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四
三

は
じ
め
に

　
「
漂
泊
の
一
年
間
、
モ
一
度
東
京
へ
行
つ
て
、
自
分
の
文
学
的
運
命
を
極
度
ま

で
試
験
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」（
日
記
、
明
治
四
一
・
四
・
二
五　
『
石
川
啄
木
全
集
』

第
五
巻
、
二
五
三
頁
）
と
い
う
決
意
を
持
ち
、
函
館
を
離
れ
た
石
川
啄
木
は
、
明

治
四
一
年
四
月
二
七
日
に
横
浜
に
上
陸
し
、
五
月
初
め
に
上
京
し
た
。
そ
し
て
、

彼
は
友
人
吉
野
章
三
あ
て
の
書
簡
（
明
治
四
一
・
五
・
七
）
で
、
当
時
の
自
然
主

義
文
学
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。

　

自
然
主
義
は
勝
つ
た
。
確
か
に
勝
つ
た
。
然
し
今
其
反
動
と
し
て
多
少
ロ
マ

ン
チ
ツ
ク
な
作
に
あ
こ
が
れ
て
居
る
人
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。
け
れ
ど
も
此

反
動
は
自
然
主
義
の
根
本
に
対
す
る
反
動
で
は
無
く
て
（
僕
の
見
る
所
で
は
）

唯
自
然
主
義
が
余
り
に
平
凡
事
の
み
を
尊
重
す
る
傾
向
に
対
す
る
反
動
だ
。
今

は
恰
度
自
然
主
義
が
第
二
期
に
移
る
所
だ
。
乃
ち
破
壊
時
代
が
過
ぎ
て
、
こ
れ

か
ら
自
然
主
義
を
生
ん
だ
時
代
の
新
運
動
が
、
建
設
的
な
時
代
に
入
る
。
僕
は

実
際
よ
い
時
代
に
出
て
来
た
よ
。
⑴

　

こ
れ
以
前
、
彼
は
北
原
白
秋
と
と
も
に
平
野
万
里
の
と
こ
ろ
に
泊
り
、
三
人
で

自
然
派
を
非
難
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
上
記
の
結
論
か
ら
見
る
と
、
啄
木
は
自
然

主
義
を
全
般
的
に
否
定
し
た
の
で
は
な
く
、「
平
凡
事
の
み
を
尊
重
す
る
傾
向
」

に
問
題
が
あ
る
と
い
う
意
見
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
自
然
主
義
の
リ
ア

リ
ズ
ム
の
立
場
や
客
観
的
な
姿
勢
を
批
判
し
た
の
で
は
な
く
、
着
目
点
が
「
平
凡

事
の
み
」
で
あ
る
こ
と
に
不
満
で
あ
っ
た
。

　

同
時
代
の
文
芸
評
論
を
読
む
と
、
評
論
家
た
ち
が
自
然
主
義
の
客
観
性
を
共
通
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の
話
題
と
し
た
上
で
、
自
分
な
り
の
経
験
を
根
拠
に
し
て
自
然
か
不
自
然
か
を
判

断
し
て
い
る
こ
と
が
多
く
あ
る
。
そ
の
結
果
、
あ
ま
り
に
常
識
を
超
え
た
作
品
は

「
不
自
然
な
失
敗
作
」
と
さ
れ
て
お
り
、
啄
木
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
結
局
平
凡

事
を
描
く
作
品
の
ほ
う
が
「
自
然
」
だ
と
認
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
こ
れ
は
、
自
然
主
義
論
壇
の
側
の
責
任
で
も
あ
る
。
啄
木
が
後
に
執
筆
し
た

作
品
に
は
、
自
然
主
義
文
学
を
目
指
し
た
一
方
、「
平
凡
事
」
を
避
け
、
取
材
や

描
写
の
自
由
を
求
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
と
き
に
登
場
人
物
の
感
情
、
思
想
な

ど
内
在
的
な
も
の
に
関
す
る
叙
述
は
、
常
識
の
枠
か
ら
飛
び
越
え
、「
不
自
然
」

に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
感
情
の
満
足
」
を
企
図
し
た
も
の
と
な
っ
た
。
本

論
は
こ
れ
か
ら
「
病
院
の
窓
」
を
例
に
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
論
じ

る
。

一
、「
病
院
の
窓
」
と
「
塵
埃
」
の
異
同

　
「
破
壊
時
代
が
過
ぎ
て
、
こ
れ
か
ら
自
然
主
義
を
生
ん
だ
時
代
の
新
運
動
が
、

建
設
的
な
時
代
に
入
る
」
⑵
こ
と
を
望
み
、
啄
木
は
東
京
で
の
創
作
生
活
を
始
め

た
。
彼
は
五
月
八
日
に
「
菊
池
君
」
を
題
と
し
て
小
説
を
執
筆
し
た
が
、
十
四
日

に
あ
き
ら
め
た
。
そ
し
て
、
十
八
日
に
改
め
て
「
病
院
の
窓
」（
生
前
未
発
表
）

を
執
筆
し
、
二
十
六
日
に
完
成
さ
せ
た
。
こ
の
間
、
啄
木
は
非
常
に
興
奮
し
た
状

態
で
、
ほ
ぼ
毎
日
創
作
に
没
頭
し
た
。
そ
の
創
作
に
関
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に

日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。

五
月
十
九
日　

晴
。
気
分
が
よ
し
、
天
気
は
よ
し
、
妙
に
気
が
は
づ
ん
で
、

「
病
院
の
窓
」
を
二
十
枚
も
書
い
た
。

五
月
二
十
日　
「
病
院
の
窓
」
を
十
枚
許
り
書
い
た
。
思
ふ
存
分
に
書
け
る
。

少
し
筆
を
ひ
か
へ
な
く
ち
や
な
ら
ん
位
、
自
由
に
筆
が
動
く
。

五
月
二
十
一
日　
「
病
院
の
窓
」
小
気
味
よ
く
筆
が
進
む
。
四
十
四
枚
目
ま
で

書
く
。

五
月
二
十
二
日　
「
病
院
の
窓
」
筆
を
進
め
る
。

五
月
二
十
三
日　
「
病
院
の
窓
」
の
筆
を
進
め
て
六
十
二
枚
目
。

五
月
二
十
五
日　

昨
日
一
日
休
ん
だ
。「
病
院
の
窓
」
を
書
つ
ぐ
。
興
が
加
は

つ
て
ス
ラ
ス
ラ
と
書
け
る
。（
中
略
）
そ
れ
か
ら
家
の
事
が
考
へ
ら
れ
た
。
然

う
だ
と
思
つ
て
今
夜
中
に
脱
稿
の
意
気
込
で
筆
を
と
っ
た
が
、
二
時
半
に
な
る

と
油
が
尽
き
る
ま
で
書
い
た
と
思
ふ
と
異
様
な
満
足
の
情
が
起
つ
て
、
暗
の
中

で
床
を
布
い
て
寝
た
。

五
月
二
十
六
日　

十
二
時
ご
ろ
か
ら
ま
た
書
き
出
し
て
、「
病
院
の
窓
」
九
十

一
枚
、
午
後
三
時
半
少
し
過
ぎ
脱
稿
し
た
。（
中
略
）
急
い
で
脱
稿
す
る
と
、

満
足
の
心
が
軽
く
て
疲
労
の
方
が
重
い
。
金
田
一
君
（
金
田
一
耕
助　

筆
者

注
）
が
読
ん
で
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
直
ぐ
中
央
公
論
の
滝
田
氏
へ
行
つ
て
き
て

く
れ
る
と
の
事
で
、
予
は
大
急
ぎ
で
、
つ
け
残
し
の
振
仮
名
を
つ
け
た
。
⑶

　

し
か
し
「
病
院
の
窓
」
は
、
結
局
、『
中
央
公
論
』
に
投
稿
し
た
が
掲
載
さ
れ

な
か
っ
た
（
た
だ
し
、
森
鷗
外
を
通
し
て
春
陽
堂
の
後
藤
宙
外
の
手
に
渡
さ
れ
、

わ
ず
か
稿
料
二
十
二
円
七
十
五
銭
が
で
き
た
）。
こ
の
結
果
は
明
ら
か
に
、
啄
木
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の
最
初
の
自
信
作
が
文
壇
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
失
敗
の
要
因
を
探
究
す
る
た
め
に
、「
病
院
の
窓
」
よ
り
一
年
早
く
、
明

治
四
〇
年
二
月
『
趣
味
』
に
発
表
さ
れ
て
好
評
を
博
し
た
正
宗
白
鳥
の
「
塵
埃
」

と
比
較
対
照
し
て
分
析
を
行
い
た
い
。
こ
の
二
作
の
材
料
は
、
同
じ
く
新
聞
社
の

日
常
風
景
で
あ
る
が
、
評
価
が
そ
れ
ぞ
れ
大
き
く
異
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う

か
。

　

啄
木
が
正
宗
白
鳥
の
小
説
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
明
治
四
十
年
末
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
。
十
二
月
二
十
八
日
の
日
記
に
は
以
下
の
よ
う

に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

正
宗
白
鳥
君
の
短
篇
小
説
集
『
紅
塵
』
を
読
み
深
更
に
い
た
る
。
感
慨
深

し
、
我
が
心
泣
か
む
と
す
。
予
は
何
の
日
に
至
ら
ば
心
静
か
に
筆
を
執
る
を
得

む
。
天
抑
々
予
を
殺
さ
む
と
す
る
か
。
さ
ら
ば
何
故
に
予
に
筆
を
与
へ
た
る

乎
。
⑷

　

ま
た
、
同
時
代
評
で
は
、「
塵
埃
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
評
価
が
出
た
。

　

白
鳥
氏
の
塵
埃
、
新
聞
社
の
編
輯
室
の
空
気
は
こ
ん
な
塵
埃
で
満
ち
て
ゐ
る

の
で
あ
ら
う
、
石
地
蔵
の
よ
う
な
愚
に
甘
ん
じ
て
こ
つ
こ
つ
と
働
い
て
ゐ
る
ミ

ヂ
メ
な
小
野
君
は
一
番
よ
く
描
か
れ
て
ゐ
た
、
小
野
君
の
後
ろ
は
人
生
の
冬
の

淋
し
い
日
陰
が
さ
し
て
ゐ
る
、
小
野
君
は
き
つ
と
黄
色
な
顔
を
し
た
セ
イ
の
無

い
咳
を
能
く
す
る
男
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
、
白
鳥
氏
の
小
説
で
一
番
面
白
く

読
ん
だ
の
は
「
二
階
の
窓
」
と
此
塵
埃
と
で
あ
る
。（「
二
月
の
小
説
」　

午
白

生　
『
趣
味
』　

明
治
四
十
年
三
月
一
日
）
⑸

　

白
鳥
氏
の
「
塵
埃
」
は
碌
々
と
し
て
塵
埃
裡
に
老
ゆ
る
校
正
係
を
描
い
た
者

で
、
何
と
い
ふ
を
は
な
し
に
、
小
野
老
人
は
哀
れ
に
気
の
毒
で
、「
私
は
悪
い

癖
が
あ
つ
て
ね
、
酒
を
飲
む
と
、
若
い
人
が
羨
ま
し
く
な
つ
た
り
、
自
分
の
身

が
哀
れ
つ
ぼ
く
な
つ
て
仕
様
が
な
い
ん
で
す
よ
、
平
生
は
何
の
気
な
し
に
聞
い

た
り
見
た
り
し
た
を
が
、
急
に
む
ら
む
ら
と
思
ひ
出
さ
れ
る
ん
で
し
て
な
」
と

い
ふ
小
野
君
の
述
懐
に
は
、
側
目
に
も
、
無
恨
の
惨
ま
し
さ
を
感
じ
て
、
思
わ

ず
ホ
ロ
リ
と
な
る
。
作
者
の
筆
は
、
一
作
は
一
作
よ
り
枯
れ
て
、
寂
び
て
、
冷

か
な
筆
つ
き
の
中
に
、
作
者
自
か
ら
の
苦
痛
を
愬
ふ
る
、
底
の
底
の
同
感
の
情

味
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
触
れ
る
心
地
が
す
る
。（
銀
漢
子　
「
小
説
月
評
」　

明
治
四
十
年
三
月
一
日
）
⑹

　

午
白
生
の
評
論
は
、
作
品
を
読
ん
だ
後
に
自
分
が
作
中
の
舞
台
と
な
る
編
集
室

の
様
子
や
、
全
く
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
登
場
人
物
の
外
貌
ま
で
想
像
で
き
る

こ
と
を
通
じ
て
、「
塵
埃
」
を
肯
定
し
た
。
そ
し
て
、
銀
漢
子
の
評
論
は
、
登
場

人
物
の
台
詞
を
引
用
し
、
そ
こ
で
表
さ
れ
た
感
情
の
真
摯
さ
を
賞
賛
し
た
。
つ
ま

り
、
前
者
は
、「
塵
埃
」
で
表
さ
れ
た
場
面
が
読
者
の
共
感
を
喚
起
し
た
こ
と
を

述
べ
て
お
り
、
後
者
は
、「
塵
埃
」
で
表
さ
れ
た
感
情
、
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
読

み
取
ら
れ
た
作
者
の
感
情
が
同
感
を
喚
起
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
描
写
の
技

巧
と
作
者
の
態
度
は
、
明
治
三
十
年
代
末
か
ら
明
治
四
十
年
に
か
け
て
の
評
論
界
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の
主
要
な
二
つ
の
観
点
で
あ
る
。「
塵
埃
」
は
両
方
と
も
好
評
を
受
け
、
疑
わ
ず

そ
の
時
代
の
傑
作
と
さ
れ
て
い
た
。

　

た
だ
し
、
正
宗
白
鳥
自
身
は
こ
の
出
世
作
に
つ
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
「
処
女

作
の
回
顧
」
大
正
五
・
五
）
に
述
べ
て
い
る
。

　

日
露
戦
争
後
に
文
芸
の
方
面
に
も
新
し
い
気
運
が
起
つ
て
新
し
い
雑
誌
が
頻

り
に
発
刊
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
私
も
雑
誌
者
の
需
め
に
応
じ
て
筆
を
執
る
機
会

が
多
く
な
り
、
何
の
抱
負
も
な
く
書
い
た
も
の
が
意
外
な
好
評
を
得
て
、
知
ら

ず
く
文
芸
を
一
生
の
事
業
と
す
る
人
間
に
な
り
ま
し
た
。
⑺

　

つ
ま
り
、
彼
は
自
分
の
成
功
を
意
想
外
の
こ
と
だ
と
考
え
、
む
し
ろ
自
分
が
自

然
派
と
し
て
評
価
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
白
鳥
は
自
然
主
義
作
家
と

認
め
ら
れ
た
の
ち
も
、
独
特
の
幻
想
的
な
特
徴
を
持
ち
、
写
実
を
目
指
す
典
型
的

な
自
然
主
義
に
一
定
の
距
離
を
取
っ
て
い
た
作
家
で
あ
る
。
そ
の
点
は
、
啄
木
の

い
わ
ゆ
る
「
自
然
主
義
の
新
時
代
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
啄
木
は
上
京
直
前
、
白
鳥
の
『
紅
塵
』
を
読
み
、
羨
望
の
感
慨

を
日
記
で
記
し
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
類
似
的
な
題
材
を
取
っ
た
「
病
院
の
窓
」

は
、「
塵
埃
」
と
の
間
に
内
在
的
な
関
連
性
を
も
つ
可
能
性
が
あ
る
。

　

実
際
に
、「
病
院
の
窓
」
は
「
塵
埃
」
と
同
じ
よ
う
に
、
作
者
の
実
体
験
に
基

づ
い
て
、
実
在
す
る
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
作
成
さ
れ
た
小
説
で
あ
る
。「
塵
埃
」

で
は
、
白
鳥
が
働
い
て
い
た
『
読
売
新
聞
』
編
輯
局
の
校
正
係
小
野
良
風
＝
小
野

道
吉
、
小
澤
勝
次
郎
＝
「
予
」
と
な
っ
て
い
る
。「
病
院
の
窓
」
で
は
、
釧
路
の

佐
藤
衣
川
を
主
人
公
野
村
良
吉
の
モ
デ
ル
に
し
、
作
中
の
観
察
者
と
し
て
の
竹
山

静
雨
に
作
者
啄
木
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
塵
埃
」
が
「
底
の
底

の
同
感
の
情
味
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
触
れ
る
心
地
が
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
高

い
評
価
を
受
け
た
の
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
の
価
値
を
認
め
て
い
る
窪
川
鶴
次

郎
も
「
主
人
公
の
悪
事
に
対
す
る
自
責
の
念
が
誇
張
さ
れ
て
い
る
」
と
指
摘
し

た
。

　

白
鳥
と
啄
木
は
と
も
に
、
自
然
主
義
の
圏
内
に
あ
り
な
が
ら
、
正
統
で
あ
る
自

然
主
義
に
距
離
を
取
っ
て
い
た
作
家
で
あ
る
が
、
白
鳥
小
説
が
、
自
然
主
義
と
し

て
認
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、
啄
木
の
作
品
が
排
除
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
本
論

は
、
こ
の
問
題
を
扱
い
、
自
然
主
義
に
お
け
る
「
真
実
」
に
つ
い
て
改
め
て
考
察

し
て
い
き
た
い
。

二
、「
自
然
」
と
い
う
評
価
の
成
立
と
そ
の
反
対

　

前
出
の
銀
漢
子
の
評
論
は
、「
作
者
の
筆
は
、
一
作
は
一
作
よ
り
枯
れ
て
、
寂

び
て
、
冷
か
な
筆
つ
き
の
中
に
、
作
者
自
か
ら
の
苦
痛
を
愬
ふ
る
、
底
の
底
の
同

感
の
情
味
と
い
ふ
や
う
な
も
の
に
触
れ
る
心
地
が
す
る
」
と
語
っ
て
い
た
。
つ
ま

り
、「
塵
埃
」
に
表
さ
れ
た
感
情
の
真
摯
さ
を
肯
定
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お

き
た
い
の
は
、「
同
感
」
で
あ
る
。「
塵
埃
」
の
成
功
は
、
決
し
て
た
だ
一
人
の
同

感
を
喚
起
す
る
の
で
は
な
く
、
同
時
代
読
者
の
同
感
を
広
く
喚
起
す
る
わ
け
で
あ

る
。
以
下
、
啄
木
小
説
「
病
院
の
窓
」
と
心
理
描
写
の
面
で
対
照
比
較
し
て
み
よ

う
。
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「
塵
埃
」
の
冒
頭
は
、
三
人
の
編
集
者
の
生
き
る
意
義
を
め
ぐ
る
対
談
か
ら
語
り

始
め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
そ
の
対
談
を
傍
観
し
て
い
る
「
予
」
の
視
角

か
ら
、
以
下
の
よ
う
に
感
想
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

予
は
北
側
の
机
で
窓
硝
子
の
壊
れ
か
ら
吹
き
込
む
鋭
い
風
に
、
背
筋
を
揉
ま

れ
な
が
ら
、
小
野
道
吉
君
と
差
向
ひ
で
、
校
正
に
従
事
し
て
、
局
外
か
ら
編
輯

の
光
景
を
窺
つ
て
ゐ
る
。（
中
略
）
明
け
て
二
十
六
と
な
る
べ
き
予
は
、
社
中

最
も
年
少
の
組
で
あ
つ
て
、
今
こ
そ
破
れ
布
子
で
髪
蓬
々
と
し
て
ゐ
る
が
、
明

年
を
思
ひ
明
年
を
考
へ
れ
ば
想
像
の
糸
は
己
れ
を
中
心
に
、
幾
百
の
豊
か
な
る

絵
画
や
小
説
を
織
り
出
す
。
艶
麗
な
景
も
浮
べ
ば
、
勇
壮
な
潮
も
湧
く
。
今
二

三
日
で
四
十
歳
に
な
る
、
五
十
歳
に
な
る
と
言
ひ
な
が
ら
、
腰
辨
の
身
を
哀
れ

と
も
感
ぜ
ず
、
無
駄
話
し
に
笑
ひ
興
じ
て
ゐ
る
彼
の
人
々
の
気
が
知
れ
ぬ
。
予

は
若
し
も
四
十
何
歳
ま
で
、
こ
の
籐
椅
子
の
網
が
尻
で
す
り
切
れ
る
ま
で
、
こ

の
渦
巻
く
編
輯
局
の
塵
埃
を
吸
は
ね
ば
な
ら
ぬ
と
、
天
命
の
定
つ
て
ゐ
る
と
す

れ
ば
、
未
練
は
な
い
、
今
日
此
処
で
舌
を
噛
ん
で
死
ん
で
見
せ
る
、
食
パ
ン
の

味
ひ
は
一
度
で
沢
山
だ
、
三
百
六
十
五
日
昼
の
弁
当
に
し
て
味
ふ
必
要
は
あ
る

ま
い
、
自
分
の
一
生
が
食
パ
ン
だ
と
す
れ
ば
、
二
三
年
経
験
す
れ
ば
足
つ
て
ゐ

る
、
何
も
五
十
迄
も
六
十
迄
も
食
パ
ン
生
涯
を
続
け
る
に
も
及
ぶ
ま
い
。
⑻

　
「
予
」
は
こ
の
編
輯
局
の
一
員
で
あ
る
が
、
他
の
編
集
者
の
会
話
に
も
参
加
せ

ず
、
彼
ら
の
群
れ
に
入
り
、
同
じ
よ
う
な
人
生
を
送
ろ
う
と
し
な
い
態
度
を
示
し

た
。
こ
こ
で
、「
予
」
と
他
の
編
集
者
と
は
、
年
齢
に
よ
っ
て
区
分
さ
れ
て
い
る

こ
と
が
、
明
確
に
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
予
」
が
彼
ら
に
距
離
を
取
っ
て

傍
観
し
て
い
る
の
は
、「
社
中
最
も
年
少
の
組
」
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
語
り
手
は
、
一
人
一
人
の
代
わ
り
に
、
ま
ず
「
年
少
の
組
」
と
「
年
長

の
組
」
で
登
場
人
物
を
分
け
た
。
こ
れ
で
読
者
は
、
見
知
ら
な
い
登
場
人
物
の
個

人
的
な
心
境
を
「
二
十
代
の
編
集
者
」
と
い
う
「
組
」
の
心
境
と
し
て
理
解
で
き

る
。
こ
の
手
続
き
に
よ
っ
て
、「
見
知
ら
な
い
」
人
物
の
心
理
に
対
す
る
距
離
感

は
消
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
に
引
用
し
た
「
塵
埃
」
の
冒
頭
の
部
分

の
語
り
で
は
、
年
少
者
た
ち
の
心
境
を
代
弁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
同
感

を
得
や
す
く
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
は
冒
頭
近
く
の
部
分
で
、
以
下
の
よ
う
に
登
場

人
物
の
心
理
を
描
い
て
い
た
。

　

野
村
は
力
が
抜
け
た
様
に
墨
を
磨
つ
て
居
た
が
、
眼
は
じ
つ
と
竹
山
の
筆
の

走
る
の
を
見
た
儘
、
種
々
な
事
が
胸
の
中
に
急
が
し
く
往
来
し
て
居
て
、
さ
ら

で
だ
に
不
気
味
な
顔
が
一
層
険
悪
に
な
つ
て
居
た
。
竹
山
も
出
筆
も
恰
も
知
ら

ぬ
人
同
志
が
同
じ
汽
車
に
乗
り
会
し
た
様
に
、
互
い
に
そ
知
ら
ぬ
態
を
し
て
居

る
。
何
方
も
傍
に
人
が
居
ぬ
か
の
様
に
、
見
向
く
で
も
な
け
れ
ば
一
語
を
交
わ

す
で
も
な
い
。
渠
は
此
態
を
見
て
居
て
又
候
不
安
を
感
じ
出
し
て
来
た
。
恰
度

俺
の
来
る
ま
で
は
二
人
で
何
か
―
―
俺
の
こ
と
を
話
し
て
居
た
に
違
い
な
い
。

斯
う
と
、
今
朝
俺
の
出
社
し
た
の
は
九
時
半
…
…
否
十
時
頃
だ
つ
た
が
、
そ
れ

か
ら
三
時
間
余
も
斯
う
黙
つ
て
居
る
と
い
ふ
事
は
な
い
。
屹
度
放
し
て
居
た
の

だ
。
不
図
す
る
と
俺
の
来
る
直
き
前
ま
で
…
…
否
或
は
其
時
既
に
話
が
決
ま
つ
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て
了
つ
て
、
恰
度
其
処
へ
俺
が
入
つ
た
の
ぢ
や
な
い
か
知
ら
。
⑼

　

こ
こ
に
至
る
ま
で
の
部
分
で
語
り
手
は
、
編
集
者
の
野
村
良
吉
と
編
輯
主
任
の

竹
山
、
主
筆
が
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
る
か
に
つ
い
て
、
一
切
言
及
せ
ず
、
た
だ

三
人
の
関
係
を
説
明
し
た
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
物
語
は
、
野
村
が
竹
山
と
主

筆
の
会
談
を
見
た
場
面
に
始
ま
り
、
野
村
の
緊
張
、
不
安
な
心
理
を
描
い
て
い

た
。「
塵
埃
」
と
同
じ
く
、
舞
台
と
な
る
編
集
室
の
光
景
を
冒
頭
で
描
い
て
お
り
、

そ
の
次
に
主
人
公
が
他
の
登
場
人
物
の
会
話
に
偶
然
に
会
っ
て
自
分
の
身
に
つ
い

て
考
え
て
い
る
流
れ
で
展
開
し
て
い
る
が
、「
塵
埃
」
で
は
二
十
代
の
組
と
四
、

五
十
代
の
組
と
の
二
つ
の
「
陣
営
」
が
書
か
れ
て
い
た
こ
と
と
違
い
、「
病
院
の

窓
」
で
は
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
世
代
ご
と
に
分
け
ず
、
非
常
に
個
人
的
な
立
場

で
描
か
れ
て
い
た
。
後
に
野
村
が
ど
の
よ
う
な
人
物
か
に
つ
い
て
、
自
白
の
形
で

書
か
れ
る
が
、
読
者
に
紹
介
す
る
意
識
は
希
薄
で
、
人
物
の
感
慨
が
際
に
無
意
識

的
に
流
れ
て
き
た
よ
う
に
読
め
る
。

　

同
時
代
評
に
お
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
「
塵
埃
」
の
書
き
方
の
ほ
う
が

「
自
然
」
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
塵
埃
」
の
登
場
人
物
は
、
類
型
化
さ

れ
、
つ
ま
り
そ
の
時
代
の
典
型
的
な
若
者
を
代
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
読
み
手
は
語
り
手
の
像
を
、
理
想
を
持
っ
て
い
る
二
十
代
の
編
集
者
と

い
う
想
像
し
や
す
い
形
象
と
し
て
読
み
取
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
読
み
手
は
語
り
手
の
立
場
を
充
分
理
解
で
き
、
同
じ
よ
う
な
理
想
と
現
実
と

の
間
の
違
和
を
感
じ
、
い
わ
ば
共
感
を
喚
起
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
は
、
類
型
化
を
施
す
こ
と
な
く
、
直
接
に
語
り

手
の
視
点
か
ら
物
語
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て
、
人
間
像
が
不
明

確
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、「
病
院
の
窓
」
は
無
意
識
的
な
心
理
描
写
に
力

を
注
い
で
描
い
て
い
る
が
、
因
果
関
係
が
希
薄
、
む
し
ろ
無
意
識
的
な
流
れ
に

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
、「
病
院
の
窓
」
の
読
者
は
始
終
語
り
手
に
距
離
を
感
じ

て
し
ま
い
、
難
解
な
存
在
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
「
病
院
の
窓
」
の
ほ
う
が
「
塵
埃
」
よ
り
読
み
に
く
い
点
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

「
自
然
」
か
「
不
自
然
」
か
と
い
う
角
度
か
ら
見
る
と
、
ま
だ
他
の
理
解
の
仕
方

が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
病
院
の
窓
」
の
物
語
言
説
は
、
内
的
焦
点
化

し
、
語
り
手
の
経
験
、
立
場
な
ど
が
自
明
の
こ
と
と
さ
れ
、
無
前
提
に
心
理
活
動

を
描
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
塵
埃
」
の
ほ
う
は
、
一
人
称
小
説
で
あ
る
が
、

語
り
手
の
経
験
、
立
場
な
ど
を
紹
介
し
、
情
景
を
再
現
す
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
前
出
の
午
白
生
や
銀
漢
子
の
「
塵
埃
」
に
つ
い
て
の

評
価
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
登
場
人
物
の
人
間
像
は
読
み
手
に
よ
っ
て
容
易
に

再
現
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。「
塵
埃
」
は
一
人
称
で
あ
り
な
が
ら
、
俯
瞰
的
な
視

角
か
ら
叙
述
し
、
さ
ら
に
登
場
人
物
の
配
置
を
図
式
化
さ
せ
、
物
語
内
容
を
再
現

的
に
読
者
に
伝
え
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
の
方
は
、
三
人
称
で

あ
っ
て
も
、
主
人
公
野
村
の
視
点
に
焦
点
化
し
、
非
常
に
狭
い
視
野
で
物
語
を
展

開
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
一
方
、
心
理
描
写
の
場
合
で
は
、「
病
院
の
窓
」
は

ま
た
筋
を
整
え
る
意
識
を
持
た
ず
、
主
人
公
が
連
想
し
た
こ
と
に
関
連
性
を
持
つ

か
ど
う
か
は
問
わ
ず
に
、
あ
る
が
ま
ま
に
書
い
た
。
結
局
、
登
場
人
物
の
人
間
像

は
鮮
明
な
個
性
を
持
っ
て
い
る
一
方
、
読
み
手
に
と
っ
て
非
常
に
捉
え
に
く
い
形

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
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当
時
の
文
壇
に
求
め
ら
れ
て
い
る
「
自
然
」
は
、
明
ら
か
に
「
塵
埃
」
で
示
さ

れ
て
い
る
よ
う
な
、
語
り
手
と
読
み
手
の
間
に
成
立
す
る
共
通
認
識
、
ま
た
そ
の

共
通
認
識
に
基
づ
く
思
想
、
感
情
の
活
動
を
意
味
し
て
い
る
。
反
対
に
、「
病
院

の
窓
」
で
示
さ
れ
て
い
る
捉
え
に
く
い
個
性
は
当
然
こ
の
評
価
体
系
か
ら
排
除
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
創
新
、
個
性
を
唱
え
て
い
た
明
治
四
十
年
代
文
壇
の
底
で
、
暗

黙
の
規
制
が
存
在
し
て
い
る
。「
病
院
の
窓
」
は
、
当
時
流
行
っ
て
い
た
内
的
焦

点
化
の
方
法
を
採
用
し
た
が
、
物
語
内
容
上
、
自
意
識
が
強
す
ぎ
て
読
み
手
の
共

鳴
を
喚
起
で
き
ず
、
結
局
不
評
に
な
っ
た
。
明
治
四
十
年
代
は
自
意
識
の
覚
醒
を

求
め
る
時
代
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
表
現
の
自
由
さ
に
対
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と

の
で
き
る
範
囲
は
い
ま
だ
共
通
認
識
の
域
内
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
、「
現
実
」
と
「
真
実
」
の
区
分
―
―
心
理
活
動
の
捉
え
方

　
「
塵
埃
」
で
は
、
理
想
、
将
来
に
関
す
る
こ
と
が
頻
り
に
語
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
理
想
は
当
時
の
現
実
に
属
し
た
も
の
で
あ
る
。
主
人
公
は
平
凡
な
人
生
に
満

足
し
な
く
、
多
彩
な
未
来
に
憧
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
で
は
、

主
人
公
は
常
に
非
日
常
的
な
世
界
を
想
像
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
野
村
は
竹
山
と

主
筆
が
私
語
し
て
い
る
こ
と
を
仕
事
中
に
耳
に
は
さ
み
、
そ
れ
を
自
分
へ
の
悪
口

と
疑
い
、
退
職
す
る
こ
と
ま
で
考
え
な
が
ら
、
以
下
の
連
想
を
起
こ
し
た
。

　

好
し
、
そ
ん
な
ら
俺
も
彼
奴
だ
、
何
も
然
う
こ
そ
こ
そ
相
談
せ
ず
と
、
退
社

し
ろ
な
ら
退
社
し
ろ
と
瞭
り
云
つ
た
ら
可
い
ぢ
や
な
い
か
、
と
自
棄
糞
な
考
へ

を
起
こ
し
て
見
た
が
、
退
社
と
い
ふ
辞
が
我
な
が
ら
ム
カ
ム
カ
し
て
る
胸
に
冷

水
を
浴
び
せ
た
様
に
心
に
響
い
た
。
飢
餓
と
恐
怖
と
疲
れ
と
悔
恨
と
…
…
真
暗

な
洞
穴
の
中
を
真
黒
な
衣
を
着
て
ゾ
ロ
ゾ
ロ
と
行
く
乞
食
の
群
！
野
村
は
目
を

瞑
つ
た
。

　

白
く
波
立
つ
海
の
中
か
ら
、
帆
柱
が
二
本
出
て
居
る
様
が
見
え
る
。（
中
略
）

と
、
矢
張
其
時
の
事
、
子
ど
も
を
連
れ
た
夫
婦
者
の
乞
食
と
一
緒
に
、
三
晩
続

け
て
知
人
岬
の
或
神
社
に
寝
た
事
を
思
い
出
し
た
。（
中
略
）
母
、
生
み
の
母
、

逆
上
せ
で
眼
を
悪
く
し
て
る
母
が
、
ア
ノ
時
ど
ん
な
に
恋
し
く
な
つ
か
し
く
思

は
れ
た
ら
う
！
（
中
略
）

　

ハ
ツ
と
し
て
目
を
開
い
た
野
村
は
、
微
か
な
動
悸
を
胸
に
覚
え
て
、
墨
磨
る

手
が
動
か
な
く
な
つ
て
居
た
。
⑽

　

こ
の
部
分
で
、
主
人
公
の
想
い
が
思
わ
ぬ
方
向
に
次
々
に
飛
躍
し
た
こ
と
は
明

ら
か
に
見
ら
れ
る
。
主
人
公
が
竹
山
と
主
筆
の
私
語
か
ら
、
自
分
に
関
す
る
悪
口

へ
、
ま
た
退
職
及
び
退
職
後
の
貧
乏
生
活
ま
で
想
像
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
因
果
関

係
が
う
か
が
え
る
一
連
の
心
理
変
化
で
あ
る
が
、
そ
の
次
、
自
分
が
北
海
道
に
い

た
時
、
乞
食
家
族
と
一
緒
に
三
日
暮
ら
し
、
乞
食
の
悲
惨
さ
が
目
に
つ
き
、
つ
い

に
抽
象
的
な
「
母
」
と
い
う
形
象
が
何
度
も
思
い
の
中
に
浮
か
ん
だ
こ
と
に
及
ん

で
は
、
一
種
の
無
意
識
的
な
心
理
活
動
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
確

か
に
読
者
の
共
感
は
得
に
く
い
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
塵
埃
」
の
冒
頭
で
は
、
編
集
室
の
人
た
ち
が
話
し
合
っ
て
い

た
こ
と
を
傍
観
す
る
「
予
」
に
は
、
以
下
の
連
想
が
起
こ
っ
た
。
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予
は
北
側
の
机
で
、
窓
硝
子
の
壊
れ
か
ら
吹
き
込
む
鋭
い
風
に
、
背
筋
を
揉

ま
れ
な
が
ら
、
小
野
道
吉
君
と
差
し
向
ひ
で
、
校
正
に
従
事
し
て
、
局
外
か
ら

編
輯
の
光
景
を
伺
つ
て
ゐ
る
。
南
米
遠
征
の
企
て
の
破
れ
て
よ
り
、
何
か
有
望

の
事
業
に
取
り
か
か
る
迄
の
糊
口
の
た
め
に
と
、
或
人
の
周
旋
で
こ
の
社
の
校

正
係
と
な
つ
た
の
だ
が
、
何
時
の
間
に
や
ら
、
も
う
三
ヶ
月
に
な
つ
た
。
こ
ん

な
下
ら
な
い
仕
事
を
男
子
が
勤
め
て
ゐ
て
溜
ま
る
も
の
か
と
思
ひ
な
が
ら
、
詮

方
な
さ
の
一
日
逃
れ
で
、
撼
天
動
地
の
抱
負
を
胸
裏
に
潜
め
、
鉄
亜
鈴
で
鍛
へ

た
手
に
禿
筆
を
握
つ
て
、
死
灰
の
文
字
を
ほ
ぢ
く
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
で
、
校
正

刷
の
堆
積
が
一
先
づ
片
付
く
と
、
予
は
机
に
肘
を
つ
い
て
、
他
所
な
が
ら
外
交

記
者
の
壮
語
沢
山
の
太
平
楽
に
耳
を
傾
け
、
あ
の
人
達
は
、
毎
日
内
閣
や
議
会

に
出
入
し
、
天
下
の
名
士
と
席
を
同
う
し
て
語
り
、
酒
汲
か
は
し
て
懇
談
す
る

身
で
あ
り
な
が
ら
、
何
故
立
身
栄
達
の
道
を
開
か
ず
、
ス
ト
ー
ヴ
で
炙
つ
た
食

パ
ン
を
食
つ
て
、
鬢
髪
徒
ら
に
白
線
を
加
ふ
る
に
至
つ
た
の
で
あ
ら
う
（
後

略
）。
⑾

　

こ
の
場
面
は
「
病
院
の
窓
」
の
野
村
と
同
じ
く
「
予
」
が
廻
り
の
人
た
ち
を
観

察
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
や
が
て
、「
予
」
の
思
考
は
自
分
の
経
歴

へ
移
り
、
さ
ら
に
外
交
記
者
の
理
想
的
な
生
涯
を
思
い
、
つ
い
に
そ
の
理
想
を
果

た
せ
な
い
こ
と
を
慨
嘆
す
る
に
至
っ
た
。
そ
の
一
連
の
思
考
の
経
緯
は
、
的
確
な

因
果
関
係
に
よ
っ
て
接
続
さ
れ
、
明
確
な
方
向
性
を
も
っ
て
い
る
。
文
章
と
し
て

上
手
い
と
見
な
さ
れ
て
い
い
。
し
か
し
、
人
間
の
思
考
に
お
い
て
、
連
想
は
常
に

こ
う
し
た
整
然
な
も
の
で
は
な
く
、
雑
音
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
塵
埃
」

に
お
け
る
「
予
」
の
想
い
に
関
す
る
描
写
は
、
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と
と
い
う
よ

り
、
整
理
し
て
回
想
を
語
る
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、「
予
」
の
自
分
の
こ
と
に
関
す
る
考
え
は
、
常
に
社
会
的
な
身
分
ま
た

は
社
会
的
な
生
活
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
予
」
の
連
想
は
、
人
間

の
共
同
体
で
あ
る
「
社
会
」
に
強
く
つ
な
が
っ
て
い
る
。
読
者
も
勿
論
社
会
の
一

員
で
あ
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
社
会
属
性
を
容
易
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
う

し
て
、
作
中
人
物
の
理
想
や
感
情
は
、
理
解
し
や
す
い
社
会
属
性
に
基
づ
い
て
、

読
者
に
「
自
然
」
に
受
け
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
で
は
、
非
常
に
私
人
的
な
回
想
を
描
き
、
社
会

属
性
が
一
切
見
ら
れ
な
い
。
野
村
は
自
分
と
乞
食
三
人
と
一
緒
に
知
人
岬
の
あ
る

神
社
に
寝
た
こ
と
を
思
い
出
す
が
、
そ
の
出
来
事
は
い
わ
ば
一
般
社
会
か
ら
非
常

に
遠
い
体
験
で
あ
る
。
他
者
と
し
て
の
読
者
が
、
こ
の
よ
う
な
体
験
に
対
し
、
親

し
く
感
じ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
野
村
の
母
に
関
す
る
回
想
も

私
人
的
で
あ
り
、
一
般
的
な
「
母
」
の
属
性
を
反
映
せ
ず
に
、
個
的
な
と
こ
ろ
し

か
描
い
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
、
野
村
の
一
連
の
心
象
を
分
析
す
る
た
め
に
、
当
時
の
文
学
領

域
に
お
け
る
心
理
学
の
浸
透
を
把
握
し
て
お
き
た
い
。
藤
井
淑
禎
は
『
小
説
の
考

古
学
へ
』
に
お
い
て
明
治
日
本
の
心
理
学
受
容
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。

　

我
が
国
へ
の
諸
心
理
学
派
の
移
入
と
消
長
の
跡
を
一
瞥
し
て
お
く
と
、
当

初
、
優
勢
で
あ
っ
た
の
は
、
ベ
イ
ン
に
代
表
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
経
験
主
義
、
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自
然
主
義
文
学
に
お
け
る
「
真
実
」
の
考
察
（
張　

済
人
）

五
一

連
合
（
連
想
）
主
義
系
の
イ
ギ
リ
ス
の
心
理
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明
治
三
十

年
代
に
入
る
と
、
今
度
は
ヴ
ン
ド
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
の
実
験
心
理
学
派
が

徐
々
に
主
導
権
を
握
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
い
っ
ぽ
う
で
は
、
機
能
主
義
へ
の

橋
渡
し
を
し
た
W
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
仕
事
も
紹
介
さ
れ
始
め
て
い
る
。（
中
略
）

こ
こ
で
、
そ
の
影
響
関
係
を
整
理
し
て
み
る
と
、
①
連
想
に
よ
る
記
憶
の
再
生

に
基
づ
く
回
想
的
表
現
、
②
同
一
的
自
我
の
自
覚
化
と
、
そ
の
自
我
（
主
体
）

に
よ
る
客
体
（
対
象
）
の
把
握
と
い
う
、
主
観
・
客
観
を
め
ぐ
る
問
題
、
③
感

情
と
身
体
現
象
と
の
相
関
の
発
見
に
基
づ
く
感
覚
描
写
の
確
立
、
の
三
つ
に
大

き
く
ま
と
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
⑿

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
で
、
当
時
の
心
理
分
析
法
は
主
に
ヴ
ン
ド
の
観
点
を
受
け
入

れ
て
い
た
。
ヴ
ン
ド
は
、「
最
早
分
析
の
出
来
な
い
要
素
的
個
体
」
を
多
面
的
な

感
覚
、
感
情
要
素
の
結
合
と
見
な
し
、「
意
志
的
統
覚
的
の
過
程
」
を
経
て
成
立

す
る
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
藤
井
の
論
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
十
年
代
は
「
追
憶

小
説
の
季
節
」（『
白
秋
全
集
』
月
報
三
六
、
昭
和
六
二
）
と
呼
ば
れ
、
寺
田
寅
彦

の
追
憶
散
文
の
ほ
か
、
中
村
星
湖
の
『
少
年
行
』（『
早
稲
田
文
学
』、
明
治
四
十

年
）
や
北
原
白
秋
の
詩
集
『
思
ひ
出
』（
東
雲
堂
書
店
、
明
治
四
四
年
発
行
）
な

ど
、
多
く
の
回
想
体
作
品
が
出
て
き
た
。
藤
井
は
、「
追
懐
小
説
」
と
い
う
回
想

体
小
説
の
増
加
⒀
に
は
、
様
々
な
時
代
背
景
に
繋
が
っ
て
い
る
上
に
、
さ
ら
に
上

述
の
心
理
学
の
受
容
も
加
勢
し
て
い
る
と
い
う
観
点
を
表
し
て
い
る
。

　

藤
井
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
テ
ク
ス
ト
が
、
同
時
代
の
心
理
学

の
受
容
と
の
間
に
関
連
性
が
あ
る
、
も
し
く
は
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
言

う
こ
と
が
で
き
る
も
の
の
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
藤
井
は
記
憶
の
形
成
に
関
す
る
心
理
学
研
究
成
果
の
普
及
や
一
般
的
な

国
民
の
関
心
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
心
理
学
の
発
展
が
文
学
に
影

響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
推
定
で
き
る
と
主
張
す
る
。

　

す
べ
て
の
感
覚
、
感
情
は
、
関
連
的
に
見
れ
ば
合
理
的
な
解
釈
を
得
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
感
情
と
感
情
、
感
覚
と
感
覚
と
の
間
に
、
相
互
作
用
が
存

在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
ど
う
証
明
す
る
の
か
が
問
題
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
当
時
は
、
こ
の
相
互
作
用
の
存
在
を
証
明
す
る
手
段
は
、
慣
習

や
経
験
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
慣
習
や
経
験
の
範
囲
を
超
え
た
場
合

も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
病
院
の
窓
」
を
例
に
す
れ
ば
、
先
の
引
用
文

に
お
け
る
連
想
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
出
来
事
の
相
互
関
連
性
は
薄
い
が
、
野
村
の
私

的
な
感
情
の
作
用
を
考
慮
に
加
え
る
と
、
他
人
の
私
語
を
耳
に
は
さ
ん
だ
最
初
の

不
安
が
拡
大
し
た
結
果
、
乞
食
家
族
の
こ
と
が
連
想
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
に
、

無
力
で
あ
り
な
が
ら
恋
し
い
「
母
」
の
形
象
が
浮
び
、
庇
護
を
求
め
ざ
る
を
得
な

い
絶
望
が
み
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
関
連
性
は
、
外
部
か

ら
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
に
知
ら
れ
ぬ
内
面
的
な
心
理
活
動
と

見
な
さ
れ
る
。

　

藤
井
の
論
に
挙
げ
ら
れ
た
寺
田
寅
彦
の
「
竜
舌
蘭
」（
明
治
三
八
年
作
、『
寺
田

寅
彦
随
筆
集　

第
一
巻
』
岩
波
書
店
、
昭
和
二
二
年
収
録
）
の
例
と
比
較
し
て
み

よ
う
。「
竜
舌
蘭
」
に
は
、「
雷
の
音
が
今
度
は
稍
近
く
聞
こ
え
て
、
ふ
つ
と
思
ひ

出
す
と
と
も
に
、
あ
り
あ
り
目
の
前
に
浮
ん
だ
の
は
、
雨
に
濡
れ
た
竜
舌
蘭
の
鉢

で
あ
る
」
と
い
う
連
想
か
ら
、
十
四
、
五
年
前
の
少
年
時
代
の
出
来
事
が
思
い
出
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さ
れ
て
い
た
。
し
こ
し
、
こ
の
連
想
に
よ
る
追
憶
の
形
は
、
い
わ
ば
古
典
的
な
手

法
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。⒁
む
し
ろ
、
慣
習
的
な
展
開
の
枠
組
を
超

え
、
意
識
の
流
れ
の
中
に
不
可
解
な
断
片
、
通
常
に
解
釈
し
が
た
い
連
想
を
連
鎖

的
に
記
述
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
近
代
心
理
学
に
お
け
る
記
憶
喚
起
に
関
す
る
研
究

成
果
の
反
映
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
病
院
の
窓
」
に
お
け
る
連
想
の
描
写
は
、

一
見
で
「
不
自
然
」
な
感
じ
が
す
る
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ま
で
無
視
さ
れ

つ
づ
け
て
し
ま
っ
た
「
自
然
」
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
う
る
。

　
「
病
院
の
窓
」
は
回
想
体
小
説
で
は
な
い
が
、
作
中
に
回
想
的
な
表
現
が
多
く

見
え
る
。
例
え
ば
、「
手
帳
を
繰
り
始
め
た
が
、
不
図
髯
を
捻
つ
て
居
る
戸
川
課

長
の
顔
を
思
い
出
し
た
」
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
看
護
婦
に
催
眠
術
を
か
け
る
情
景

ま
で
思
い
出
し
た
場
面
。
ま
た
、
四
年
以
前
初
め
て
竹
山
を
知
つ
た
時
の
こ
と
か

ら
、
自
分
が
東
京
に
い
た
時
の
様
々
な
出
来
事
（
催
眠
術
に
熱
中
し
て
い
る
こ

と
、
基
督
教
を
奉
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
）
ま
で
思
い
出
し
た
場
面
。
こ
れ
ら
の
表

現
は
、
寅
彦
散
文
の
よ
う
な
慣
習
に
即
し
た
連
想
に
よ
る
追
憶
の
表
現
よ
り
も
、

当
時
の
心
理
学
に
お
け
る
記
憶
の
形
成
と
喚
起
に
関
す
る
知
識
の
受
容
、
さ
ら
に

主
体
と
し
て
の
自
我
と
客
体
と
し
て
の
自
我
の
分
離
の
発
見
が
反
映
さ
れ
た
も
の

と
評
価
で
き
る
。

　

ま
た
、
藤
井
の
論
に
よ
れ
ば
、
日
本
社
会
及
び
文
壇
に
影
響
を
与
え
て
い
た
心

理
学
説
は
、
回
想
と
い
う
過
程
に
主
体
の
能
動
性
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
回

想
の
内
容
は
回
想
の
主
体
に
よ
っ
て
選
択
、
加
工
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
回
想
と

い
う
こ
と
は
、
過
去
に
対
す
る
再
現
で
は
な
く
、
自
意
識
の
作
用
の
下
で
の
一
種

の
再
創
作
で
あ
る
。
な
の
で
、
写
生
文
に
お
け
る
回
想
描
写
は
、
記
憶
そ
の
も
の

で
は
な
く
、
記
憶
内
容
の
一
部
と
し
て
の
情
景
や
出
来
事
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
整

理
し
て
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
描
写
の
目
標
は
、
回
想
と
い
う
活
動
を
描
く

の
で
は
な
く
、
回
想
の
結
果
を
描
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
意
図
的
に
そ
う
し
た

の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
病
院
の
窓
」
に
お
け
る
混
乱
と
も
い
え
る
回

想
描
写
は
、
か
え
っ
て
回
想
活
動
の
無
秩
序
さ
、
恣
意
さ
を
如
実
に
反
映
し
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
従
来
の
文
学
創
作
に
、「
回
想
の
結
果
」

の
描
写
に
対
す
る
工
夫
は
実
に
少
な
く
な
い
の
に
対
し
、「
回
想
の
過
程
」
を
再

現
す
る
文
学
的
試
み
は
、
近
代
心
理
学
の
受
容
に
関
す
る
研
究
に
な
お
独
特
の
価

値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、「
病
院
の
窓
」
の
場
合
は
、
ま
さ
に
「
回
想
の
過
程
」
を
客
観
的
な

出
来
事
と
し
て
描
い
た
の
で
あ
る
。「
塵
埃
」
が
現
実
に
基
づ
く
思
想
を
描
い
て

い
た
の
だ
と
し
た
ら
、「
病
院
の
窓
」
は
思
想
活
動
そ
の
も
の
を
対
象
に
し
て
、

思
想
過
程
の
混
乱
ま
で
も
忠
実
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
現
実
に
対
し
て
、
人
間
は

共
通
認
識
を
も
っ
て
い
る
。
現
実
に
基
づ
く
思
想
も
、
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
心
理
活
動
の
「
真
実
」
は
個
人
の
内
部
で
動
き
、

共
有
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
真
実
」
は
、
言
語
化
さ
れ
た
「
思
想
」
と

違
い
、
他
者
に
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
「
交
流
」
の
職
能
を
担
が
ず
、
恣
意
性

が
強
い
の
で
あ
る
。
な
の
で
、
心
理
活
動
の
「
真
実
」
は
、
も
し
如
実
に
言
語
化

す
れ
ば
、
混
乱
に
陥
る
こ
と
が
不
可
避
な
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
病
院
の
窓
」

は
、
あ
え
て
こ
の
混
乱
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
意
識
の
流
れ
を
忠
実
に
記
録
し

た
の
で
あ
る
。
心
理
活
動
を
整
理
や
加
工
も
せ
ず
、
む
し
ろ
進
行
し
て
い
る
状
態

を
映
す
よ
う
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
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四
、
情
緒
描
写
に
お
け
る
私
的
な
表
現
の
位
置
づ
け

　

退
職
ま
で
想
像
し
、
不
安
に
陥
っ
た
野
村
の
こ
と
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

た
。

　

内
心
の
断
間
な
き
不
安
を
表
は
す
か
の
様
に
、
ピ
ク
ピ
ク
顔
の
肉
を
痙
攣
け

さ
せ
て
居
る
の
は
渠
の
癖
で
あ
つ
た
。
色
の
ド
ス
黒
い
、
光
沢
の
消
え
た
顔

は
、
何
方
か
と
云
へ
ば
輪
郭
の
正
し
い
、
醜
く
な
い
方
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
硝

子
玉
の
様
に
ギ
ラ
ギ
ラ
悪
光
り
の
す
る
大
き
い
眼
と
、
キ
リ
リ
と
結
ば
れ
る
事

の
な
い
唇
と
が
、
顔
全
体
の
調
和
を
破
つ
て
、
初
め
て
逢
つ
た
時
は
前
科
者
ぢ

や
な
い
か
と
思
つ
た
と
主
筆
の
云
つ
た
如
く
、
何
様
物
凄
く
不
気
味
に
見
え

る
。
⒂

　

こ
の
文
は
野
村
の
不
安
と
い
う
心
理
か
ら
、「
ピ
ク
ピ
ク
顔
の
肉
を
痙
攣
け
さ

せ
て
居
る
」
と
い
う
身
体
的
な
動
き
に
移
り
、
最
後
に
外
見
の
描
写
に
ま
で
到
着

し
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
描
写
に
よ
っ
て
、
野
村
の
不
安
の
状
態
と
「
前
科
者
」

の
よ
う
な
外
見
は
自
然
に
関
連
的
に
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
関
連
性
は
作

中
に
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
叙
事
上
の
順
序
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
作
中
人
物
の
心
理
状
態
が
身
体
の
動
き
、
さ
ら
に
外
見
と
い
う
よ

う
な
生
理
的
な
こ
と
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
な
印
象
が
読
者
に
伝
え
ら
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
類
型
的
な
人
間
像
描
写
と
違
い
、「
病
院
の
窓
」
は
、
野
村
が
初
め
て

登
場
し
た
際
に
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
何
も
紹
介
し
て
い
な
い
。
代
わ
り
に
、
人

物
の
心
理
活
動
と
伴
っ
て
展
開
さ
せ
な
が
ら
、
野
村
と
い
う
人
間
像
を
作
り
上
げ

つ
つ
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、「
病
院
の
窓
」
は
、
無
秩
序
と
も
い
え
る
意
識
の
変
動

を
き
っ
か
け
に
し
て
、
登
場
人
物
を
め
ぐ
る
様
々
な
こ
と
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
他
人
と
共
有
す
る
時
間
、
空
間
以
外
に
、
私
的
な
意
識
も
ス
ト
ー
リ
ー
に

な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

自
然
主
義
文
学
に
お
け
る
私
的
な
問
題
、
い
わ
ば
私
小
説
へ
の
転
化
は
、
中
村

光
夫
の
「
風
俗
小
説
論
」（
講
談
社　

昭
和
二
五
年
）
で
は
す
で
に
詳
し
く
論
じ

ら
れ
て
い
る
。
彼
は
、
自
然
主
義
文
学
の
私
小
説
へ
の
収
斂
を
近
代
リ
ア
リ
ズ
ム

の
崩
壊
と
し
て
い
た
が
、
私
的
な
意
識
の
覚
醒
と
文
学
上
の
表
現
が
当
時
の
文
壇

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。「
病
院
の
窓
」
も
明
ら

か
に
こ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
。
そ
し
て
、「
病
院
の
窓
」
は
私
小
説
の
告
白
体

と
比
べ
て
さ
ら
に
一
歩
進
め
、
日
記
体
に
近
い
形
を
採
用
し
て
い
る
。「
病
院
の

窓
」
は
読
み
手
を
設
置
し
な
い
、
あ
る
い
は
作
中
人
物
自
分
自
身
を
読
み
手
の
原

型
と
し
て
想
定
し
、
同
じ
レ
ベ
ル
の
認
知
を
も
っ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
。
つ
ま

り
こ
れ
は
、
私
小
説
に
対
す
る
極
端
ま
で
の
模
倣
と
い
っ
て
も
い
い
。
し
か
し
、

こ
の
極
端
ま
で
の
模
倣
は
か
え
っ
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の

こ
と
は
、
当
時
の
文
壇
の
評
価
体
系
の
内
部
に
矛
盾
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。
当
時
の
文
壇
は
、
真
に
私
的
な
経
験
を

求
め
て
い
た
の
で
は
な
く
、
読
者
の
共
感
を
喚
起
し
、
共
有
で
き
る
私
的
な
経
験

を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。「
病
院
の
窓
」
は
私
小
説
風
潮
の
刺
激
を
受
け
て
、

「
私
的
」
な
表
現
を
過
度
に
用
い
、
か
え
っ
て
不
評
に
な
る
一
例
だ
っ
た
の
で
は
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な
い
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う
か
。

五
、「
感
情
」
と
「
感
覚
」
の
関
連
性

　

そ
し
て
、
野
村
の
不
安
は
さ
ら
に
進
化
し
て
し
ま
っ
た
。

　

渠
は
漸
々
筆
を
執
上
げ
て
、
其
処
此
処
手
帳
を
翻
反
へ
し
て
見
て
か
ら
、
二

三
行
書
き
出
し
た
。
そ
し
て
又
手
帳
を
見
て
、
書
い
た
所
を
読
み
返
し
た
が
、

急
が
し
く
墨
を
塗
つ
て
、
手
の
中
に
丸
め
て
机
の
下
に
投
げ
た
。
又
書
い
て
又

消
し
た
。
同
じ
事
を
三
度
続
け
る
と
、
何
か
し
ら
鈍
い
圧
迫
が
頭
脳
に
起
つ
て

来
て
、
四
辺
が
明
る
い
の
に
自
分
だ
け
陰
気
な
所
に
居
る
様
な
気
が
す
る
。
こ

れ
も
平
日
の
癖
で
、
頭
の
右
左
に
少
し
振
つ
て
見
た
が
、
重
く
も
な
け
れ
ば
痛

く
も
な
い
。
二
三
度
や
つ
て
見
て
も
矢
張
同
じ
事
だ
。
が
、
今
に
も
頭
が
堪
へ

難
い
程
重
く
な
つ
て
ズ
ク
ズ
ク
疼
き
出
す
様
な
気
が
し
て
、
渠
は
痛
く
も
な
ら

ぬ
中
か
ら
顔
を
顰
め
た
。
そ
し
て
、
下
唇
を
嚙
み
乍
ら
ま
た
書
き
出
し
た
。
⒃

　

こ
の
時
、
主
筆
は
急
に
野
村
に
話
し
か
け
て
、
竹
山
と
三
人
で
話
し
合
い
、
よ

う
や
く
自
分
の
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が
新
聞
の
材
料
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い

た
こ
と
が
、
野
村
は
わ
か
っ
た
。

　

眼
を
ギ
ラ
ギ
ラ
光
ら
し
て
舌
を
出
し
乍
ら
、
垢
づ
い
た
首
巻
を
巻
い
て
居
た

が
、
段
階
を
降
り
る
時
は
再
顔
を
顰
め
て
、
ち
ょ
い
と
時
計
を
見
上
げ
た
な

り
、
事
務
の
人
々
に
は
言
葉
も
か
け
ず
戸
外
へ
出
て
了
つ
た
。
と
、
鈍
い
歩
調

で
二
三
十
歩
、
項
垂
れ
て
歩
い
て
居
た
が
、
四
角
を
右
に
曲
つ
て
、
振
返
つ
て

も
モ
ウ
社
が
見
え
な
い
所
に
来
る
と
、
渠
は
俄
か
に
顔
を
上
げ
て
、
融
け
か
か

つ
た
ザ
ク
ザ
ク
の
雪
を
蹴
り
散
ら
し
乍
ら
、
勢
ひ
よ
く
足
を
急
が
せ
て
、
二
町

の
先
に
二
階
の
見
ゆ
る
共
立
病
院
へ
・
・
・
・
・
・
・

　

解
雇
さ
れ
る
心
配
も
、
血
だ
ら
け
な
母
の
顔
も
、
鈍
い
圧
迫
と
共
に
消
え
て

了
つ
て
、
勝
誇
つ
た
様
な
腥
い
笑
が
其
顔
に
漲
つ
て
居
た
。
⒄

　

も
う
一
つ
の
角
度
か
ら
心
理
描
写
の
問
題
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
藤
井
の
論
に

よ
れ
ば
、
感
覚
と
感
情
を
め
ぐ
る
心
理
学
研
究
は
明
治
三
〇
年
代
に
既
に
日
本
で

は
注
目
を
集
め
て
い
た
。
そ
し
て
、
文
学
領
域
に
お
け
る
「
感
覚
」
へ
の
重
視

は
、
一
般
的
に
一
九
二
〇
年
代
の
新
感
覚
派
の
登
場
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る

が
、
実
は
そ
の
歴
史
は
明
治
四
〇
年
代
ま
で
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
、
藤
井
の
調
査
を
ま
と
め
て
い
う
と
、
明
治
四
〇
年
代
頃
の
感

覚
に
関
す
る
心
理
学
研
究
の
成
果
は
主
に
二
つ
の
影
響
を
同
時
代
の
文
学
に
与
え

て
い
た
。
ま
ず
は
、
視
覚
と
聴
覚
と
い
う
最
も
使
わ
れ
て
い
る
感
覚
だ
け
で
は
な

く
、
五
感
全
て
が
感
情
に
繋
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ

は
、
感
情
が
感
覚
の
刺
戟
に
よ
っ
て
動
い
て
い
る
と
い
う
単
線
的
な
関
連
性
で
は

な
く
、
感
情
の
動
き
も
ま
た
感
覚
に
影
響
を
与
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以

上
の
成
果
に
よ
れ
ば
、
感
情
と
い
う
心
理
的
な
表
現
と
、
感
覚
と
い
う
生
理
的
な

表
現
と
の
間
で
、
無
視
で
き
な
い
関
連
性
が
あ
る
こ
と
は
、
明
治
四
〇
年
代
の
文

学
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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「
病
院
の
窓
」
を
例
に
し
て
み
よ
う
。
引
用
の
部
分
で
は
、
野
村
の
心
境
や
感

情
に
つ
い
て
全
く
言
及
せ
ず
、
た
だ
動
作
と
感
覚
の
み
が
描
か
れ
た
。
し
か
し
、

不
安
と
い
う
心
境
が
生
じ
た
最
初
と
消
え
て
い
っ
た
最
後
は
、
作
中
に
明
確
に
指

示
さ
れ
て
い
る
。

　

情
緒
に
支
配
さ
れ
や
す
い
野
村
は
、
不
安
と
い
う
情
緒
の
影
響
を
受
け
て
、

「
四
辺
が
明
る
い
の
に
自
分
だ
け
陰
気
な
所
に
居
る
様
な
気
が
す
る
」。
明
暗
に
対

す
る
視
覚
の
感
知
は
、
主
観
の
作
用
で
、
逆
の
情
報
を
野
村
に
伝
え
て
し
ま
っ

た
。
こ
れ
は
、
従
来
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
対
す
る
挑
戦
と
言
っ
て
も
い
い
。
作
中
人

物
の
情
緒
の
影
響
で
変
形
し
た
感
覚
は
、
明
ら
か
に
現
実
の
状
況
と
違
う
可
能
性

が
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
変
形
し
た
感
覚
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け

る
べ
き
で
あ
る
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
人
間
が
共
有
す
る
感
覚
の
他
に
、
私
的

な
、
他
人
に
共
有
し
が
た
い
感
覚
の
存
在
を
認
め
る
べ
き
か
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

明
治
四
十
年
代
に
お
い
て
、
私
的
な
感
覚
の
文
学
的
な
価
値
は
す
で
に
認
め
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
自
然
主
義
の
中
心
的
な
論
者
の
一
人
で
あ
る
片
上

天
弦
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

外
面
描
写
と
い
ふ
言
葉
が
曖
昧
な
ら
、
や
は
り
印
象
派
風
の
描
写
法
と
い
っ

て
よ
い
。
外
面
か
ら
描
く
と
い
ふ
説
明
で
も
判
る
が
、
吾
人
は
寧
ろ
こ
れ
を
感

覚
的
に
言
ひ
た
い
。

（「『
生
』
と
印
象
主
義
」　
『
東
京
二
六
新
聞
』　

明
治
四
十
二
年
一
月
一
四
日
）

　

片
上
天
弦
の
評
論
の
表
題
に
言
及
さ
れ
た
「
印
象
主
義
」
は
、
感
覚
に
つ
い
て

の
発
見
に
よ
っ
て
進
化
し
、
官
能
と
情
緒
の
関
係
を
重
視
し
始
め
て
い
た
。
概
し

て
官
能
は
、
外
部
の
刺
激
を
受
け
て
感
覚
的
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
な
り
、
人
間

内
部
の
機
能
と
し
て
、
同
じ
内
部
の
機
能
で
あ
る
感
情
と
相
互
作
用
が
生
じ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
角
度
か
ら
見
る
と
、「
病
院
の
窓
」
に
お
け
る
感
覚
描
写
は
、
ま

さ
に
こ
の
価
値
を
も
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

終
わ
り
に

　

本
論
で
は
、「
病
院
の
窓
」
と
「
塵
埃
」
を
対
照
比
較
し
、
自
然
主
義
文
学
に

お
け
る
「
真
実
」
の
問
題
を
再
検
討
し
た
。「
塵
埃
」
が
描
い
た
「
真
実
」
は

「
現
実
」
と
言
い
換
え
る
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
。
つ
ま
り
、「
塵
埃
」
の
焦
点
人
物

は
、
読
者
と
共
有
す
る
感
情
と
思
想
を
も
っ
て
お
り
、
読
者
の
期
待
す
る
よ
う
に

行
動
し
、
読
者
の
代
弁
者
と
言
っ
て
も
い
い
存
在
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
塵
埃
」

は
同
時
代
読
者
の
理
解
を
得
て
、
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
病
院
の
窓
」
の
焦
点
人
物
が
伝
え
よ
う
と
し
た
「
真
実
」
は

心
理
活
動
そ
の
も
の
で
あ
る
。
心
理
活
動
の
混
沌
状
態
は
あ
り
の
ま
ま
に
言
語
化

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
結
果
因
果
関
係
も
希
薄
で
あ
り
、
時
間
、
空
間
上
の
秩
序
も

崩
壊
に
近
い
状
態
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
こ
そ
が
、
意
識
の
流
れ

の
元
の
様
子
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
病
院
の
窓
」
は
、

感
情
に
よ
る
感
覚
の
変
形
も
描
き
出
し
て
、
印
象
主
義
に
お
け
る
官
能
の
内
的
能

動
性
も
充
分
に
利
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、「
病
院
の
窓
」
は
様
々
な
非
日

常
的
な
感
覚
や
行
動
を
描
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
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明
治
四
十
年
代
の
文
壇
は
、
創
新
、
個
性
を
唱
え
て
い
た
一
方
、
文
章
表
現
の

自
然
さ
、
さ
ら
に
思
想
の
積
極
さ
、
正
確
さ
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
評

価
基
準
の
間
に
、
実
は
矛
盾
が
存
在
し
て
い
る
。
創
新
的
な
試
み
は
必
ず
し
も

「
自
然
」
の
感
じ
を
与
え
ら
れ
な
く
、
個
性
の
表
現
は
必
ず
し
も
積
極
、
正
確
な

こ
と
を
表
さ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
と
対
面
し
た
際
に
、
当
時
の
評
論
家
は

明
ら
か
に
経
験
的
、
慣
習
的
な
こ
と
の
価
値
を
認
め
、
自
分
た
ち
が
も
っ
て
い
る

の
と
異
な
る
思
想
を
排
除
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
評
価
体
系
は
、
実

際
に
共
通
認
識
の
再
確
認
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
共
通
認
識
に
基
づ
い
て
「
新
し
い
も

の
」
を
要
求
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
病
院
の
窓
」
の
失
敗
、
ま
た
啄
木
小
説
創

作
の
挫
折
は
、
ま
さ
に
読
者
層
と
の
間
に
共
通
認
識
を
達
成
し
得
な
か
っ
た
結
果

で
あ
る
。注

⑴　
『
石
川
啄
木
全
集　

第
七
巻
』（
2
0
1
頁
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
四
年
）

⑵　
『
石
川
啄
木
全
集　

第
五
巻
』（
2
6
3
頁
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
四
年
）

⑶　

注
２
と
同
じ
（
2
6
9
頁
〜
2
7
1
頁
）。

⑷　

注
２
と
同
じ
（
1
7
8
頁
）。

⑸　
『
文
藝
時
評
大
系　

明
治
篇　

第
十
巻
』（
75
頁
、
ゆ
ま
に
書
房
、
二
〇
〇
五
年
）

⑹　

注
５
と
同
じ
（
85
頁
）。

⑺
『
正
宗
白
鳥
全
集　

第
十
二
巻
』（
17
頁
、
新
潮
社
、
一
九
六
六
年
）

⑻　

正
宗
白
鳥
『
紅
塵
（
23
頁
〜
24
頁
、
易
風
社
、
明
治
四
〇
年
）　

⑼　
『
石
川
啄
木
全
集　

第
三
巻
』（
73
頁
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
五
四
年
）

⑽　

注
９
と
同
じ
（
74
頁
）。

⑾　

注
８
と
同
じ
（
23
頁
）。

⑿　

藤
井
淑
禎
『
小
説
の
考
古
学
』（
1
1
9
頁
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
）

⒀　

こ
の
時
期
の
追
懐
小
説
の
代
表
作
は
永
井
荷
風
の
「
狐
」、「
す
み
だ
川
」
や

北
原
白
秋
の
『
思
ひ
出
』、
谷
崎
潤
一
郎
の
「
少
年
」
な
ど
が
上
げ
ら
れ
る
。

⒁　

も
う
一
つ
の
例
を
あ
げ
る
と
、
同
じ
寅
彦
散
文
の
「
花
物
語
」（
明
治
四
一
）

に
、「
自
分
は
此
絵
を
見
る
度
に
静
か
な
田
舎
の
空
気
が
画
面
か
ら
流
れ
出

て
、
森
の
香
は
薫
り
、
鴨
の
叫
を
聞
く
や
う
な
気
が
す
る
。
そ
の
外
に
ま

だ
な
ん
だ
か
胸
に
響
く
様
な
鋭
い
喜
び
と
悲
し
み
の
念
が
湧
い
て
来
る
」
と

い
う
連
想
か
ら
、
二
十
年
前
の
少
年
時
代
の
回
想
に
入
り
込
ん
で
行
っ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
過
去
の
記
憶
に
似
て
い
る
場
面
を
見
聞
き
し
、
そ
の

記
憶
を
喚
起
す
る
展
開
の
手
法
は
、
古
典
文
学
に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
中
国
明
朝
の
散
文
家
、
帰
有
光
の
「
項
脊
軒
志
」
は

百
年
の
老
屋
に
居
り
、
子
供
時
代
の
思
い
出
を
喚
起
し
悲
し
み
に
な
る
。
さ

ら
に
最
後
に
、
亡
く
な
っ
た
妻
が
植
し
た
ビ
ワ
の
木
が
今
も
茂
っ
て
い
る

と
い
う
名
句
が
あ
り
、
こ
れ
も
連
想
に
よ
る
追
憶
の
活
用
で
あ
る
。
な
の

で
、
こ
の
よ
う
な
手
法
は
、
必
ず
し
も
心
理
学
の
発
見
を
待
た
ず
と
も
古

来
ず
っ
と
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

⒂　

注
９
と
同
じ
（
74
頁
）。

⒃　

注
９
と
同
じ
（
75
頁
）。

⒄　

注
９
と
同
じ
（
78
頁
）。




