕
舞
い
込
み

す
ぎ
て
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
祖
母
の
死
に
対
す
る
正
直
な
思
い
に
気
づ
か
さ
れ
、「
こ
の
よ
う
で
あ
る
べ
き
私
」「
こ
の
よ
う
に
見
せ

た
い
私
」
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
た
れ
る
ま
で
の
物
語
が
描
か
れ
て
い
１る
。
私
た
ち
は
え
て
し
て
、
自
分
の
思
い
と
は
う
ら
は
ら
に
社
会

ナ
ラ
テ
ィ
ヴ

や
相
手
に
求
め
ら
れ
る
役
割
自
己
の
方
を
優
先
し
、
思
い
通
り
に
生
き
ら
れ
な
い
自
分
の
物
語
を
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
社
会
の
中
で

人
と
つ
な
が
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
は
、
極
め
て
重
要
な
「
処
世
術
」
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
私�

自
身
に
と
っ
て

は
残
酷
な
こ
と
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
自
身
の
中
か
ら
出
て
く
る
思
い
を
押
し
殺
し
、
思
い
を
曲
げ
て
他
人
に
合
わ
せ
る
。
曲
げ
ら
れ

た
思
い
と
本
当
は
こ
う
あ
り
た
い
思
い
が
自
身
の
中
で
引
き
合
う
と
、
身
体
が
悲
鳴
を
上
げ
る
。
原
因
不
明
の
腰
痛
は
自
己
の
中
で
無

意
識
に
抑
圧
さ
れ
た
怒
り
が
元
凶
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
２る
。
も
っ
と
自
分
の
中
で
渦
巻
い
て
い
る
自
己
の
思
い
に
忠
実
で
あ
っ

て
ほ
し
い
。
自
分
に
と
っ
て
生
き
や
す
い
生
き
方
を
選
択
し
て
ほ
し
い
。
腰
痛
は
、
そ
の
よ
う
に
私
の
身
体
が
Ｓ
Ｏ
Ｓ
サ
イ
ン
を
出
し
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た
結
果
と
い
う
。

上
記
の
思
い
は
筆
者
自
身
の
願
い
で
も
あ
る
。
文
学
作
品
を
通
じ
て
、
若
い
人
た
ち
に
も
「
こ
う
あ
り
た
い
私
」
以
前
に
〈
あ
り
の

ま
ま
の
私
〉〈
生
き
て
い
る
私
〉
に
忠
実
で
あ
る
生
き
方
を
す
る
こ
と
を
肯
定
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
こ
の
二
つ
の
私
の
あ
い
だ
で
揺

れ
う
ご
く
人
間
の
姿
を
も
っ
と
明
ら
か
に
見
せ
た
い
。
そ
し
て
何
よ
り
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
許
さ
れ
る
世
の
中
を
率
先
し
て
作
り
た
い
。

そ
の
よ
う
な
思
い
で
教
材
を
選
び
、
高
校
あ
る
い
は
大
学
で
青
年
期
に
あ
る
若
者
た
ち
と
対
話
を
続
け
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
、
こ
の

ば
な
な
の
作
品
世
界
に
は
、
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
見
え
隠
れ
す
る
言
説
世
界
が
、
至
る
と
こ
ろ
に
拓
か
れ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。

よ
し
も
と
ば
な
な
『
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ヒ
ア
ア
フ
タ
ー
』
は
、
一
人
の
女
性
が
交
通
事
故
に
遭
い
、
恋
人
を
亡
く
し
、
自
身
も
生
死
の

境
を
迷
い
歩
く
経
験
を
通
し
て
「
生
き
る
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
一
つ
の
解
答
を
得
る
物
語
で
あ
３る
。
書
き
手
と
し
て

の
ば
な
な
が
「
あ
と
が
き
」
で
「
と
て
も
と
て
も
わ
か
り
に
く
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
こ
の
小
説
は
今
回
の
大
震
災
（
東
日
本
大
震
災

―
荒
木
註
）
を
あ
ら
ゆ
る
場
所
で
経
験
し
た
人
、
生
き
て
い
る
人
死
ん
だ
人
、
全
て
に
向
け
て
書
い
た
も
の
で
す
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
色
濃
い
作
品
で
あ
る
。
能
楽
の
物
語
世
界
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
人
と
人
と
の
「
あ
い
だ
」、
現
実
と
異
界
と

の
「
あ
い
だ
」
あ
る
い
は
作
品
と
読
み
手
の
「
あ
い
だ
」
と
い
う
こ
の
「
あ
い
だ
」
の
世
界
に
着
目
し
、
こ
の
「
あ
い
だ
」
そ
の
も
の

の
持
つ
力
と
可
能
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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１

物
語
上
に
お
い
て
小
夜
子
の
果
た
す
役
割

１－
１

小
夜
子
と
洋
一
の
「
あ
い
だ
」
に
あ
っ
た
埋
め
ら
れ
な
い
空
間

私
た
ち
の
あ
い
だ
に
は
い
つ
で
も
空
間
が
あ
っ
た
。
豊
か
で
広
が
り
や
余
裕
の
あ
る
い
ご
こ
ち
の
い
い
広
い
場
所
。
ど
う
し
て

生
々
し
い
人
間
の
男
女
が
こ
こ
ま
で
う
ま
く
空
間
を
育
て
て
き
た
の
か
、
不
思
議
な
く
ら
い
だ
っ
た
。
い
そ
が
ず
、
ち
ょ
っ
と
ず

つ
出
し
あ
っ
た
り
引
き
あ
っ
て
、
手
塩
に
か
け
て
ふ
ん
わ
り
育
て
た
の
だ
。
ス
フ
レ
の
よ
う
に
、
パ
ン
種
の
よ
う
に
。（p.１１

）

小
夜
子
が
洋
一
の
生
前
、
二
人
の
あ
い
だ
に
感
じ
て
い
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
「
豊
か
で
広
が
り
や
余
裕
の
あ
る
い
ご
こ
ち
の
い
い
」、

広
い
空
間
だ
っ
た
。「
豊
か
」「
い
ご
こ
ち
の
い
い
」「
手
塩
に
か
け
て
」
な
ど
と
い
う
表
現
か
ら
、
こ
の
空
間
は
小
夜
子
が
洋
一
と
つ
き

あ
う
う
え
で
と
て
も
大
切
に
し
て
き
た
空
間
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
。「
ス
フ
レ
」「
パ
ン
種
」
な
ど
と
形
容
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ

れ
は
実
質
的
に
中
身
が
詰
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
手
間
ひ
ま
か
け
る
こ
と
で
よ
う
や
く
形
が
整
う
（
ほ
う
っ
て
お
け
ば
萎
ん
で

し
ま
う
）
種
類
の
も
の
で
あ
っ
た
。
現
に
小
夜
子
は
「
き
っ
と
私
の
魂
は
ど
こ
か
で
知
っ
て
い
た
」
と
し
て
、
い
つ
か
は
別
れ
が
訪
れ
、

は
か
な
く
消
え
て
し
ま
う
関
係
で
あ
る
こ
と
を
予
感
し
て
い
た
。「
ふ
た
り
で
い
る
と
ど
こ
と
な
く
は
か
な
い
感
じ
」
が
し
た
し
「
お
た

が
い
を
遠
く
に
感
じ
て
い
た
」。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
「
豊
か
で
幸
せ
な
空
間
」
だ
と
感
じ
て
い
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
二
人
の
関
係
は
手
間
ひ
ま
を
か
け
る
こ
と
で
よ
う
や
く
保
て
る
人
間
関
係
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
い
だ
に
こ

の
「
空
間
」
を
挟
む
こ
と
で
し
か
居
心
地
の
よ
さ
を
感
じ
ら
れ
な
い
関
係
で
あ
っ
た
。
二
人
の
間
に
は
永
遠
に
埋
め
ら
れ
な
い
空
間
的

な
距
離
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
こ
の
と
き
す
で
に
小
夜
子
自
身
が
認
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

よしもとばなな『スウィート・ヒアアフター』論69



１－

２

「
こ
の
世
の
仕
事
で
は
な
い
」
洋
一
の
作
品
整
理

鉄
と
木
を
組
み
合
わ
せ
て
作
る
独
特
な
現
代
彫
刻
を
手
が
け
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
洋
一
と
そ
の
恋
人
小
夜
子
は
、
旅
先
で
不
慮
の
事
故

に
遭
い
、
洋
一
は
還
ら
ぬ
人
と
な
り
、
小
夜
子
は
祖
父
の
導
き
に
よ
っ
て
瀕
死
の
状
態
か
ら
辛
う
じ
て
現
世
に
も
ど
っ
た
。
一
命
は
と

り
と
め
た
も
の
の
、
お
腹
に
鉄
の
棒
が
さ
さ
っ
て
い
た
た
め
に
、
小
夜
子
は
「
言
葉
に
い
い
つ
く
せ
な
い
ほ
ど
生
々
し
く
き
つ
い
道
の

り
」
で
、
回
復
ま
で
に
大
変
な
痛
み
と
苦
労
を
重
ね
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
回
復
し
て
い
く
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

小
夜
子
の
生
活
は
一
変
す
る
。
事
故
前
に
し
て
い
た
ア
ル
バ
イ
ト
は
辞
め
ざ
る
を
得
ず
、
住
ま
い
の
あ
る
東
京
と
洋
一
の
ア
ト
リ
エ

の
あ
る
京
都
を
行
き
来
し
、
彼
の
遺
品
と
し
て
の
作
品
整
理
だ
け
に
情
熱
を
注
ぐ
生
活
が
は
じ
ま
る
。
小
夜
子
は
こ
の
世
に
お
い
て
「
な

ん
に
も
な
い
白
紙
の
人
」
と
な
っ
た
。
傷
つ
い
た
身
体
と
お
そ
る
お
そ
る
つ
き
あ
い
な
が
ら
、
二
年
間
、
こ
の
そ
う
っ
と
し
か
動
か
せ

な
い
身
体
と
と
も
に
、
小
夜
子
は
洋
一
を
失
っ
た
悲
し
み
を
堪
え
な
が
ら
、
き
わ
め
て
事
務
的
に
作
品
整
理
と
事
務
所
の
後
始
末
を
こ

な
し
て
き
た
。

小
夜
子
に
と
っ
て
こ
の
仕
事
は
、「
こ
の
世
の
仕
事
で
は
な
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
洋
一
と
と
も
に
暮
ら
し
た
ア
ト
リ
エ

と
彼
の
作
品
は
、
洋
一
を
感
じ
て
い
ら
れ
る
貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
彼
の
作
品
は
、
死
ん
だ
洋
一
と
今
の
現
実
を
つ
な
い
で

「
命
」
を
感
じ
る
も
の
だ
っ
た
。
生
き
物
の
よ
う
な
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
」
さ
え
感
じ
て
い
た
。

こ
の
時
の
小
夜
子
に
と
っ
て
、
も
っ
と
も
生
き
生
き
と
し
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
動
き
を
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
こ
ち
ら
の
死
者
の
世
界

の
方
で
あ
っ
た
。
死
者
の
世
界
の
側
に
「
命
」「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
」
を
感
じ
て
い
る
小
夜
子
で
あ
る
。
現
世
の
人
間
か
ら
見
る
と
小

夜
子
は
ま
る
で
「
ユ
タ
の
目
」
を
し
て
、
ど
こ
か
に
「
ま
ぶ
い
（
魂
）」
を
落
と
し
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
、
事
故
前
と
は
「
別
人
の
外

見
」
で
あ
っ
た
。
小
夜
子
の
目
に
映
る
の
は
、「
現
実
に
は
目
の
前
に
な
い
い
ろ
ん
な
色
や
半
透
明
な
人
た
ち
」
で
あ
り
、
東
京
で
は
偶
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然
知
り
合
っ
た
不
思
議
な
男
性
あ�

た�

る�

に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
幽
霊
ア
パ
ー
ト
に
住
み
、
夜
は
「
あ
っ
ち
と
こ
っ
ち
の
混
じ
る
場
所
」

と
感
じ
ら
れ
る
沖
縄
バ
ー
に
通
い
、
そ
し
て
京
都
で
は
洋
一
の
作
品
整
理
と
い
う
「
幽
霊
の
仕
事
」
を
せ
っ
せ
と
こ
な
す
日
々
を
送
っ

た
。
ま
さ
に
「
死
者
た
ち
」
と
と
も
に
、
彼
ら
と
と
も
に
生
活
す
る
毎
日
で
あ
っ
た
。

１－

３

「
ワ
キ
」
的
存
在
と
し
て
の
小
夜
子

言
い
換
え
れ
ば
事
故
後
の
小
夜
子
は
、
こ
の
世
に
居
な
が
ら
に
し
て
別
の
異
空
間
に
身
を
置
く
特
異
な
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ

の
異
空
間
は
生
死
の
境
目
と
な
る
ま
さ
に
そ
の
「
あ
い
だ
」
と
い
う
べ
き
場
所
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
生
と
死
の
世
界
を
結
ぶ
「
あ
い
だ
」
の
世
界
に
つ
い
て
、
能
楽
師
と
し
て
の
専
門
的
立
場
か
ら
言
及
す
る
の
は
安
田
登
で
あ
る
。

安
田
（２０１４

）
に
よ
れ
ば
、
能
楽
の
世
界
に
お
い
て
こ
の
「
あ
い
だ
（
あ
わ
い
）」
と
は
、「
自
己
と
他
者
、
異
界
と
現
実
界
、
時
間
と

空
間
、
あ
っ
ち
と
こ
っ
ち
」
と
い
う
「
ふ
た
つ
の
も
の
が
出
会
う
界
隈
」
で
あ
り
、
能
の
物
語
舞
台
は
こ
の
「
あ
い
だ
」
で
あ
る
こ
と

が
多
い
と
い
４う
。
そ
し
て
こ
の
両
者
の
世
界
を
つ
な
ぐ
重
要
な
媒
介
者
が
「
ワ
キ
方
」
で
あ
る
。

能
楽
で
は
、
シ
テ
方
と
い
う
主
役
を
脇
か
ら
支
え
る
こ
の
ワ
キ
方
が
重
要
な
役
割
を
担
う
。
ワ
キ
方
は
そ
の
役
割
上
、
限
り
な
く
そ

の
存
在
感
を
消
し
、
シ
テ
方
を
引
き
立
て
る
こ
と
が
そ
の
使
命
の
す
べ
て
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
現
実
の
世
界
に
位
置
し
、
異
界
の
存

在
と
し
て
現
実
界
に
何
ら
か
の
わ
だ
か
ま
り
を
残
し
て
い
る
シ
テ
方
の
思
い
を
引
き
受
け
、
つ
な
ぐ
。

ワ
キ
方
の
第
一
の
使
命
は
、
こ
の
シ
テ
方
の
心
残
り
を
「
分
け
」、
時
に
現
実
界
の
人
間
に
そ
の
存
在
を
「
分
か
ら
せ
る
」
た
め
に
つ

な
ぐ
こ
と
で
あ
る
。
ワ
キ
方
そ
の
も
の
は
基
本
的
に
「
無
力
」
で
あ
る
。「
何
も
し
な
い
」
こ
と
に
全
身
全
霊
を
手
向
け
、
徹
底
的
に
そ

の
存
在
を
消
し
去
５る
。
そ
し
て
そ
の
身
を
「
薄
く
、
薄
く
」
ほ
と
ん
ど
「『
無
』
に
近
い
状
態
」
に
す
る
こ
と
で
初
め
て
、「
あ
の
世
と
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こ
の
世
は
出
会
い
得
る
」
の
で
あ
６る
。

仮
に
、
小
夜
子
を
取
り
巻
く
関
係
性
を
こ
の
能
の
舞
台
に
当
て
は
め
る
と
、
小
夜
子
の
果
た
す
役
割
は
ま
さ
に
ワ
キ
方
に
等
し
い
。

洋
一
と
い
う
シ
テ
方
が
思
い
残
し
た
作
品
を
整
理
す
る
事
で
洋
一
の
思
い
を
こ
の
世
に
つ
な
げ
よ
う
と
し
て
い
る
小
夜
子
。
腹
部
に
受

け
た
致
命
傷
に
よ
り
ほ
と
ん
ど
身
体
に
力
の
入
ら
な
い
「
無
力
」
な
存
在
な
が
ら
、
幽
霊
た
ち
と
と
も
に
現
実
と
異
界
の
「
あ
い
だ
」

で
、
そ
う
っ
と
少
し
ず
つ
、
時
間
を
か
け
て
、
そ
の
役
割
を
遂
行
し
て
い
る
。

２

求
め
す
ぎ
て
不
自
由
だ
っ
た
小
夜
子
の
問
題

２－

１

小
夜
子
自
身
が
気
づ
い
た
こ
と

こ
の
物
語
は
、
小
夜
子
と
洋
一
の
二
人
が
不
慮
の
事
故
に
遭
い
、
洋
一
は
還
ら
ぬ
人
と
な
り
小
夜
子
は
か
ろ
う
じ
て
一
命
を
と
り
と

め
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
小
夜
子
が
少
し
ず
つ
回
復
す
る
な
か
で
、
最
初
は
気
づ
か
な
か
っ
た
洋
一
と
の
本
当
の
結
び
つ
き

に
つ
い
て
実
感
を
も
っ
て
気
づ
く
ま
で
が
、
ご
く
丁
寧
に
描
か
れ
て
い
る
。
前
項
で
示
し
た
通
り
、
仮
に
小
夜
子
が
洋
一
と
い
う
主
役

（
シ
テ
）
の
生
き
た
証
を
作
品
と
し
て
残
す
た
め
の
媒
介
者
（
ワ
キ
）
と
し
て
の
み
存
在
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
彼
女
の
物
語
的
役
割
は
、

た
だ
単
に
「
あ
い
だ
」
に
立
ち
、
己
を
空
し
く
し
て
そ
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ
、
実
体
の
な
い
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の

舞
台
は
も
ち
ろ
ん
能
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
小
夜
子
は
こ
の
物
語
の
中
で
実
際
に
自
分
自
身
が
何
か
に
気
づ
き
、
自
身
の
成
長

を
か
み
し
め
る
経
験
を
す
る
に
至
る
。

物
語
の
後
半
に
、
小
夜
子
の
次
の
よ
う
な
発
言
が
あ
る
。
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前
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
の
び
の
び
生
き
れ
ば
よ
か
っ
た
な
。
親
が
安
心
し
て
、
学
校
で
も
バ
イ
ト
先
で
も
と
け
込
み
や
す
い

外
見
に
し
て
、
発
言
も
控
え
め
に
し
た
ほ
う
が
か
え
っ
て
目
立
た
な
い
か
ら
自
由
に
動
き
や
す
い
っ
て
思
い
込
ん
で
い
た
ん
だ
よ

ね
。（p.１２９
）
（
傍
線
―
荒
木

以
下
同
じ
）

洋
一
と
つ
き
あ
っ
て
い
た
当
時
、
洋
一
の
作
る
作
品
の
誰
よ
り
も
確
か
な
フ
ァ
ン
で
あ
っ
た
小
夜
子
は
、
徹
底
し
て
洋
一
に
寄
り
添

い
、
活
躍
を
見
守
る
立
場
に
あ
っ
た
。
収
入
の
不
安
定
な
洋
一
と
の
結
婚
に
懐
疑
的
な
両
親
に
心
配
か
け
ま
い
と
、
洋
一
と
は
す
で
に

別
れ
た
も
の
と
見
せ
か
け
、
隠
れ
て
付
き
合
い
を
続
け
て
い
た
。
そ
の
一
方
で
洋
一
の
家
族
に
は
愛
さ
れ
、
小
夜
子
も
洋
一
の
両
親
の

期
待
に
応
え
て
娘
の
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
。
ア
ル
バ
イ
ト
と
し
て
雇
わ
れ
て
い
る
レ
ス
ト
ラ
ン
で
も
よ
く
働
き
、
重
宝
さ
れ
た
。
小
夜

子
は
そ
の
よ
う
に
し
て
ど
こ
に
い
て
も
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
に
徹
し
て
い
た
。

そ
れ
が
こ
の
事
故
を
き
っ
か
け
に
い
っ
た
ん
「
白
紙
」
の
状
態
と
な
る
。
親
に
は
洋
一
と
の
関
係
が
ば
れ
、
バ
イ
ト
先
は
ク
ビ
に
な

り
、
そ
し
て
何
よ
り
最
愛
の
洋
一
を
失
っ
た
。
こ
の
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
の
再
ス
タ
ー
ト
を
経
験
す
る
な
か
で
得
た
答
え
の
一
つ
が
、

こ
の
「
前
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
の
び
の
び
生
き
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
発
言
で
あ
る
。
彼
女
の
「
か
つ
て
」
の
わ
だ
か
ま
り
は
い
っ

た
い
ど
こ
に
原
因
が
あ
っ
た
の
か
。

２－

２

所
有
欲
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
愛
す
る
」

こ
の
、「
前
か
ら
こ
う
い
う
ふ
う
に
の
び
の
び
生
き
れ
ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
発
言
の
前
に
小
夜
子
が
起
こ
し
た
大
き
な
ア
ク
シ
ョ
ン

が
あ
る
。
そ
れ
は
携
帯
電
話
の
待
ち
受
け
画
面
を
変
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
待
ち
受
け
画
面
に
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
の
は
洋
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一
と
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
写
真
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
新
し
く
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
子
犬
が
お
腹
に
入
っ
て
い
る
母
犬
の
写
真
に
「
な
ん

と
な
く
」
変
え
た
と
い
う
。

こ
の
「
な
ん
と
な
く
」
の
「
自
然
さ
」
は
、
彼
女
自
身
も
驚
く
ほ
ど
だ
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
へ
来
て
ず
っ
と
消
せ
な
か
っ

た
洋
一
と
の
待
ち
受
け
画
面
を
自
然
な
気
持
ち
で
消
せ
た
の
は
な
ぜ
だ
っ
た
の
か
。

こ
の
物
語
の
前
半
部
、
す
な
わ
ち
小
夜
子
が
ま
だ
洋
一
の
死
を
受
け
止
め
き
れ
ず
に
泣
き
暮
ら
し
て
い
た
頃
の
小
夜
子
の
言
葉
を
注

意
深
く
辿
っ
て
み
る
と
、
見
え
て
く
る
こ
と
が
一
つ
あ
る
。

彼
は
い
な
い
け
れ
ど
私
は
彼
の
仕
事
を
し
て
い
る
、
そ
の
充
実
感
。（
中
略
）
私
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
人
気
者
だ
っ
た
彼

を
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
で
や
っ
と
し
み
じ
み
と
ひ
と
り
じ
め
し
て
い
る
淡
い
光
の
よ
う
な
幸
せ
。

そ
ん
な
中
途
半
端
な
、
し
か
し
な
ん
と
も
気
楽
な
日
々
を
私
は
い
つ
ま
で
も
飴
を
な
め
る
よ
う
に
味
わ
い
な
が
ら
過
ご
し
て
い

た
。（p.３６

）
（
傍
線
―
荒
木

以
下
同
じ
）

愛
犬
や
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
し
か
会
え
な
か
っ
た
っ
て
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
愛
し
合
っ
て
い
て
も
最
後
は
ひ
と
り
で
ど
こ
か
へ

行
っ
た
り
、
決
め
た
り
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
っ
て
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
に
持
っ
て
い
け
る
の
は
彼
の
面
影
だ
け
。

楽
し
か
っ
た
思
い
出
だ
け
。
逆
に
言
う
と
、
そ
れ
だ
け
は
だ
れ
も
私
か
ら
奪
え
な
い
。

そ
れ
が
本
当
に
わ
か
っ
た
か
ら
、
私
は
今
を
生
き
て
い
ら
れ
る
。（p.４８

）

こ
こ
で
気
づ
く
こ
と
は
、
こ
の
段
階
で
の
小
夜
子
は
、
洋
一
を
「
ひ
と
り
じ
め
し
て
い
る
」
感
覚
で
「
彼
の
面
影
」「
楽
し
か
っ
た
思
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い
出
」
だ
け
を
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
夜
子
に
と
っ
て
洋
一
は
、
あ
く
ま
で
も
所
有
し
う
る

も�

の�

と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
。
得
ら
れ
る
「
充
実
感
」
は
あ
く
ま
で
も
「
彼
の
仕
事
を
し
て
い
る
」
実
感
か
ら
来
る
も
の
で
あ
り
、

今
は
亡
き
洋
一
の
存�

在�

を
彼
の
作
品
に
置
き
換
え
て
、
所
有
し
う
る
も�

の�

と
し
て
感
じ
な
が
ら
、
小
夜
子
は
洋
一
を
想
っ
て
い
る
。

事
故
前
の
小
夜
子
と
洋
一
の
関
係
に
も
、
こ
の
も�

の�

同
士
と
し
て
の
人
間
関
係
の
と
ら
え
方
が
か
い
ま
見
え
る
。
お
互
い
に
見
た
夢

の
話
を
し
て
い
る
場
面
で
、
二
人
が
結
婚
の
約
束
を
す
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
き
れ
い
な
夢
を
見
た
は
ず
な
の
に
、
な
ん
だ
か
淋
し
く
て
離
れ
が
た
く
て
ず
っ
と
く
っ
つ
い
て
い
た
。
彼
は
彼
の
、

別
の
思
い
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
と
に
か
く
ふ
た
り
は
た
と
え
違
う
気
持
ち
で
も
同
じ
だ
け
の
分
量
を
持
ち
寄
っ

て
、
ひ
と
つ
の
ふ
と
ん
に
く
る
ま
っ
て
い
た
。（p.５１

）

こ
の
言
述
に
よ
っ
て
、
物
語
の
後
半
で
彼
女
自
身
が
気
づ
い
た
、
の
び
の
び
生
き
て
来
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
小
夜
子
像
が
、
こ
こ

で
対
象
化
さ
れ
る
。
こ
の
当
時
彼
女
が
求
め
て
い
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
実�

在�

と
し
て
感
じ
ら
れ
る
洋
一
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
所

有
欲
に
う
ら
づ
け
ら
れ
た
も�

の�

と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
は
相
手
を
自
分
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
対
峙
さ
せ
る
行
為
に
も
つ
な

が
り
、
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
愛
す
る
と
い
う
行
為
は
、
そ
の
人
の
好
意
を
手�

に�

入�

れ�

た�

い�

、
そ
の
人
を
自
分
の
も�

の�

と
し
て
引

き
寄
せ
て
お
き
た
い
と
い
う
、
所
有
欲
に
も
と
づ
い
た
営
み
と
な
る
。

こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
小
夜
子
に
と
っ
て
洋
一
が
こ
の
世
か
ら
い
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
こ
の
所
有
欲
が
満
た

さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
の
紛
れ
も
な
い
事
実
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
携
帯
電
話
の
待
ち
受
け
画
面
か
ら
洋
一
と
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ

ト
写
真
が
消
せ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
確
か
な
思
い
出
を
一
つ
で
も
多
く
所�

有�

し�

て�

お�

き�

た�

い�

願
望
の
現
れ
だ
か
ら
で
あ
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る
。
そ
れ
が
こ
の
物
語
で
は
、
結
果
的
に
こ
の
「
大
切
な
思
い
出
」
を
待
ち
受
け
画
面
か
ら
消
し
た
と
き
、
小
夜
子
の
言
動
に
変
化
の

兆
し
が
見
え
て
く
る
。
自
分
自
身
が
何
か
に
と
ら
わ
れ
て
「
の
び
の
び
」
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
気
づ
き
、
欲
し
が
っ
て
ば
か
り
い
た

自
分
の
姿
を
相
対
化
す
る
き
っ
か
け
を
得
て
い
る
。

２－

３

「
無
力
」
で
あ
る
こ
と
の
積
極
的
な
意
味

小
夜
子
の
こ
の
「
変
化
」
に
直
接
影
響
を
与
え
た
の
は
、
事
故
後
に
知
り
合
っ
た
あ
た
る
の
存
在
で
あ
る
。
あ
た
る
は
死
ん
だ
母
親

が
幽
霊
と
し
て
居
残
っ
て
い
る
ア
パ
ー
ト
に
暮
ら
し
、
母
親
の
姿
は
見
え
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
毎
日
お
花
と
お
水
を
あ
げ
て
母
を
想
っ

て
い
る
。
小
夜
子
は
、
偶
然
の
運
命
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
こ
の
男
性
に
不
思
議
な
安
心
感
を
覚
え
な
が
ら
、
次
第
に
惹
か
れ
て
い
く
。

こ
の
あ
た
る
に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、
彼
と
同
じ
ア
パ
ー
ト
に
引
っ
越
し
た
小
夜
子
は
、
あ
る
日
あ
た
る
の
前
で
次
の
よ
う
な
発

言
を
す
る
。

腸
に
傷
が
つ
く
と
、
お
腹
に
力
が
入
ら
な
い
ん
だ
。（p.８８

）

だ
か
ら
そ
う
っ
と
生
き
て
る
の
、
で
も
、
そ
う
っ
と
生
き
て
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
見
え
る
し
、
い
ろ
ん
な
こ
と
の
あ
り
が
た

み
が
わ
か
る
ん
だ
よ
。（p.８８

）

事
故
前
の
小
夜
子
と
事
故
後
の
小
夜
子
が
決
定
的
に
違
う
の
は
、
後
者
の
小
夜
子
に
は
、
親
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
、
他
人
に
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迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
、
周
囲
に
溶
け
込
み
や
す
い
よ
う
に
と
、
自
分
か
ら
先
回
り
し
て
動
い
て
き
た
そ
の
行
動
力
を
奪
わ
れ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
を
発
す
る
こ
と
さ
え
億
劫
と
感
じ
る
身
体
的
な
不
自
由
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
以
前
の
よ
う
に
欲
し
い
も
の
を

自
由
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
人
に
対
し
環
境
に
対
し
、
無
力
で
あ
る
し
か
生
き
る
方
法
が
な
い
と
い
う
生
活
は
、

小
夜
子
に
と
っ
て
初
め
て
味
わ
う
、
も
ど
か
し
い
体
験
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
無
力
」
で
あ
る
し
か
な
い
経
験
こ

そ
が
、
彼
女
に
新
た
な
気
づ
き
を
与
え
て
い
る
。
自
分
の
都
合
で
立
ち
回
っ
た
り
言
動
を
調
整
で
き
る
人
間
な
ら
で
は
の
力
を
奪
わ
れ

た
か
ら
こ
そ
、
小
夜
子
は
あ
た
る
の
次
の
よ
う
な
発
言
に
対
し
、
素
直
に
反
応
し
た
の
だ
ろ
う
。
幽
霊
ア
パ
ー
ト
に
ざ
わ
め
く
異
界
の

者
た
ち
の
声
に
不
快
感
を
示
す
小
夜
子
を
あ
た
る
が
た
し
な
め
る
。

「
で
も
ど
う
せ
こ
の
ア
パ
ー
ト
は
壊
れ
る
ん
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
く
ら
い
、
放
っ
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
だ
い
た
い
上
に
早
く

あ
が
る
の
が
い
い
な
ん
て
、
だ
れ
が
決
め
た
ん
だ
い
。
上
で
の
時
間
の
感
覚
で
は
、
一
年
も
十
年
も
大
し
て
変
わ
り
は
し
な
い
よ
。」

あ
た
る
さ
ん
は
言
っ
た
。

「
そ
れ
は
、
ほ
ん
と
う
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
ね
。」

私
は
意
外
に
も
す
ぐ
に
納
得
し
た
。
す
ご
く
納
得
で
き
た
の
だ
。

そ
う
だ
な
、
と
思
っ
た
の
だ
。
成
仏
し
て
ほ
し
い
と
か
、
い
や
や
は
り
そ
ば
に
い
て
ほ
し
い
と
か
、
そ
れ
は
生
き
て
い
る
人
間

の
つ
ご
う
で
あ
っ
て
、
ほ
ん
と
う
は
も
っ
と
大
き
な
力
や
し
ぜ
ん
の
こ
と
わ
り
で
生
死
は
回
っ
て
い
る
の
か
も
。（p.９４

）

と
こ
と
ん
お
か
し
い
人
と
お
か
し
い
家
に
住
ん
で
る
。
で
も
そ
の
や
け
く
そ
な
感
じ
は
妙
に
心
地
よ
か
っ
た
。
こ
わ
く
は
な
か
っ

た
。
も
う
い
い
や
、
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
ち
ゃ
え
、
そ
う
思
っ
た
。
今
生
き
て
い
る
、
心
臓
が
動
い
て
い
る
、
息
を
し
て
い
る
。
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そ
の
こ
と
だ
け
し
か
な
い
感
じ
を
久
し
ぶ
り
に
味
わ
っ
て
い
た
。（p.９５

）

あ
た
る
が
示
し
た
方
向
性
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
「
い
ろ
ん
な
こ
と
が
と
て
も
自
由
に
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」（p.１０２

）
と
い
う
思

い
と
と
も
に
、
小
夜
子
は
「
逃
げ
な
い
」（p.１０５

）
こ
と
で
得
ら
れ
る
積
極
的
な
意
味
に
も
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
気
づ
く
よ
う
に
な
る
。

夢
の
中
で
祖
父
か
ら
得
た
助
言
に
も
救
わ
れ
る
。

な
に
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
火
を
起
こ
し
て
、
そ
れ
が
燃
え
さ
か
り
、
消
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
炭
や
灰
に
な
る
。
な
に

に
お
き
か
え
て
も
み
ん
な
同
じ
過
程
だ
。
そ
の
全
部
を
な
る
べ
く
ね
ば
れ
。
先
を
見
た
い
気
持
ち
で
の
め
る
な
。
ね
ば
っ
て
一
歩

で
も
遅
く
た
め
て
い
く
ん
だ
。（p.１１０

）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
分
の
力
で
は
思
う
よ
う
に
生
き
ら
れ
な
い
無
力
さ
の
中
で
、
そ
の
制
限
こ
そ
が
人
を
自
由
に
し
、
そ
こ
に
と

ど
ま
る
こ
と
こ
そ
が
無
か
ら
有
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
た
り
う
る
こ
と
に
、
小
夜
子
は
気
づ
く
に
至
る
。

２－

４

こ
の
世
に
は
「
全
部
あ
る
」
と
い
う
気
づ
き

洋
一
の
作
品
整
理
も
佳
境
に
入
り
、
京
都
の
ア
ト
リ
エ
を
た
た
む
日
が
近
づ
い
て
き
た
。
こ
の
片
付
け
を
目
的
と
し
て
は
最
後
の
京

都
行
き
に
な
る
日
が
近
づ
い
て
来
た
あ
る
日
、
小
夜
子
は
、
あ
た
る
に
誘
わ
れ
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
む
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
あ
た
る
は
さ

り
げ
な
く
、
最
後
の
晩
に
自
分
も
京
都
で
合
流
す
る
と
い
う
計
画
を
持
ち
か
け
る
。
彼
女
の
不
安
な
気
持
ち
を
察
し
て
の
こ
の
優
し
い
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提
案
に
、
小
夜
子
は
あ
た
る
を
「
な
ん
と
親
切
な
人
だ
ろ
う
」（p.１１３

）
と
思
う
。
そ
し
て
考
え
る
。

私
は
他
人
に
こ
ん
な
に
優
し
く
で
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
底
の
底
に
落
ち
る
ま
え
は
、
こ
わ
く
て
こ
わ
く
て
な
に
も

見
な
い
よ
う
に
生
き
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

底
の
底
で
は
み
ん
な
が
先
を
急
が
な
い
か
ら
優
し
い
ん
だ
な
、
と
な
ん
と
な
く
夢
の
中
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
を
思
い
出
し
な
が
ら

私
は
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
ん
だ
。（p.１１３

）

ぜ
ん
ぜ
ん
あ
て
に
な
ら
な
い
彼
、
ふ
わ
ふ
わ
し
た
場
当
た
り
的
な
性
格
で
、
ち
っ
と
も
頼
も
し
く
な
い
。
し
か
し
、
コ
ー
ヒ
ー

カ
ッ
プ
を
は
さ
ん
で
向
こ
う
側
に
い
る
彼
の
に
っ
こ
り
と
し
た
口
の
は
し
だ
け
が
、
寝
ぐ
せ
の
つ
い
た
髪
の
毛
が
、
投
げ
出
し
た

足
が
、
な
ぜ
か
希
望
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

な
に
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
な
に
に
も
つ
な
が
っ
て
な
い
可
能
性
も
大
だ
っ
た
。

そ
れ
で
も
彼
の
頭
の
中
の
ハ
ッ
ピ
ー
が
今
こ
の
瞬
間
の
私
を
ハ
ッ
ピ
ー
に
し
た
。（p.１１６

）

そ
し
て
こ
の
言
述
の
後
す
ぐ
に
、「
人
の
心
の
中
の
い
い
景
色
は
、
な
ぜ
か
他
の
人
に
大
き
な
力
を
与
え
る
の
だ
」（p.１１７

）
と
は
っ

き
り
言
い
切
る
。

人
の
頭
の
中
の
感
情
が
、
一
瞬
に
し
て
相
手
を
同
じ
気
持
ち
に
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
次
な
る
大
き
な
力
に
つ
な
が
る
。
こ
の
こ
と

が
小
夜
子
の
最
大
の
気
づ
き
と
な
る
。
あ
た
る
の
姉
が
経
営
し
て
い
る
温
室
バ
ー
を
訪
ね
、
こ
の
世
の
中
は
美
も
醜
も
、
天
国
も
地
獄

も
、
正
義
も
悪
も
、
み
な
「
両
方
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
。
そ
し
て
そ
の
「
全
部
が
あ
る
」
と
い
う
こ
の
地
上
に
対
す
る
感
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慨
が
頭
を
よ
ぎ
る
。

こ
ん
な
に
美
し
い
も
の
の
中
で
、
醜
い
こ
と
を
考
え
る
自
由
が
あ
る
。
美
し
い
店
に
は
必
ず
ご
み
捨
て
場
も
あ
り
、
い
や
な
客

も
い
る
。
お
酒
を
飲
ん
だ
ら
気
持
ち
よ
く
酔
え
る
が
、
飲
み
過
ぎ
た
ら
地
獄
を
見
る
。
い
つ
で
も
天
国
が
あ
れ
ば
同
じ
分
量
の
地

獄
も
必
ず
ひ
そ
ん
で
い
る
。

両
方
あ
る
こ
と
を
ぐ
っ
と
か
み
し
め
な
が
ら
、
身
軽
に
旅
を
す
る
…
…
み
っ
と
も
な
く
あ
が
き
な
が
ら
、
鼻
に
水
が
入
っ
て
げ

え
げ
え
吐
い
た
り
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
な
に
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
瞬
間
が
訪
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
…
…

そ
の
全
部
が
あ
る
こ
の
地
上
の
大
き
さ
の
中
に
し
ば
し
身
を
置
け
る
こ
と
を
、
あ
ま
り
に
も
贅
沢
だ
と
単
純
に
思
っ
た
の
だ
。（p.

１２２

）

物
語
の
言
説
を
た
ど
る
と
唐
突
に
も
思
え
る
小
夜
子
の
こ
の
気
づ
き
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
前
提
と
し
て
あ
る
の
は
、
あ
た
る
が
母
の

遺
志
を
受
け
つ
い
で
、
生
き
て
い
る
こ
と
に
常
に
感
謝
の
祈
り
を
捧
げ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
ど
ん
な
苦
境
に
立

た
さ
れ
て
も
「
い
つ
で
も
い
ろ
ん
な
こ
と
に
あ
り
が
と
う
っ
て
思
」
え
る
母
、「
ど
こ
に
い
っ
て
も
窓
か
ら
外
を
見
て
、「
生
き
て
る
っ

て
楽
し
い
ね
え
、
あ
り
が
と
う
っ
て
思
う
よ
ね
」
と
本
気
で
言
う
母
、「
き
わ
め
て
自
然
に
あ
り
が
と
う
を
身
に
ま
と
っ
て
い
る
」
母
を

感
じ
な
が
ら
、
ほ
が
ら
か
に
生
き
て
い
る
あ
た
る
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
、
自
然
に
得
た
気
づ
き
で
あ
る
。

生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
に
足
り
な
い
も
の
を
誰
か
か
ら
奪
う
こ
と
で
は
な
く
、
余
計
な
も
の
を
自
分
の
中
か
ら
追
い
払
い
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
生
き
る
こ
と
で
も
な
い
。
足
り
な
い
か
ら
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
も
、
い
ら
な
い
か
ら
投
げ
出
し
て
し

ま
い
た
い
と
思
う
も
の
も
、
最
初
か
ら
み
な
自
分
の
中
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
あ
た
る
も
、
あ
た
る
の
母
も
、
ど
ん
な
状
況
に
置
か
れ
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て
も
、
心
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
心
を
閉
ざ
し
て
偽
り
の
自
分
を
生
き
る
必
要
も
な
い
か
ら
、
心
が
開
放
さ
れ
る
。
自
分
以
外

の
他
者
す
べ
て
に
感
謝
で
き
る
。「
生
き
て
い
る
」
こ
と
を
心
か
ら
肯
定
で
き
る
。

３

洋
一
の
作
品
を
こ
の
世
に
遺
す
と
い
う
こ
と

こ
の
よ
う
に
し
て
物
語
の
後
半
に
な
る
と
小
夜
子
は
、
自
分
の
意
志
で
自
身
の
身
体
す
ら
自
由
に
動
か
せ
な
い
「
無
力
」
な
状
態
の

中
で
、「
無
力
」
で
あ
る
が
ゆ
え
の
豊�

か�

な�

経�

験�

を
す
る
に
至
る
。
次
に
は
こ
の
小
夜
子
の
「
豊
か
な
経
験
」
の
内
実
に
つ
い
て
、
考
察

を
進
め
て
い
き
た
い
。

３－

１

主
体
と
は
、
そ
の
連�

続�

性�

に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の

木
村
（１９８８

）
は
、
神
経
生
理
学
者
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
（W

eizsäcker,V
.V

.,1933

）
が
生
理
学
に
取
り
入
れ
た
主
体
の
概
念
を

実
際
の
人
間
関
係
に
援
用
し
、「
主
体
」
と
は
人
と
人
が
関
わ
り
あ
う
そ
の
環
境
と
の
関
係
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
と
い
う
見
解
を

示
し
７た
。
木
村
は
こ
の
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
の
「
主
体
が
転
機
（K

rise
）
に
お
い
て
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
と
き
に
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ

は
は
じ
め
て
真
に
主
体
に
気
づ
く
の
で
あ
る
」「
主
体
と
は
確
実
な
所
有
物
で
は
な
く
、
そ
れ
を
所
有
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
絶
え
ず
獲

得
し
つ
づ
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
説
に
着
目
す
８る
。
こ
こ
で
「
転
機
」
と
は
、
主
体
が
何
ら
か
の
き
っ
か
け

で
無
意
識
に
古
い
原
理
を
捨
て
、
新
し
い
原
理
が
獲
得
さ
れ
る
際
の
変
化
の
節
目
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
も
の
だ
が
、
木
村
に
よ
れ
ば
、

そ
も
そ
も
こ
の
「
主
体
」
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
主
体
と
し
て
認
識
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
環
境
と
出
会
い
、
絶
え
ず
消
滅
と
生
成
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を
伴
う
「
転
機
」
を
経
験
す
る
こ
と
で
、
絶
え
る
こ
と
な
く
「
ま
と
ま
り
」
を
目
指
し
続
け
る
、
そ
の
連�

続�

性�

に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も

の
と
い
う
。

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
は
こ
の
「
主
体
」
を
、
自
己
の
存
在
を
意
識
し
う
る
人
間
だ
け
に
見
て
い
る
の
で
は
な
い
。「
意
識
の
な
い
有
機

体
に
し
て
も
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
に
特
別
な
心
的
内
容
を
体
験
し
て
い
な
い
有
機
体
に
し
て
も
、
や
は
り
主
体
と
し
て
環
境
と
関
わ

り
を
持
つ
」
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
「
癲
癇
の
発
作
な
ど
に
よ
っ
て
意
識
を
喪
失
し
て
い
る
状
態
」
の
人
間
も
、
人
の
言
葉
で
自

分
の
状
態
を
語
れ
な
い
動
物
な
ど
も
み
な
「
主
体
」
を
持
ち
う
る
存
在
と
み
な
さ
れ
９る
。「
心
や
意
識
に
つ
い
て
の
言
表
が
不
可
能
な
生

物
」
も
み
な
、
環
境
に
よ
っ
て
「
主
体
」
を
語
り
う
る
も
の
と
な
る
。

３－

２

洋
一
は
「
あ
い
だ
」
の
世
界
に
生
き
続
け
て
い
る

小
夜
子
は
絶
対
的
に
無
力
で
、
自
分
と
し
て
は
何
も
で
き
な
い
状
況
に
さ
ら
さ
れ
な
が
ら
、
唯
一
、
洋
一
の
作
品
を
こ
の
世
に
遺
す

と
い
う
ア
ク
シ
ョ
ン
は
起
こ
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
小
夜
子
に
は
確
か
に
、
私�

と
し
て
実
感
で
き
る
も
の
は
徹
底
的
に
な
き
に
等
し

い
が
、
洋
一
の
作
品
を
遺
そ
う
と
い
う
行�

動�

の
中
で
、
そ
の
主
体
と
し
て
の
役
割
は
、
確
実
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
大
切
な
気
づ
き
は
こ
の
行
為
が
、
こ
の
行
為
に
よ
っ
て
誰
か
の
好
意
を
得
る
と
か
、
も
う
一
度
洋
一
を
こ
の
世
に
取
り
戻
し

た
い
、
な
ど
と
い
う
所
有
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
に
「
洋
一
の
作
品
を
遺
す
」
と
い
う
行�

為�

そ�

の�

も�

の�

に
目
的
が
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

木
村
（１９８２

）
は
こ
の
「
も
の
」
に
取
り
囲
ま
れ
た
世
界
と
、
そ
れ
と
は
別
に
「
客
観
的
・
対
象
的
な
も�

の�

と
し
て
現
れ
る
の
で
は

な
い
よ
う
な
、
そ
れ
と
は
全
く
別
種
の
世
界
の
現
れ
方
」
を
す
る
世
界
を
「
こ�

と�

の
世
界
」
と
い
う
言
い
方
で
分
け
て
と
ら
え
て
い
１０る
。
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こ
こ
で
木
村
が
言
う
「
も
の
の
世
界
」
は
、
客
観
化
し
う
る
対
象
物
す
べ
て
を
指
す
の
で
あ
る
か
ら
、
は
っ
き
り
と
そ
の
存
在
を
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
「
も
の
」
と
し
て
表
し
え
な
い
も
の
を
「
こ
と
の
世
界
」
と
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
「
こ
と
の

世
界
」
を
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
し
う
る
の
か
。

木
村
は
そ
れ
を
も�

の�

と
も�

の�

と
の
「
あ
い
だ
」
に
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
み
せ
る
の
は
吉
野

（２０１０

）
で
あ
る
。
吉
野
の
図
（
図
１
）
を
参
照
し
な
が
ら
、
整
理
し
て
考
え
た
い
。

吉
野
は
、
木
村
（１９８３

）
が
取
り
上
げ
た
「
こ
の
花
は
美
し
い
」
と
い
う
表
現
を
使
い
、
さ
ら
に
噛
み
砕
い
て
説
明
す
１１る
。「
美
し
い
」

と
い
う
「
こ�

と�

」
は
、「
こ
の
花
」
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
「
私
」
と
の
「
あ
い
だ
」
に
あ
る
こ�

と�

だ
と
説
明
す
る
。
そ
も
そ
も
「
こ
の

花
」
と
い
う
「
も
の
」
は
、
そ
れ
単
独
で
は
認
識
の
世
界
で
は
存
在
し
得
ず
、
こ
こ
に
「
私
」
が
い
て
、「
美
し
い
」
と
感
じ
る
か
ら
こ

そ
、
そ
の
意
味
が
立
ち
上
が
る
。
こ
の
「
こ
の
花
」
に
先
立
っ
て
い
る
、「
私
」
が
「
美
し
い
」
と
感
じ
て
い
る
そ
の
行
為
に
こ
そ
、
こ

の
「
こ
と
の
世
界
」
は
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。「『
こ
と
』
は
私
た
ち
の
そ
れ
に
対
す
る
実
践
的
関
与
を
う
な
が
す
は
た
ら
き
」
で
あ
る
。

そ
の
言
い
方
の
中
に
「
私
自
身
の
世
界
に
対
す
る
か
か
わ
り
か
た
」
あ
る
い
は
「
私
の
生
き
か

た
が
含
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
１２る
。

試
み
に
、
こ
の
吉
野
の
図
式
に
倣
い
、
小
夜
子
が
洋
一
の
作
品
を
こ
の
世
に
遺
そ
う
と
奮
闘

す
る
行
為
を
図
式
で
示
す
。
こ
こ
で
「
遺
す
」
と
い
う
行
為
の
行
為
主
体
は
「
私
」
で
あ
る
小

夜
子
で
あ
る
。
そ
の
行
為
に
は
、「
私
」
で
あ
る
小
夜
子
が
、
そ
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
思
い
入

れ
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
に
扱
い
た
い
か
と
い
う
、
私
の
生
き
方
、
願
望
、
感
情
が
反
映
し
て
い

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
あ
い
だ
」
に
確
か
に
あ
る
の
は
、
私
の
背
後
に
あ
る
「〈
生
き
て

い
る
言
葉
〉
の
世
界
」
で
あ
１３る
。
こ
の
動
的
な
指
向
性
を
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
世
界
が
、「
作

こと＝

美しい。

図１ 「こと」の構造（吉野２０１０）

はこの花

もの＝
＝

もの

私

（あいだ）
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品
を
遺
す
」
と
い
う
行
為
に
刺
激
さ
れ
て
、
立
ち
上
が
っ
て
い
る
。
作
品
を
遺
す
と
い
う
「
こ

と
の
世
界
」
の
働
き
が
、「
私
」
で
あ
る
小
夜
子
の
、
言
葉
に
な
ら
な
い
〈
生
き
て
い
る
言
葉
〉

の
世
界
に
働
き
か
け
る
。

小
夜
子
は
、
物
語
の
終
わ
り
に
次
の
よ
う
な
感
懐
を
洋
一
の
母
親
に
伝
え
て
い
る
。

「
洋
一
さ
ん
の
生
き
た
証
は
作
品
だ
け
じ
ゃ
な
く
っ
て
、
き
っ
と
、
洋
一
さ
ん
が
こ
の
世
に

確
か
に
い
た
こ
と
な
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
」（p.１５０

）

こ
こ
に
お
い
て
小
夜
子
は
か
つ
て
の
よ
う
に
、
洋
一
を
「
所
有
」
す
る
気
持
ち
は
抱
い
て
い
な
い
。
洋
一
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た

と
い
う
こ�

と�

、
そ
し
て
こ
の
先
も
存
在
し
続
け
る
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ�

と�

。
形
あ
る
存
在
こ
そ
な
く
な
っ
た
今
も
、
洋
一
は
自
分
の

「
あ
い
だ
」
の
世
界
、〈
生
き
て
い
る
言
葉
〉
の
世
界
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
身
を
以
て
気
づ
い
た
の
で

あ
る
。

３－

３

作
品
の
な
か
に
宿
る
き
れ
い
な
光

こ
の
「
あ
い
だ
」
の
世
界
で
立
ち
上
が
っ
て
見
え
て
く
る
も
の
を
、
小
夜
子
が
「
ぽ
つ
ん
と
ろ
う
そ
く
み
た
い
に
」
宿
る
「
き
れ
い

な
光
」
と
形
容
し
て
説
明
し
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
光
は
「
昔
に
は
見
え
な
か
っ
た
も
の
」
で
、
洋
一
の
作
品
に
も
、
私
に
も
、

そ
こ
に
集
う
人
に
も
み
な
に
宿
っ
て
い
る
、「
緑
色
で
と
て
も
淡
く
美
し
」
い
「
な
に
か
の
命
」、「
決
し
て
消
え
は
し
な
い
」
光
で
あ
る 図２ 「こと」の構造（荒木）

遺すを洋一の作品

私

（あいだ）
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と
い
う
。
小
夜
子
は
こ
れ
を
「
無
か
ら
有
を
創
り
出
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
」（p.１３４

）
と
解
釈
し
、

人
も
モ
ノ
も
そ
の
本
質
は
「
光
」
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

そ
も
そ
も
小
夜
子
は
、
洋
一
の
作
品
に
は
「
死
ん
だ
彼
と
今
の
現
実
を
つ
な
」
ぐ
「
生
き
物
の
よ
う
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
」
が
あ

る
と
感
じ
、
作
品
を
自
分
と
洋
一
の
あ
い
だ
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
と
考
え
る
こ
と
に
、
あ
る
種
の
「
気
持
ち
よ
さ
」（p.３３

）
を
感
じ
て

い
た
。
そ
の
上
で
小
夜
子
は
、
祖
父
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、
あ
た
る
と
出
会
い
、
徹
底
的
に
無
力
で
あ
る
し
か
な
い
状
況
に
置
か
れ
、

先
を
急
が
ず
自
分
を
取
り
巻
く
渦
の
流
れ
に
身
を
任
せ
る
経
験
の
中
で
「
昔
は
見
え
な
か
っ
た
も
の
」
と
し
て
こ
こ
に
「
無
か
ら
有
を

創
り
出
す
」
も
の
と
し
て
の
「
光
」
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
小
夜
子
に
と
っ
て
「
光
」

の
発
見
は
、
作
品
そ
の
も
の
に
渦
巻
く
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
循
環
」
が
、
た
だ
徒
ら
に
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
渦
巻
い
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
渦
巻
き
の
た
だ
中
で
、
そ
れ
が
自
ら
の
力
動
性
で
光
を
生
成
し
、
光
を
放
ち
続
け
る
、
そ
の
営
み
に
こ
そ
そ
の
本
質
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
気
づ
い
た
証
な
の
で
は
な
い
か
。

も
し
も
こ
こ
を
最
後
に
離
れ
る
と
き
に
ほ
ん
と
う
に
パ
ー
テ
ィ
が
で
き
た
な
ら
、
こ
の
光
は
こ
こ
に
集
っ
た
全
て
の
人
の
胸
の

あ
た
り
に
輝
い
て
、
ま
る
で
蛍
が
部
屋
中
に
い
る
み
た
い
に
動
き
回
っ
て
見
え
る
だ
ろ
う
。

私
は
料
理
を
作
り
、
み
ん
な
は
お
酒
を
手
に
持
っ
て
、
思
い
思
い
に
洋
一
の
思
い
出
を
語
る
だ
ろ
う
。
大
文
字
山
は
そ
れ
を
じ
っ

と
窓
の
外
か
ら
眺
め
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
つ
の
時
代
が
終
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
の
感
慨
を
秘
め
て
ゆ
っ
た
り

と
分
か
ち
合
う
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
食
事
や
酒
で
胃
を
み
た
す
た
め
の
集
ま
り
で
は
な
い
。
そ
の
光
が
集
ま
る
た
め
の
集
い
な
の
だ
。（p.１３３

）
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こ
こ
に
お
い
て
人
同
士
の
集
ま
り
は
、「
食
事
や
酒
で
胃
を
み
た
す
た
め
」
と
い
う
「
も
の
」
同
士
の
交
換
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は

な
い
。「
光
」
が
「
集
ま
る
た
め
の
集
い
」、
自
ら
の
存
在
が
生
成
し
た
「
光
」
た
ち
が
亡
き
人
の
思
い
出
を
語
り
合
う
と
い
う
、
二
重

に
実
体
性
を
欠
い
た
空
間
の
中
で
、
い
わ
ば
「
こ�

と�

」
レ
ベ
ル
で
の
交�

歓�

を
目
的
と
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

３－

４

私
を
取
り
払
う
こ
と
で
見
え
た
も
う
一
つ
の
私�

の
領
域

こ
の
「
こ�

と�

」
レ
ベ
ル
の
交
歓
、
蛍
の
よ
う
に
動
き
回
っ
て
い
る
「
光
」
た
ち
が
死
者
の
思
い
出
を
語
る
と
い
う
足
元
の
お
ぼ
つ
か

な
い
営
み
に
お
い
て
、
唯
一
そ
の
存
在
を
保
障
す
る
も
の
は
、
そ
の
行
為
に
先
立
っ
て
あ
る
、
行
為
主
体
の
「
世
界
に
対
す
る
関
わ
り

方
」「
私
の
生
き
方
」
で
あ
１４る
。
小
夜
子
の
場
合
、
洋
一
を
想
い
続
け
る
気
持
ち
が
確
か
で
さ
え
あ
れ
ば
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
洋
一
も
そ

の
存
在
を
保
障
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

物
質
的
な
交
換
の
成
立
し
な
い
こ�

と�

の
世
界
で
は
、
実
体
を
持
っ
て
い
る
か
否
か
は
大
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
。
行
為
主
体
の

「
関
わ
り
方
」
次
第
で
、
死
者
も
蘇
る
。
限
界
も
な
い
。
絶
対
的
な
善
悪
の
基
準
も
な
け
れ
ば
、「
こ
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
」
な
ど
と

い
う
共
通
の
基
盤
も
持
た
な
い
。
ど
ち
ら
が
得
で
ど
ち
ら
が
損
か
な
ど
と
い
う
差
異
も
意
味
を
持
た
ず
、
し
た
が
っ
て
都
合
の
悪
い
も

の
を
そ
の
身
に
隠
し
て
相
手
と
接
す
る
こ
と
も
不
毛
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
す
べ
て
を
さ
ら
け
出
し
、
そ
の
身
ま
る
ご
と
を
受
け
取
り

あ
う
関
係
が
こ
こ
で
は
求
め
ら
れ
る
。

洋
一
の
生
前
、
小
夜
子
は
「
い
そ
が
ず
、
ち
ょ
っ
と
ず
つ
出
し
あ
っ
た
り
引
き
あ
っ
て
」、
洋
一
と
の
関
係
を
育
て
て
い
た
。「
同
じ

だ
け
の
分
量
を
持
ち
寄
っ
て
」
と
い
う
気
持
ち
で
洋
一
と
接
し
て
い
た
。
そ
の
意
味
で
、
か
つ
て
小
夜
子
と
洋
一
と
の
関
係
は
「
も
の
」

レ
ベ
ル
で
の
つ
き
合
い
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
小
夜
子
は
、
洋
一
を
純
粋
に
想
う
気
持
ち
の
ま
え
に
、
自
分
の
「
一
部
分
」
し
か
相
手
に
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見
せ
よ
う
と
せ
ず
、
必
要
に
応
じ
て
駆
け
引
き
な
ど
も
し
な
が
ら
二
人
の
関
係
を
「
育
て
て
」
い
る
。
そ
れ
を
小
夜
子
は
「
豊
か
で
広

が
り
や
余
裕
の
あ
る
い
ご
こ
ち
の
い
い
広
い
場
所
」
と
と
ら
え
て
い
た
が
、
そ
れ
は
果
た
し
て
洋
一
に
と
っ
て
も
「
い
ご
こ
ち
の
い
い
」

場
所
だ
っ
た
の
か
。
た
だ
小
夜
子
に
と
っ
て
の
み
都
合
の
よ
い
、「
小
夜
子
が
求
め
た
い
洋
一
」
を
所�

有�

す�

る�

た
め
の
手
段
に
過
ぎ
な
い

も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
洋
一
を
失
い
、
自
ら
も
傷
つ
い
た
身
体
を
抱
え
な
が
ら
徹
底
的
に
無
力
な
状
態
で
、
そ
れ
で
も

失
っ
た
洋
一
を
想
い
続
け
る
二
年
間
を
経
て
、
小
夜
子
は
少
し
ず
つ
、
洋
一
に
対
す
る
想
い
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
あ
た
る
と
出
会
い
、

「
心
が
自
由
」
で
あ
る
こ
と
の
心
地
よ
さ
に
気
づ
き
、
身
体
は
自
由
な
の
に
心
は
不
自
由
だ
っ
た
我
が
身
の
過
去
を
振
り
返
る
。
あ
た
る

に
導
か
れ
る
よ
う
に
し
て
、
美
し
い
も
の
も
あ
れ
ば
醜
い
も
の
も
あ
り
、「
天
国
」
も
あ
れ
ば
そ
れ
と
同
じ
分
量
の
「
地
獄
」
も
あ
る
、

「
全
部
あ
る
」
こ
の
地
上
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
の
奇
跡
に
、
た
だ
ひ
た
す
ら
感
謝
す
る
よ
う
に
な
る
。

満
を
持
し
て
、
小
夜
子
は
あ
た
る
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
事
故
現
場
を
訪
れ
る
。
事
故
以
来
ひ
た
す
ら
避
け
て
来
た
場
所
で
あ
る
。

そ
こ
に
二
年
を
過
ぎ
、
よ
う
や
く
訪
れ
る
こ
と
が
で
き
た
小
夜
子
は
、
こ
こ
で
一
つ
の
大
き
な
気
づ
き
を
得
る
。

そ
り
ゃ
あ
そ
う
だ
よ
ね
、
だ
っ
て
別
に
い
い
も
の
、
今
の
私
で
。

も
し
も
洋
一
が
帰
っ
て
く
る
な
ら
、
時
間
が
戻
る
な
ら
何
で
も
す
る
。
ほ
ん
と
う
に
な
ん
だ
っ
て
す
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
た

だ
け
で
泣
け
て
く
る
く
ら
い
だ
。

で
も
そ
う
で
な
い
な
ら
、
私
は
今
の
私
が
好
き
だ
し
、
今
の
生
活
が
好
き
だ
。
ま
ぶ
い
は
帰
っ
て
こ
な
く
て
い
い
、
で
も
、
で

き
る
こ
と
な
ら
ば
、
愛
す
る
人
た
ち
が
み
ん
な
天
寿
を
全
う
で
き
る
と
い
い
と
思
う
。
た
と
え
会
え
な
く
て
も
、
世
界
中
に
散
ら

ば
っ
て
も
い
い
、
な
る
べ
く
多
く
の
回
数
、
よ
き
時
間
を
過
ご
せ
る
と
い
い
と
思
う
。

も
う
い
い
で
す
、
私
は
魂
な
ん
て
な
い
ま
ま
生
き
て
い
き
ま
す
、
今
の
ま
ま
で
い
い
、
今
の
自
分
で
い
い
。
な
ん
と
か
な
る
し
、
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居
心
地
も
悪
く
な
い
。
人
生
っ
て
た
だ
で
さ
え
も
や
っ
と
し
た
こ
と
が
多
い
の
だ
し
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
が
い
っ
ぱ
い
な
の

で
、
自
分
で
で
き
る
範
囲
で
は
そ
れ
を
減
ら
し
た
い
し
、
そ
れ
か
ら
、
あ
と
ち
ょ
っ
と
だ
け
多
く
と
か
、
も
う
ち
ょ
っ
と
も
ら
っ

ち
ゃ
お
う
か
な
、
と
か
、
も
う
そ
う
い
う
こ
と
に
う
ん
ざ
り
な
ん
で
す
。
一
日
で
も
多
く
、
た
だ
そ
う
い
う
こ
と
を
思
わ
ず
に
暮

ら
し
て
い
け
る
こ
と
、
そ
れ
が
私
の
心
か
ら
の
た
っ
た
ひ
と
つ
の
望
み
で
す
。

嬉
し
く
も
悲
し
く
も
な
く
、
私
は
そ
う
思
え
て
、
嬉
し
か
っ
た
。（pp.１３９

－
１４０

）

今
の
私
で
い
い
。
欠
け
た
ま
ま
で
い
い
し
、
何
も
い
ら
な
い
。
た
だ
自
分
以
外
の
人
と
の
大
き
な
つ
な
が
り
の
な
か
で
、
誰
か
の
幸

せ
を
願
い
な
が
ら
生
き
て
い
け
れ
ば
そ
れ
で
い
い
。
小
夜
子
は
こ
こ
で
そ
の
よ
う
な
気
づ
き
に
至
っ
て
い
る
。

洋
一
を
求
め
て
ば
か
り
い
た
か
つ
て
の
小
夜
子
に
は
な
か
っ
た
、
私
の
こ
だ
わ
り
を
取
り
払
っ
て
よ
う
や
く
見
え
て
来
た
も
う
一
つ

の
私�

の
姿
が
こ
こ
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。「
私
と
は
誰
か
」
の
「
私
」
を
明
確
に
語
り
う
る
こ
と
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
真
髄
と
し

た
な
ら
ば
、
こ
こ
で
小
夜
子
が
至
っ
た
「
私
」
は
、
欠
け
も
あ
り
、
は
っ
き
り
し
な
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
に
し
た
、
あ
ま
り
に
弱
く
お

ぼ
つ
か
な
い
、
徹
底
的
に
無
力
な
ふ
や
け
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
あ
る
。
し
か
し
小
夜
子
は
こ
こ
で
、
別
の
見
方
か
ら
す
る
と
、
も

う
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
気
づ
い
て
い
る
。「
こ
れ
が
私
だ
」
と
実
感
で
き
る
こ
と
を
目
指
す
、「
同
一
性
と
し
て
の
自
己
同
一
１５性
」

と
し
て
の
「
自
分
探
し
」
を
辞
め
た
と
き
に
は
じ
め
て
見
え
て
来
た
、
人
と
の
つ
な
が
り
の
大
切
さ
。「
自
分
か
ら
求
め
な
い
」
か
ら
こ

そ
見
え
て
く
る
、
存
在
そ
の
も
の
が
発
す
る
「
光
」。
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
成
さ
れ
る
、
自
分
の
中
の
「〈
生
き
て
い
る
言
葉
〉
の

世
界
」
に
立
ち
上
が
っ
て
来
た
、
も
う
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、「
自
己
性
と
し
て
の
自
己
同
一
１６性
」
に
他
な
ら
な
い
。

木
村
（１９８３

）
は
、
こ
の
自
分
の
中
で
わ
き
起
こ
る
私�

の
気
づ
き
に
つ
い
て
、
こ�

と�

の
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
言

葉
で
説
明
を
し
て
い
る
。
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ほ
ん
と
う
に
「
こ
と
」
の
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
っ
て
い
る
人
だ
っ
た
ら
、
考
え
て
い
る
内
容
は
周
囲
の
情
勢

に
応
じ
て
ど
ん
ど
ん
変
化
し
て
い
け
る
の
で
す
。
一
見
矛
盾
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
周
囲
と
の
つ
な
が
り

は
け
っ
し
て
失
わ
な
い
、
し
か
も
そ
の
と
き
に
考
え
の
背
後
に
あ
る
意
味
の
連
続
性
は
保
た
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
の
を
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
、
あ
る
い
は
主
体
性
と
い
う
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
自
分
の
同
一
性
と
い
う
の
は
「
も
の
」
と
し
て
の
自

分
の
同
一
性
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
と
自
分
と
が
た
え
ず
入
れ
か
わ
っ
て
い
て
も
、
そ
の
「
あ
い
だ
」
そ
の
も
の
が
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
１７す
。

「
こ
と
」
の
レ
ベ
ル
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
お
い
て
、
唯
一
自
分
の
存
在
を
保
障
す
る
も
の
は
、
自
分
と
自
分
の
あ
い
だ
を
つ
な
ぐ

そ
の
連�

続�

性�

で
あ
る
。
絶
え
ず
動
き
続
け
る
そ
の
運�

動�

だ
け
が
自
分
で
あ
る
証
と
な
る
。
動
き
続
け
て
い
る
も
の
だ
け
が
「
私
」
な
の

だ
。
そ
し
て
こ
の
運
動
の
中
で
自
分
自
身
が
「
存
在
」
し
て
い
る
こ
と
を
確
か
め
る
唯
一
の
手
段
は
、
周
囲
の
環
境
や
他
者
と
の
つ
な

が
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
こ
で
大
事
な
の
は
、
自
分
が
ど
れ
だ
け
た
く
さ
ん
の
も
の
を
所
有
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、

そ
れ
ら
の
つ
な
が
り
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
状
況
に
応
じ
て
変
化
し
て
い
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
自
分
を
と
り
ま
く
環
境
に
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
も
の
も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
美
し
い
も
の

も
醜
い
も
の
も
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
天
国
」
も
「
地
獄
」
も
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
も
今
生
き
て
い
る
人
た
ち
も
、
連
帯
も
争
い
も

強
さ
も
弱
さ
も
明
晰
も
曖
昧
も
、
み
ん
な
含
め
て
そ
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
て
存
在
し
て
い
る
の
が
、「
今
の
私
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

幽
霊
が
い
る
か
い
な
い
か
、
見
え
る
か
見
え
な
い
か
、
生
き
て
い
る
か
死
ん
で
い
る
か
、
そ
れ
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
だ
っ
た
。

錯
覚
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
。
こ
こ
に
は
ど
う
せ
全
部
が
あ
る
の
だ
。
人
間
が
勝
手
に
切
り
取
っ
て
い
る
だ
け
だ
。（
中
略
）
こ
う
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あ
っ
て
ほ
し
い
な
と
い
う
期
待
さ
え
な
か
っ
た
ら
、
み
ん
な
等
し
く
愛
お
し
い
同
胞
な
の
だ
っ
た
。（pp.１４６

－
１４７

）

こ
の
よ
う
に
し
て
小
夜
子
は
、「
こ
う
あ
り
た
い
私
」「
こ
う
あ
る
べ
き
私
」
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
、
物
語
の
最
後
に
よ
う
や
く
自
分
自

身
を
見
出
す
に
至
っ
た
。
見
方
を
変
え
れ
ば
、
物
語
の
な
か
で
人
や
モ
ノ
た
ち
の
中
に
う
ご
め
く
「
光
」
の
存
在
に
気
づ
き
、
そ
の
交

歓
こ
そ
が
人
と
の
関
わ
り
の
本
質
で
あ
る
こ
と
を
か
み
し
め
た
小
夜
子
は
、
自
分
自
身
に
も
こ
の
「
光
」
が
あ
り
、「
光
」
を
通
じ
た
こ�

と�

の
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
お
け
る
私
、
言
い
換
え
れ
ば
「
今
こ
こ
で
生
き
て
い
る
私
」
こ
そ
が
、
私�

に
ほ
か
な
ら
な
い
こ

と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。

小
夜
ち
ゃ
ん
見
て
る
と
、
生
き
て
る
っ
て
い
い
な
あ
っ
て
、
和
む
ん
だ
。
小
夜
ち
ゃ
ん
は
死
に
か
け
た
か
ら
か
、
他
の
人
よ
り

も
よ
り
生
き
て
見
え
る
ん
だ
。（p.１５５
）

沖
縄
バ
ー
の
マ
ス
タ
ー
新
垣
さ
ん
が
、
物
語
の
最
後
に
発
し
た
言
葉
で
あ
る
。
小
夜
子
は
「
ま
ぶ
い
」
を
取
り
戻
し
た
。
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
何
も
持
た
な
く
て
も
、
理
想
の
生
き
方
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
「
駆
け
引
き
」
な
ど
し
な
く
て
も
、「
今
確
か
に
こ
こ
に
い

る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
で
い
い
、
そ
れ
だ
け
で
生
き
て
い
る
実
感
を
持
て
る
と
い
う
、
新
し
い
生
き
方
を
手
に
入
れ
た
。
恋
人
を
求
め

続
け
る
こ
と
を
辞
め
、
自
分
の
手
か
ら
解
き
放
ち
、
そ
の
存
在
そ
の
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
き
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
、

そ
の
等
身
大
の
姿
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
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４

お
わ
り
に

４－
１

私
が
私�

を�

生�

き�

る�

と
い
う
こ
と
の
も
う
一
つ
の
意
味

以
上
、
本
稿
で
は
こ
の
作
品
を
、
現
実
と
異
界
の
「
あ
い
だ
」
に
拓
か
れ
た
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
言
説
空
間
に
描
か
れ
た
物
語
と
い
う

観
点
か
ら
考
察
を
重
ね
て
来
た
。
主
人
公
の
小
夜
子
は
、
傷
つ
い
た
身
体
で
こ
の
激
し
く
う
ご
め
く
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
に
飛
び
込
み
、

完
全
に
こ
の
渦
の
中
に
巻
き
込
ま
れ
な
が
ら
、
い
わ
ば
「
荒
療
治
」
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
き
方
を
見
つ
め
直
し
、
新
し
い
生
き
方
を
手

に
入
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
得
た
解
答
は
、
私
た
ち
に
、
確
固
た
る
信
念
を
持
ち
、
揺
る
ぎ
の
な
い
「
私
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と

こ
そ
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
で
あ
る
と
い
う
一
面
的
な
見
方
を
覆
す
、
も
う
一
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
私
た
ち

読
み
手
に
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

小
夜
子
は
洋
一
と
の
長
い
付
き
合
い
の
中
で
、
い
つ
し
か
「
洋
一
の
恋
人
と
し
て
の
私
」
と
い
う
役
割
自
己
が
先
に
立
ち
、
洋
一
の

幸
せ
を
祈
る
私
、
洋
一
と
い
う
恋
人
を
所
有
し
続
け
る
私
、
と
い
う
小
夜
子
自
身
の
一
部
に
お
い
て
で
し
か
恋
人
と
接
し
な
い
、「
不
自

然
な
関
係
」
を
自
分
に
強
い
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
当
時
は
そ
れ
を
疑
問
に
す
ら
思
わ
な
か
っ
た
し
、
こ
の
譲
り
合
い
の
中
で
少
し
ず
つ

関
係
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
、
人
間
関
係
の
大
切
な
要
素
だ
と
信
じ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
生
身
の
恋
人
を
失
い
、
強
烈
な
不
在
感
の
中

で
狂
お
し
い
気
持
ち
を
必
死
で
堪
え
な
が
ら
、
思
う
よ
う
に
身
体
を
動
か
せ
な
い
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
る
中
で
、
次
第
に
、「
不

自
由
」
な
の
は
今
で
は
な
く
、
他
で
も
な
い
か
つ
て
の
自
分
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
「
不
在
感
」
に
苦

し
む
こ
と
の
な
い
新
し
い
生
き
方
を
手
に
入
れ
る
。

容
易
に
身
体
を
動
か
せ
な
い
、
身
体
的
に
不
自
由
な
生
活
を
強
い
ら
れ
て
気
づ
い
た
こ
と
は
、「
今
こ
こ
」
で
何
か
を
感
じ
て
動
き
続
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け
て
い
る
私�

こ
そ
が
「
私
」
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、「
こ
う
あ
り
た
い
私
」
を
押
し
付
け
て
い
る
限
り
は
、
相
手
に
も
同
じ
生
き

方
を
強
要
す
る
よ
う
な
不
自
由
さ
を
強
い
て
し
ま
う
。
私
が
自
ら
を
解
放
し
、
い
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
含
め
て
隠
さ
ず
、
心
を
拓
い

て
自
由
に
ふ
る
ま
え
ば
、
自
然
と
相
手
も
自
由
に
な
れ
る
。
周
囲
の
優
し
さ
に
気
づ
き
、
自
分
は
他
者
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
と

い
う
謙
虚
な
気
持
ち
に
至
れ
る
。
自
分
が
そ
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
さ
え
で
き
れ
ば
、
死
者
で
さ
え
生
き
続
け
て
い
る
空
間
。
そ
れ
が

「
あ
い
だ
」
の
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
の
「
あ
い
だ
」
に
も
拓
か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

揺
ら
い
で
い
て
も
ふ
や
け
て
い
て
も
、
今
こ
こ
で
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
そ
れ
が
私�

で
あ
り
、
誰
か
の
期
待
に
応
え
る
よ
う
な
完

璧
な
私
で
な
く
て
も
、
私
は
私�

。
大
切
な
の
は
そ
こ
で
私�

が
生
き
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
自
分
の
言
葉
で
そ
の
生�

き�

て�

い�

る�

私�

を
語
る

こ
と
で
あ
る
。
私
の
「
あ
い
だ
」
に
拓
か
れ
た
空
間
を
そ
の
ま
ま
生
き
る
こ
と
が
、
私
が
私�

を�

生�

き�

る�

と
い
う
こ
と
の
も
う
一
つ
の
意

味
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

４－

２

小
夜
子
が
至
っ
た
境
地
に
つ
い
て
思
う
こ
と

本
稿
の
終
わ
り
に
、
本
稿
の
書
き
手
で
あ
る
筆
者
自
身
の
問
題
に
目
を
転
じ
て
み
る
。
筆
者
自
身
が
こ
の
か
つ
て
の
小
夜
子
同
様
、

「
役
割
自
己
」
に
と
ら
わ
れ
、
そ
れ
に
違
和
感
を
抱
き
続
け
て
き
た
と
い
う
現
実
が
あ
る
。「
こ
う
あ
り
た
い
私
」
と
現
実
の
ギ
ャ
ッ
プ

に
薄
々
気
づ
い
て
い
な
が
ら
、
結
果
的
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
目
を
背
け
て
、「
今
こ
こ
」
で
い
い
こ
と
も
悪
い
こ
と
も
「
全
部
あ
る
」

自
分
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
し
て
、
考
え
る
余
裕
す
ら
な
い
よ
う
に
し
て
た
く
さ
ん
の
「
こ
う
あ
り
た
い
私
」
を
自
分
の
前
に
ば
ら
ま

き
、
結
果
と
し
て
生
徒
や
学
生
に
も
そ
の
「
不
自
由
さ
」
を
強
要
し
続
け
て
き
た
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
本
稿
の
冒
頭
に
示
し
た

「
も
っ
と
自
分
の
中
で
渦
巻
く
思
い
に
忠
実
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
叫
び
は
、
他
な
ら
な
い
筆
者
自
身
に
向
け
る
べ
き
言
葉
だ
っ
た
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と
い
う
こ
と
に
な
る
。

現
在
の
筆
者
に
と
っ
て
最
大
の
問
題
関
心
で
あ
る
「
文
学
作
品
解
釈
を
通
じ
て
、
教
師
が
生
徒
・
学
生
に
心
を
拓
き
、〈
対
話
〉
の
中

で
彼
ら
の
自
己
形
成
と
関
わ
る
」
と
い
う
こ
と
を
本
気
で
す
る
気
持
ち
が
あ
る
な
ら
ば
、
ま
ず
教
師
で
あ
る
筆
者
自
身
が
気
づ
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
ま
さ
に
こ
の
小
夜
子
が
至
っ
た
よ
う
な
境
地
を
、
筆
者
自
身
が
身
を
以
て
知
る
こ
と
な
の

で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
作
品
が
伝
え
る
本
当
の
「
自
由
」
を
実
際
に
生
き
る
努
力
を
始
め
る
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
自
身
、

今
回
の
作
品
解
釈
の
経
験
を
通
し
て
、
こ
の
気
づ
き
に
強
く
心
動
か
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
文
学
を
通
じ
た
自
由
な
解
釈
の
場
は
、

時
に
解
釈
す
る
者
に
と
っ
て
貴
重
な
自
己
対
象
化
の
き
っ
か
け
と
な
る
。
こ
の
文
学
と
人
間
と
の
邂
逅
が
も
た
ら
す
新
た
な
意
味
生
成

の
場
の
開
拓
、
こ
れ
も
ま
た
文
学
の
持
つ
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
作
用
で
あ
り
、
文
学
研
究
に
と
っ
て
の
新
た
な
可
能
性
と
言
え
る
も
の
な

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
釈１

拙
稿
「
よ
し
も
と
ば
な
な
『
キ
ッ
チ
ン
』
論
―
『
私
』
の
心
に
隠
さ
れ
た
物
語

―
青
年
期
教
育
に
お
い
て
文
学
教
材
が
果
た
す
役
割
に
つ
い

て
考
え
る
①
―
」『
札
幌
大
学
総
合
研
究
』
第
三
号

札
幌
大
学
附
属
総
合
研
究
所

二
〇
一
二
・
三

２

た
と
え
ば
サ
ー
ノSarno

（
一
九
八
四
）
は
、
首
や
肩
、
腰
、
臀
部
の
生
じ
る
痛
み
の
大
半
は
「
心
が
緊
張
し
て
筋
肉
や
神
経
、
腱
、
紐
帯
に
変

化
が
生
じ
た
為
に
起
き
た
も
の
」（p.４

）
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
日
常
的
な
身
体
の
痛
み
の
そ
の
人
の
心
理
状
態
に
求
め
、
こ
れ
を
「
緊
張
性
筋

炎
症
候
群
Ｔ
Ｍ
Ｓ
」
の
現
れ
で
あ
る
と
す
る
。（John

E
.Sarno,H

ealing
B

ack
Pain:T

he
M

ind−body
C

onnection,W
arner,1984

長
谷

川
淳
史
監
訳
『
サ
ー
ノ
博
士
の
ヒ
ー
リ
ン
グ
・
バ
ッ
ク
ペ
イ
ン
』
春
秋
社
一
九
九
九
）
引
用
は
翻
訳
本
を
使
用

３
『
ス
ウ
ィ
ー
ト
・
ヒ
ア
ア
フ
タ
ー
』（
幻
冬
舎
二
〇
一
一
）
は
単
行
本
書
き
下
ろ
し
作
品
。
本
稿
の
引
用
は
文
庫
版
（
幻
冬
社
文
庫
二
〇
一
三
）

を
使
用

４

安
田
登
『
あ
わ
い
の
力
「
心
の
時
代
」
の
次
を
生
き
る
』（
ミ
シ
マ
社
二
〇
一
四
）p.２６

５

安
田
登
『
異
界
を
旅
す
る
能
』
ち
く
ま
文
庫
二
〇
一
一

p.８０
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６

同
右

p.１１５

７

木
村
敏
『
あ
い
だ
』（
弘
文
堂
一
九
八
八
）pp.１９

－
２７

本
文
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
〇
〇
五

８

同
右

p.２７７
９

同
右

p.２７７

１０

木
村
敏
『
時
間
と
自
己
』（
中
公
新
書
一
九
八
二
）pp.４

－
３１

１１

吉
野
秀
幸
「
表
現
と
間
―
精
神
医
学
に
学
ぶ
音
楽
教
育
論
―
」（『
大
阪
教
育
大
学
紀
要

第
Ⅰ
部
門
』
二
〇
一
〇
）

p.９７

１２

木
村
敏
『
自
分
と
い
う
こ
と
』（
第
三
文
明
社
一
九
八
三
）

p.５２

本
文
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
〇
〇
八

１３
「〈
生
き
て
い
る
言
葉
〉
の
世
界
」
は
、
筆
者
が
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
「
語
っ
て
い
る
言
葉parole

parlant

」
お
よ
び
リ
ク
ー
ル
「
自
己
性ipseité

と
し
て
の
自
己
同
一
性identité

」
の
概
念
を
援
用
し
定
義
し
た
、
語
ら
れ
な
い
領
域
に
あ
る
言
葉
が
う
ご
め
い
て
い
る
世
界
を
総
称
し
た
概
念

で
あ
る
。

M
erleau-Ponty,M

,La
phénom

énorogie
de

la
perception,G

allim
ard,1945

（
竹
内
芳
郎
、
小
木
貞
孝
訳
『
知
覚
の
現
象
学
Ⅰ
』
み
す
ず

書
房
一
九
六
七
）

R
iœ

ur,Paul,Soi-m
êm

e
com

m
e

un
autre,édition

du
seuil,1990

（
ポ
ー
ル
・
リ
ク
ー
ル
『
他
者
の
よ
う
な
自
己
自
身
』（
法
政
大
学
出
版

局
一
九
九
六
）

１４

註
一
二
に
同
じ

p.５２

１５
「
同
一
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
」
と
は
、
リ
ク
ー
ル
が
『
時
間
と
物
語
』
に
お
い
て
初
め
て
示
し
た
概
念
で
あ
る
。「
こ
れ
が
私
だ
」
の
私
、
す

な
わ
ち
何
ら
か
の
形
で
表
現
し
う
る
私
、
表
現
可
能
な
「
私
」
の
こ
と
を
、
註
１６
に
示
し
た
も
う
一
つ
の
自
己
同
一
性
と
区
別
し
て
と
ら
え
て
い

る
。

R
icoeur,P.(1985)

T
em

ps
et

R
ecit
Ⅲ

.edition
du

Seuil
（
久
米
博
訳
『
時
間
と
物
語
Ⅲ
』
新
曜
社
一
九
九
〇
）

１６
「
自
己
性
と
し
て
の
自
己
同
一
性
」
に
つ
い
て
も
、
前
註
同
様
リ
ク
ー
ル
の
概
念
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
、「
こ
れ
が
私
だ
」
と
し
て
語
り
出
さ
れ
た

「
物
語
」
の
背
後
に
あ
る
、
隠
さ
れ
た
領
域
、
語
り
得
な
か
っ
た
私
に
当
た
る
概
念
で
あ
る
。（
出
典
は
前
註
に
同
じ
。）

１７

木
村
敏
『
自
分
と
い
う
こ
と
』（
第
三
文
明
社
一
九
八
三
）

p.１１７

本
文
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
〇
〇
八
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