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身
体
の
問
題
は
、
少
な
く
と
も
近
世
前
中
期
ま
で
の
儒
学
思
想
で
は
、
思
索

の
関
心
が
「
人
聞
の
善
き
生
き
か
た
」
に
お
か
れ
た
こ
と
に
も
関
連
し
て
、
人

間
の
遭
徳
的
本
性
の
実
現
の
し
か
た
や
人
間
性
の
追
求
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
少
し
視
点
を
か
え
て
身
体
の
問
題

を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
身
体
を
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
が

ど
の
よ
う
な
様
態
や
働
き
を
も
ち
、
共
同
体
の
形
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機

能
を
果
た
す
の
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
身
体
と
い
う
言
葉
は
、

近
世
前
中
期
の
儒
学
思
想
を
考
究
す
る
に
は
相
応
し
く
な
か
ろ
う
。
管
見
に
よ

れ
ば
、
近
世
前
中
期
の
儒
学
で
は
、
身
体
で
は
な
く
，
身
。
と
い
う
言
葉
が
多

用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
で
扱
う
の
は
、
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
の
身
の
様

態
や
働
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
何
故
に
共
同
体
の
構
成
員
と
い
う
視
点
か
ら
身
の
問
題
を
扱
う
の
か

と
い
え
ば
、
そ
も
そ
も
儒
学
思
想
の
中
核
を
な
す
仁
が
、
一
面
に
お
い
て
は
、

共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
の
人
間
の
生
き
か
た
や
身
の
あ
り
か
た
に
深
く
関
連

酊酊ノ

雅
　
子

す
る
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
直
裁
簡
明
に
説
い
て
い
る
の
が
、
『
中
庸

章
句
』
二
十
章
の
一
文
「
仁
は
人
な
り
。
親
を
親
し
む
を
大
な
り
と
為
す
。
」

で
あ
る
。

　
親
は
六
親
を
指
す
が
、
そ
の
本
は
親
子
に
始
ま
る
。
仁
と
い
う
人
の
あ
り
か

た
・
生
き
か
た
は
、
親
と
い
う
始
め
て
出
会
う
他
替
に
親
し
み
、
親
駝
の
交
わ

り
も
つ
こ
と
を
以
て
そ
の
初
め
と
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の

は
、
交
わ
り
を
も
つ
主
体
「
人
」
で
あ
る
。
「
仁
は
人
な
り
」
に
つ
い
て
、
従

来
か
ら
、
二
人
相
人
偶
す
る
意
と
み
る
こ
と
は
疑
問
視
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か

し
こ
の
「
人
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
極
め
て
意
義
深
い
。
わ
け
て
も
、
以
下

に
あ
げ
る
朱
子
の
註
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
人
は
人
の
身
を
指
し
て
言
ふ
。
こ
の
生
理
を
具
ふ
れ
ば
、
自
然
に
便
ち
側

　
　
但
慈
愛
の
意
あ
り
。

　
朱
子
に
よ
れ
ば
、
人
と
は
生
理
を
具
え
る
「
身
」
、
い
わ
ば
生
命
の
あ
る
肉

体
、
日
々
生
き
て
い
る
具
体
的
な
身
体
で
あ
る
。
身
は
ま
さ
に
生
身
の
肉
体
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
が
身
が
傷
つ
く
痛
み
に
同
じ
ほ
ど
の
切
実
な
思
い
を
感
じ

一
側
但
一
、
そ
の
痛
切
な
ほ
ど
の
白
己
へ
の
愛
し
み
を
他
者
に
向
け
て
拡
充
し
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て
い
く
一
慈
愛
）
。
愛
し
み
の
拡
充
と
は
、
他
者
の
身
の
あ
り
か
た
に
自
己
を

同
化
し
、
他
者
の
思
い
を
我
の
感
じ
る
ご
と
き
痛
切
な
我
々
の
思
い
と
し
て
共

有
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ
こ
に
お
い
て
個
我
を
超
え
た
他
者
と
の
真
の
交

わ
り
が
成
り
立
っ
。
『
中
庸
章
句
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
真
の
交
わ
り
の
基
盤
に

あ
る
の
が
親
と
子
の
交
わ
り
で
あ
る
。

　
儒
学
が
「
修
己
治
人
」
の
学
で
あ
る
こ
と
に
従
え
ば
、
親
子
に
始
ま
る
一
己
の

私
的
な
人
間
関
係
は
、
家
族
か
ら
国
・
天
下
と
い
う
よ
う
な
大
き
な
杜
会
集
団

を
単
位
と
す
る
人
間
関
係
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
を
血
縁
的
あ
る
い

は
感
情
的
な
つ
な
が
り
を
基
盤
と
す
る
人
間
の
共
同
生
活
の
様
式
、
す
な
わ
ち

共
同
体
の
拡
大
と
捉
え
直
し
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
身
は
、
仁
を
実
現
し

共
同
体
を
形
成
す
る
主
体
で
あ
る
。

　
本
稿
で
考
察
し
た
い
の
は
、
こ
の
よ
う
な
共
同
体
を
つ
く
り
あ
げ
共
同
体
の

構
成
員
に
な
る
身
の
様
態
や
そ
の
働
き
で
あ
る
。
た
だ
し
、
紙
数
の
都
合
上
、

論
点
を
絞
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
ま
ず
身
の
様
態
を
整
理
し
、
次
い
で
身

の
働
き
を
、
お
も
に
仁
を
実
現
す
る
主
体
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
す
る
。
そ
の

後
に
、
身
の
様
態
や
働
き
が
共
同
体
の
形
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果

た
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

　
主
な
研
究
の
対
象
と
し
て
は
、
山
崎
闇
斎
学
派
の
朱
子
学
者
・
浅
見
綱
斎

一
ニ
ハ
五
二
－
一
七
一
こ
を
取
り
上
げ
る
。
闇
斎
が
仁
の
重
要
性
を
力
説
し

た
の
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
継
承
し
た
綱
斎
は
仁
へ
の
傾
倒
を
よ

り
深
化
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
前
掲
の
朱
子
の
註
に
深
く
賛
同

し
て
、
「
人
ノ
身
ヲ
指
ト
、
指
ハ
端
的
ヨ
ギ
ナ
フ
イ
ヲ
・
ト
テ
イ
ツ
デ
モ
指
ト

ア
リ
。
…
近
日
仁
説
ヲ
講
ズ
ベ
シ
。
然
ニ
タ
・
此
旨
ヲ
反
復
シ
テ
得
ル
ヨ
リ
外

　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
｝

ナ
イ
。
」
一
『
中
庸
師
説
』
一
、
と
講
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
考
察
を
踏

ま
え
て
、
近
世
儒
学
思
想
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
、

の
身
の
間
題
に
つ
い
て
展
望
を
試
み
よ
う
と
思
う
。

共
同
体
の
構
成
員
と
し
て

　
　
身
ト
ト
モ
ニ
シ
ミ
ジ
ミ
と
生
付
テ
、
自
然
ト
シ
ノ
ビ
ラ
レ
ヌ
真
味
ガ
仁
ゾ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
『
仁
説
問
答
師
臨
、
一

　
　
ロ
デ
ワ
ケ
云
ヲ
フ
様
ナ
イ
。
身
ニ
コ
タ
ヘ
テ
ヤ
マ
レ
ヌ
情
ノ
意
味
デ
ミ
ヨ
。
此
旨

　
　
ヲ
コ
コ
ニ
尽
サ
レ
テ
孔
門
デ
ト
カ
ル
・
モ
朱
子
仁
説
モ
コ
レ
ゾ
。

　
右
は
、
浅
見
綱
斎
の
仁
の
解
釈
で
あ
る
。
綱
斎
は
、
何
故
に
仁
の
主
意
を
身

の
様
態
や
成
り
立
ち
、
働
き
に
関
連
さ
せ
て
説
く
の
だ
ろ
う
か
。
身
と
い
う
言

葉
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
こ
め
て
使
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
身
の
意
味
や
用
法
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

整
理
し
な
が
ら
、
綱
斎
に
お
け
る
身
の
様
態
や
働
き
を
考
え
て
み
た
い
。

一
こ

　
ま
ず
、
「
身
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を
考
え
て
み
よ
う
。
身
は
、
　
「
実
」
と

同
根
で
あ
る
。
実
と
は
、
中
身
が
あ
る
、
物
の
核
と
な
る
中
身
が
詰
ま
つ
て
い

る
の
意
で
あ
る
が
、
身
の
中
に
も
魂
塊
が
充
溢
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

魂
醜
は
、
タ
マ
一
タ
マ
シ
ヒ
一
と
よ
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
通
説
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
4
一

タ
マ
は
、
ま
ず
、
人
間
の
生
命
魂
を
意
味
す
る
。
身
の
中
に
は
、
生
命
を
生
命

あ
る
も
の
と
す
る
ち
か
ら
、
い
わ
ば
生
命
力
や
霊
的
な
能
力
・
威
力
が
充
溢
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
の
本
義
は
、
命
の
こ
も
っ
た
生
身
の
身
体

を
い
う
。

　
身
は
、
本
質
的
に
は
、
生
命
あ
る
肉
体
・
生
き
た
勢
い
の
あ
る
身
体
全
体
を

　
　
一
5
）

意
味
る
。
現
代
日
本
語
に
い
う
ω
身
に
な
る
食
べ
物
、
ω
身
の
毛
が
よ
だ
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一
6
一

っ
、
な
ど
は
そ
の
用
例
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
綱
斎
は
、
身
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
人
卜
云
字
ハ
、
人
ノ
ス
グ
ニ
此
イ
キ
テ
イ
ル
身
ヲ
指
テ
云
。
…
針
デ
ツ
ケ

　
　
バ
イ
タ
イ
ハ
理
デ
、
詞
二
云
ハ
ズ
シ
テ
、
針
デ
ツ
ク
ト
身
ト
ト
モ
ニ
イ
タ

　
　
イ
親
切
至
極
ノ
意
味
ガ
、
コ
コ
ガ
人
卜
云
モ
ノ
。

　
こ
こ
で
は
、
そ
も
そ
も
人
は
「
生
キ
テ
イ
ル
身
」
と
い
う
様
相
で
存
在
す

る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
「
生
キ
テ
イ
ル
身
」
と
は
、
針
で
突
け
ば
直
に
痛
み

を
感
じ
る
よ
う
な
、
生
き
て
い
る
，
な
ま
み
の
か
ら
だ
　
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
綱
斎
に
お
け
る
身
を
、
そ
の
本
義
や
、
な
ま
み
の
か
ら
だ
を
指
す
こ
と
か

ら
、
「
生
き
身
」
と
捉
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
そ
れ
で
は
、
身
が
生
き
身
で
あ
る
こ
と
は
、
身
の
様
態
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
意
味
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
第
一
に
、
生
命
あ
る
肉
体
・
生
き
身
は
、
具
体
的
な
諸
行
為
を
実
現
す
る
主

体
に
な
る
。

　
　
人
ノ
親
二
事
ル
道
モ
、
民
ヲ
愛
ス
ル
道
モ
、
其
道
ハ
人
ノ
身
ニ
ス
ル
道
デ

　
　
…
。
道
ハ
子
卜
云
身
ノ
親
二
事
へ
、
弟
ト
云
身
ノ
兄
二
事
ル
身
カ
ラ
ノ
道

　
　
ユ
ヘ
、
身
カ
ラ
出
ル
味
ガ
火
ノ
モ
ヘ
水
ノ
ヌ
ル
ル
ガ
ヤ
マ
レ
ヌ
如
ク
ノ

　
　
…
。
道
ノ
出
ル
処
ハ
、
人
ノ
身
ヨ
リ
外
ナ
イ
。

　
道
は
確
か
に
行
為
の
し
か
た
で
あ
る
が
、
形
を
も
っ
て
具
体
的
に
現
れ
な
い

限
り
、
し
か
た
と
い
う
形
而
上
の
規
範
に
止
ま
る
。
行
為
の
し
か
た
は
、
形
を

も
つ
具
体
的
な
物
、
す
な
わ
ち
生
き
身
の
動
き
を
通
し
て
そ
の
動
き
の
上
に
お

い
て
し
か
現
実
化
さ
れ
得
な
い
。
綱
斎
の
言
説
に
従
え
ば
、
「
道
ノ
出
ル
処

ハ
、
人
ノ
身
ヨ
リ
外
ナ
イ
」
の
で
あ
る
。
彼
の
論
理
で
は
、
こ
の
道
は
、
後
天

的
に
習
っ
て
得
る
も
の
で
は
な
い
。
「
身
カ
ラ
ノ
道
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、

道
は
身
に
生
得
的
に
具
わ
っ
て
お
り
、
身
の
自
然
の
動
き
と
し
て
実
現
さ
れ

る
。
「
カ
ラ
し
は
、
例
え
ば
「
国
カ
ラ
」
の
用
例
な
ど
に
見
ら
れ
る
　
物
の
も

つ
本
来
の
性
質
。
の
意
か
ら
発
展
し
て
、
，
物
の
自
然
の
成
り
行
き
。
と
い
う

意
味
に
も
用
い
ら
れ
る
。
生
き
身
の
あ
り
か
た
と
し
て
第
一
に
、
そ
の
稟
性
や

生
き
か
た
を
自
ず
か
ら
の
侭
に
実
現
し
て
い
く
と
い
う
様
態
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
現
代
の
日
本
語
に
お
い
て
も
、
身
に
具
体
的
な
諸
行
為
を
実
現
す
る

主
体
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
㈹
身
を
い
れ
て
仕
事
を
す
る
、
ω
身
を
も
っ
て

示
す
、
な
ど
の
用
法
で
指
摘
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
生
き
身
は
、
生
命
あ
る
肉
体
と
し
て
形
と
中
身
が
有
る
以
上
、
空
間

的
場
所
を
占
め
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
生
き
身
は
現
実
の
こ
の
世
界
に
生
き

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
の
身
は
こ
の
世
界
に
、
単
に
個
的
な
我
の
身

と
し
て
の
み
で
存
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
既
に
我
の
身
が
在
る
こ
と
は
、

そ
こ
に
は
我
の
身
と
対
時
す
る
他
者
の
身
が
在
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
我
の

身
は
他
者
の
身
と
共
に
こ
の
世
界
に
存
立
し
て
い
る
。
我
々
が
現
実
に
生
活
を

営
む
こ
の
世
界
は
、
我
の
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
我
と
他
者
、
つ
ま
り
我
々

が
共
に
生
き
る
共
同
の
世
界
で
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
が
現
実
の
こ
の
世

界
に
生
き
て
い
る
と
は
、
我
の
身
が
主
体
的
に
世
界
に
接
し
て
生
命
活
動
を
維

持
し
て
い
る
と
同
時
に
、
我
々
の
身
が
共
に
社
会
的
に
生
活
を
し
て
い
る
こ
と

を
も
意
味
す
る
。
後
者
に
お
い
て
は
、
身
は
共
同
体
を
構
成
す
る
存
在
で
あ
る

と
い
え
よ
う
。
身
と
い
う
言
葉
に
共
同
体
の
構
成
員
や
社
会
的
に
生
活
を
す
る

存
在
の
意
味
が
あ
る
こ
と
は
、
㈲
身
を
固
め
る
、
㈹
身
に
余
る
光
栄
、
ω
身
の

ほ
ど
を
知
る
、
な
ど
の
用
法
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
綱
斎
も
、
身
と
い
う
言
葉
に
、
他
者
と
共
に
こ
の
世
界
に
生
き
る
身
、
と
い

う
内
容
を
こ
め
て
使
う
。
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人
ノ
身
卜
云
親
切
ナ
臼
用
ノ
実
卜
云
ハ
親
ゾ
。
…
人
倫
ノ
問
ニ
ツ
メ
テ
親

　
切
真
味
ハ
身
ヲ
ワ
ケ
タ
間
デ
知
ル
ホ
ド
ナ
コ
ト
ハ
ナ
イ
。
根
カ
ラ
ハ
ヘ
タ

　
身
ナ
リ
ノ
切
二
思
ハ
ル
ル
ニ
親
ホ
ド
ナ
コ
ト
ハ
ナ
イ
ゾ
。
親
カ
ラ
ワ
カ
レ

　
タ
ユ
ヘ
ニ
兄
弟
ガ
大
切
ナ
リ
…
骨
肉
ノ
名
モ
ヒ
ビ
ク
ゾ
。

　
こ
こ
で
は
、
身
と
い
う
言
葉
の
内
容
を
日
常
の
最
も
適
し
た
実
例
で
現
わ
し

て
い
る
の
は
親
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
親
と
子
の
関
係
は
、
「
身
ヲ
ワ
ケ
タ

間
」
、
す
な
わ
ち
出
産
と
い
う
、
身
が
肉
体
で
あ
る
が
故
に
生
じ
る
、
生
理

的
・
肉
体
的
な
分
離
に
お
い
て
始
ま
る
。
親
に
始
ま
る
人
閥
関
係
は
、
兄
弟
か

ら
人
倫
一
般
へ
と
拡
大
さ
れ
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
人
倫
一
般
を
、
血
縁
に
基

く
共
同
体
と
捉
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
綱
斎
に
お
い
て
、
生
き
身
は
ま
た
、
他

者
と
の
関
係
に
お
い
て
他
者
と
共
に
生
活
を
す
る
存
在
、
つ
ま
り
共
同
体
を
構

成
す
る
一
員
で
も
あ
る
。
生
き
身
で
あ
る
こ
と
は
、
社
会
性
を
有
し
社
会
化
す

る
と
い
う
身
の
様
態
に
反
映
さ
れ
る
。

一
二
）

　
タ
マ
は
遊
離
魂
だ
と
い
わ
れ
る
。
折
口
信
夫
は
、
タ
マ
は
「
あ
く
が
れ
出
る

　
　
　
　
　
｛
7
〕

も
の
」
だ
と
い
う
。
タ
マ
は
、
居
る
べ
き
所
を
離
れ
、
自
由
に
飛
び
行
く
。
こ

う
し
た
タ
マ
の
性
質
は
、
「
心
」
が
自
由
に
思
考
し
、
外
界
に
向
か
っ
て
働
き

か
け
る
の
と
重
な
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、
タ
マ
は
霊
的
な
能
力
、
智
慧
・
才
能

の
根
元
と
い
う
意
も
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
の
霊
的
な
作
用
や
遊
離
魂
と
い
う

性
格
に
着
目
す
る
時
、
タ
マ
は
タ
マ
シ
ヒ
と
よ
ば
れ
る
。
元
来
、
タ
マ
シ
ヒ
と

心
と
は
別
の
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
心
が
心
臓
な
い
し
は
臓
器
と

の
関
係
で
理
解
さ
れ
る
と
、
生
命
力
と
し
て
の
タ
マ
に
近
似
し
た
意
味
に
な
る

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
と
岡
じ
よ
う
に
、
タ
マ
シ
ヒ
は
、
精
神
作
用
を
意
味
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
一

心
の
性
質
と
類
同
し
た
内
容
を
も
つ
。
身
は
、
そ
の
中
に
タ
マ
シ
ヒ
を
充
溢
さ

せ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
何
ら
か
の
精
神
的
な
作
用
を
営
む
。
そ
こ
で
次
に
、
綱

斎
に
お
け
る
身
の
働
き
を
、
精
神
的
な
作
用
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
し
ば
ら
く
、
日
本
語
の
用
例
を
手
が
か
り
に
し
て
、
身
の
働
き
と
そ
の
特
性

に
つ
い
て
、
知
的
・
情
的
・
意
的
の
三
つ
の
側
面
か
ら
検
討
し
よ
う
。
ま
ず
、

知
に
っ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
知
は
、
さ
ほ
ど
厳
密
に
規
定
は
せ
ず
に
、

思
い
考
え
る
、
知
る
、
ほ
ど
の
意
味
合
い
で
捉
え
て
お
き
た
い
。
三
っ
の
用
例

を
あ
げ
よ
う
。

　
　
側
わ
が
身
を
孤
っ
て
人
の
痛
さ
を
知
る
。

　
　
側
悲
惨
な
現
場
を
目
撃
し
て
、
身
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
が
し
た
。

　
　
α
o
わ
が
身
に
引
き
比
べ
て
人
の
身
を
考
え
る
一
思
う
、
感
じ
る
一
。

　
こ
こ
で
は
、
身
は
対
象
の
境
地
に
わ
が
身
を
置
き
、
そ
の
境
地
や
思
い
を
共

有
し
共
振
し
て
い
る
。
用
例
に
あ
る
，
思
う
・
考
え
る
・
知
る
　
は
、
対
象
を

客
体
化
し
、
認
知
し
た
対
象
を
言
語
を
用
い
て
記
述
し
規
定
す
る
と
い
っ
た
、

純
粋
な
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
精
神
作
用
を
意
味
す
る
と
は
解
し
難
い
。
む
し

ろ
、
言
語
を
用
い
て
は
表
現
し
得
な
い
よ
う
な
無
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て

対
象
を
感
得
す
る
、
あ
る
い
は
、
対
象
と
一
体
化
す
る
と
い
う
ご
と
き
身
体
的

レ
ヴ
ェ
ル
で
の
働
き
と
解
し
た
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。
知
の
内
容
は
、
体
感
す

る
・
共
感
す
る
と
い
う
意
味
で
の
「
わ
か
る
」
が
相
応
し
い
だ
ろ
う
。

　
次
に
、
情
に
は
、
喜
怒
哀
楽
の
よ
う
な
感
情
、
快
苦
や
味
な
ど
の
感
覚
、
さ

ら
に
は
飢
え
や
渇
き
な
ど
の
欲
求
な
ど
が
あ
ろ
う
。
そ
の
用
例
と
し
て
は
、
ω

身
を
切
ら
れ
る
よ
う
な
痛
さ
、
ω
身
か
ら
湧
き
出
る
喜
び
、
な
ど
が
あ
る
。
こ

れ
ら
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
単
に
心
の
み
の
受
動
と
い
う
よ
り
も
、
タ
マ

シ
ヒ
と
カ
ラ
ダ
と
が
一
体
に
な
つ
て
全
身
全
霊
で
、
つ
ま
り
身
を
も
っ
て
身
の
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う
ち
に
感
覚
す
る
・
受
動
す
る
と
い
う
要
素
が
強
い
。
意
も
ま
た
、
純
粋
な
意

識
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
作
用
と
は
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
蝸
身
を
立
て
よ

う
と
決
心
す
る
、
な
ど
の
用
例
か
ら
は
、
理
性
に
よ
る
思
慮
・
選
択
、
意
思
に

も
増
し
て
、
我
が
決
心
を
身
を
も
っ
て
実
現
し
よ
う
と
す
る
熱
意
の
方
が
よ
り

強
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
な
る
ほ
ど
身
は
知
的
・
情
的
・
意
的
と
い
っ
た
い
わ
ば

精
神
作
用
を
営
む
主
体
と
も
み
な
せ
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
精
神
的
な

作
用
は
純
粋
な
意
識
レ
ヴ
ェ
ル
の
も
の
と
は
判
じ
が
た
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、

全
身
全
霊
を
も
っ
て
身
全
体
で
対
象
を
感
得
し
、
受
動
し
、
発
動
を
準
備
す
る

働
き
と
理
解
し
た
ほ
う
が
的
確
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
身
は
、
そ
の
全
体
を
も
っ

て
身
と
と
も
に
感
得
し
、
受
動
し
、
発
動
を
す
る
本
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　
考
察
を
綱
斎
に
転
じ
よ
う
。

　
　
乞
食
ノ
子
ノ
ナ
リ
ヲ
聞
ケ
バ
不
便
ニ
ア
ワ
レ
ナ
ト
云
ガ
理
デ
、
ア
ソ
コ
ニ

　
　
不
便
ナ
ト
云
、
コ
チ
ノ
身
二
感
ジ
テ
ヤ
マ
レ
ヌ
身
ニ
タ
ヘ
ラ
レ
ヌ
意
味
ガ

　
　
ア
ル
。
恥
カ
シ
イ
ト
云
ガ
理
デ
、
恥
カ
シ
イ
ト
キ
ノ
汗
カ
ク
親
切
サ
ハ
此

　
　
身
ガ
恥
カ
シ
イ
ユ
ヘ
ゾ
。

　
始
め
に
、
引
用
の
「
ア
ワ
レ
ナ
ト
云
ガ
理
」
、
　
「
恥
カ
シ
イ
ト
云
ガ
理
」
に

注
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
を
あ
る
種
の
意
識
体
験
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思

う
。
「
ア
ワ
レ
ナ
ト
云
」
　
「
恥
カ
シ
イ
ト
云
」
と
い
わ
れ
る
ご
と
く
、
体
験
を

言
葉
を
使
っ
て
規
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
規
定
は
、
意
識
が

対
象
一
乞
食
の
子
供
、
恥
じ
る
我
が
身
一
に
向
か
い
、
対
象
が
一
定
の
意
味
を

も
っ
て
把
握
さ
れ
て
行
わ
れ
る
。
理
は
ま
さ
し
く
「
事
割
り
一
こ
と
わ
り
一
」

で
あ
り
、
言
葉
を
使
っ
た
対
象
の
説
明
、
つ
ま
り
言
語
に
よ
る
対
象
の
分
節
化

で
あ
る
。
物
の
理
を
言
う
、
す
な
わ
ち
対
象
の
理
を
把
握
す
る
の
は
、
対
象
を

何
ら
か
の
客
体
と
し
て
意
識
し
た
結
果
で
あ
り
、
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
作
用
に

属
す
る
だ
ろ
う
。

　
対
し
て
、
「
身
二
感
ジ
テ
」
　
「
恥
カ
シ
イ
ト
キ
ノ
汗
カ
ク
」
と
表
現
さ
れ
る

作
用
は
、
身
と
と
も
に
身
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
働
き
で
あ
る
。
「
身
二
感
ジ

テ
」
　
「
恥
カ
シ
イ
ト
キ
ノ
汗
カ
ク
」
は
、
身
体
体
験
と
も
よ
ぶ
べ
き
で
あ
ろ

う
。
こ
れ
ら
の
体
験
は
、
乞
食
の
子
の
境
遇
に
身
を
置
い
て
そ
の
哀
し
み
や
痛

ま
し
さ
に
共
振
す
る
、
ま
た
、
身
全
体
が
恥
ず
か
し
い
と
い
わ
れ
る
状
態
に

な
っ
て
汗
が
出
て
く
る
、
と
い
っ
た
身
体
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
体
験
で
あ
る
。
身
は

全
体
を
も
っ
て
対
象
を
感
得
し
、
受
動
し
て
い
る
。
こ
の
時
に
お
い
て
は
、
身

は
あ
る
境
地
・
状
態
に
な
り
き
っ
て
お
り
、
対
象
と
一
体
化
し
て
い
る
か
ら
、

こ
の
身
を
客
体
化
し
言
葉
を
使
っ
て
把
握
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
「
身
二

感
ジ
テ
」
　
「
恥
カ
シ
イ
ト
キ
ノ
汗
カ
ク
」
は
、
感
じ
・
恥
じ
る
の
だ
か
ら
、
あ

る
種
の
精
神
的
な
作
用
に
類
う
働
き
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
意
識
レ

ヴ
ェ
ル
で
の
働
き
以
前
の
意
識
が
未
だ
現
れ
な
い
次
元
で
の
、
前
意
識
的
、
な

い
し
は
無
意
識
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
働
き
で
あ
り
、
無
意
識
裡
の
身
体
体
験
と

も
換
言
し
う
る
働
き
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
身
の
動
き
を
、
精
神
的
な
作
用
と
い
う
側
面
か
ら
整
理
を
し
て
お

・
」
う
。
身
の
中
に
心
が
在
る
と
も
、
身
に
は
タ
マ
シ
ヒ
が
充
溢
し
て
い
る
と
も

い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
心
と
タ
マ
シ
ヒ
と
の
意
味
が
重
な
り
合
い
な

が
ら
も
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
こ
と
に
も
関
連
し
て
、
精
神
作
用
を
二

つ
に
分
け
て
把
捉
す
る
必
要
が
あ
る
。
一
つ
は
、
意
識
に
現
れ
る
次
元
で
の
働

き
、
例
え
ば
対
象
を
意
味
づ
け
把
握
す
る
、
選
択
し
決
意
す
る
と
い
っ
た
働
き

で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
前
述
し
た
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
作
用
が
相
当
す
る
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
、
意
識
に
現
れ
な
い
次
元
で
の
よ
り
基
層
的
な
働
き
が
あ
る
。
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身
と
と
も
に
身
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
働
き
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
タ
マ
シ
ヒ
が
充

溢
し
て
い
る
身
の
働
き
で
あ
り
、
ま
た
、
先
に
現
代
日
本
語
の
用
例
を
使
っ
て

検
討
し
た
身
の
働
き
に
繋
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
二
っ
の
身
の
働
き
は
そ
れ
ぞ
れ
、
知
と
仁
と
い
う
徳
に
対
応
す
る
。

『
中
庸
章
句
』
二
十
章
で
は
、
「
天
下
の
達
道
は
五
、
こ
れ
を
行
う
所
以
は

三
」
と
い
い
、
道
を
実
現
す
る
能
力
・
徳
と
し
て
、
知
・
仁
・
勇
の
三
つ
を
挙

げ
て
い
る
。
知
と
仁
と
に
つ
い
て
、
綱
斎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
サ
テ
ソ
ノ
道
ヲ
、
火
ノ
ア
ツ
ク
水
ノ
ツ
メ
タ
イ
ヲ
覚
ル
如
ク
、
義
理
ノ
ヤ

　
　
マ
レ
ヌ
心
ナ
リ
ニ
心
ニ
ア
キ
ラ
カ
ニ
ア
ル
ヲ
知
卜
云
。
コ
レ
ハ
、
自
然
二

　
　
目
ガ
ア
レ
バ
親
ト
ミ
ヘ
、
耳
ガ
ア
レ
バ
親
ノ
声
ト
聞
、
自
然
ノ
ナ
リ
ニ
人

　
　
ノ
身
ト
ト
モ
ニ
生
レ
得
テ
イ
ル
ヲ
仁
卜
云
。
達
道
ハ
天
下
ノ
道
ニ
シ
テ
、

　
　
達
道
ナ
リ
ノ
自
然
二
人
ノ
身
二
明
カ
ナ
カ
ラ
イ
ヘ
バ
其
名
ヲ
知
卜
云
。
サ

　
　
フ
イ
ト
ヲ
シ
マ
ネ
バ
イ
ラ
レ
ヌ
、
恥
カ
シ
イ
コ
ト
ハ
ヒ
ト
ニ
シ
ト
ム
ナ
イ

　
　
様
二
、
サ
フ
セ
テ
カ
ナ
ワ
ヌ
様
二
、
身
ノ
生
得
テ
イ
ル
名
ヲ
バ
仁
ト
イ

　
　
フ
。
…
知
、
仁
、
ニ
ツ
ガ
、
人
身
ノ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ト
、
行
ト
コ
レ
テ
尽
テ

　
　
イ
ル
。

　
知
は
「
心
ニ
ア
キ
ラ
カ
ニ
ア
ル
」
　
「
身
二
明
カ
ナ
」
も
の
、
す
な
わ
ち
、
心

に
は
っ
き
り
覚
え
て
い
る
、
身
に
正
し
く
も
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
そ

れ
は
、
火
が
熱
く
、
水
が
冷
た
い
の
を
覚
る
よ
う
な
、
対
象
を
正
確
に
把
握
す

る
能
力
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
身
に
得
て
い
る
道
を
堅
持
し
て
離
さ
な
い
能
力

で
あ
る
。

　
さ
て
、
仁
で
あ
る
。
仁
は
「
身
ト
ト
モ
ニ
生
レ
得
テ
イ
ル
」
も
の
、
生
ま
れ

な
が
ら
に
身
に
得
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
自
然
二
目
ガ
ア
レ
バ
親

ト
ミ
ヘ
、
耳
ガ
ア
レ
バ
親
ノ
声
卜
聞
」
と
説
か
れ
る
ご
と
く
、
身
が
本
来
具
え

て
い
る
働
き
か
た
・
あ
り
か
た
を
、
自
ず
か
ら
の
侭
に
実
現
し
て
い
く
よ
う

な
、
身
の
働
き
の
も
と
で
あ
る
。
否
む
し
ろ
、
「
サ
フ
イ
ト
ヲ
シ
マ
ネ
バ
イ
ラ

レ
ヌ
」
　
「
サ
フ
セ
テ
カ
ナ
ワ
ヌ
」
よ
う
な
、
意
恩
や
商
量
を
超
え
て
そ
う
し
な

い
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
衝
き
動
か
さ
れ
る
ほ
ど
の
、
身
の
本
能
的

な
働
き
の
そ
の
ポ
ピ
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
身
は
、
「
コ
チ
ノ
身
二
感
ジ

テ
ヤ
マ
レ
ヌ
身
ニ
タ
ヘ
ラ
レ
ヌ
」
し
て
、
対
象
の
境
地
や
状
態
に
な
り
そ
れ
と

共
振
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
働
き
の
も
と
を
、
身
は
本
能
的
に

生
ま
れ
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　
「
知
、
仁
、
ニ
ツ
ガ
、
人
身
ノ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ト
、
行
ト
コ
レ
テ
尽
テ
イ
ル
」

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
身
の
働
き
の
能
力
が
知
の
徳
、

身
体
的
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
身
の
働
き
の
能
力
が
仁
の
徳
で
あ
る
。
こ
の
意
識
的
レ

ヴ
ェ
ル
の
働
き
は
心
の
働
き
に
応
じ
る
も
の
と
理
解
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

論
じ
る
ま
で
も
な
く
、
仁
を
実
現
す
る
と
い
う
働
き
は
、
身
を
も
っ
て
身
と
と
も
に

行
わ
れ
る
身
体
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
働
き
、
あ
る
い
は
、
前
意
識
的
レ
ヴ
ェ
ル
の
本

能
的
な
働
き
で
あ
る
。

　
朱
子
の
学
で
は
、
仁
は
形
而
上
の
性
で
あ
る
。
仁
は
、
実
践
の
原
理
と
も
解

さ
れ
る
。
そ
し
て
あ
く
ま
で
、
心
の
具
体
的
な
働
き
の
上
に
、
心
の
は
た
ら
き

を
通
し
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
に
比
す
る
と
、
綱
斎
の
仁
は
、
朱
子
の
仁
か
ら

は
微
妙
に
逸
れ
た
、
形
而
上
の
原
理
と
は
断
定
し
え
な
い
性
格
を
有
す
る
よ
う

に
も
考
え
ら
れ
る
。
綱
斎
の
仁
は
、
あ
る
種
の
力
感
を
も
ち
、
や
む
に
や
ま
れ

ず
し
て
本
能
的
に
全
身
全
霊
を
込
め
て
行
っ
て
し
ま
う
、
そ
う
し
た
身
の
働
き

の
た
め
の
根
源
的
な
ち
か
ら
で
あ
る
と
い
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
「
身
ニ
コ
タ
ヘ
テ
ヤ
マ
レ
ヌ
情
ノ
意
味
デ
ミ
ヨ
」
、
さ
ら
に
は
、
「
理

屈
ナ
シ
ニ
意
味
ヤ
マ
レ
ヌ
本
心
ガ
身
ニ
ア
ル
ト
云
コ
ト
ヲ
知
ラ
ズ
。
仁
ヲ
リ
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一
理
一
デ
ト
カ
フ
ト
ス
ル
ゾ
」
な
ど
の
言
説
は
、
こ
の
解
釈
の
一
っ
の
証
左
に

な
る
の
で
は
と
も
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
朱
子
の
仁
は
、
か
の
高
名
な
註
「
愛
の
理
、
心
の
徳
」
を
も
っ
て
知

ら
れ
る
。
人
が
愛
を
実
現
し
成
し
遂
げ
る
根
源
的
な
原
理
、
人
の
心
が
発
動
し

様
々
に
働
く
そ
の
も
と
に
な
る
能
力
ほ
ど
の
意
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
綱
斎
に

お
い
て
、
こ
の
愛
の
理
は
、
身
の
働
き
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
と
、
ど
の
よ
う

に
実
現
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
綱
斎
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
　
生
テ
イ
ル
身
ユ
ヘ
天
地
ノ
心
ノ
生
理
ヲ
ソ
ナ
ヘ
、
笑
止
ナ
ル
コ
ト
ア
ル

　
　
カ
、
ニ
ガ
ニ
ガ
シ
キ
コ
ト
ア
ル
ト
、
キ
ル
様
二
身
ニ
イ
タ
イ
カ
ラ
イ
ヘ
バ

　
　
側
隠
、
花
ヲ
ミ
テ
シ
ホ
ラ
シ
ク
、
子
ド
モ
ヲ
見
テ
カ
ワ
イ
ラ
シ
ウ
ア
ル
ガ

　
　
慈
愛
ゾ
。

　
愛
は
側
隠
一
側
但
一
、
慈
愛
と
し
て
現
れ
る
。
側
隠
は
我
が
身
を
愛
し
む
こ

と
、
慈
愛
は
そ
の
愛
し
み
の
拡
充
で
あ
る
。
我
が
身
が
厭
わ
し
い
場
に
在
れ
ば

身
が
切
ら
れ
る
よ
う
な
思
い
に
な
り
、
他
者
の
場
に
在
れ
ば
他
者
の
思
い
を
我

が
身
の
痛
み
と
し
て
感
得
す
る
、
そ
う
し
た
身
の
働
き
が
愛
の
拡
充
で
あ
る
。

身
は
生
き
身
で
あ
る
限
り
、
現
実
の
世
界
に
空
間
的
場
所
を
占
め
る
。
そ
れ

は
、
世
界
に
出
て
そ
の
世
界
の
状
態
を
身
全
体
で
感
じ
る
、
あ
る
い
は
体
験
す

る
こ
と
で
あ
る
。
身
は
「
笑
止
ナ
ル
コ
ト
」
、
「
ニ
ガ
ニ
ガ
シ
キ
コ
ト
」
に
出
会

う
の
で
あ
る
。
同
時
に
、
身
は
他
者
と
共
に
こ
の
世
界
に
存
立
し
、
意
識
は
必

然
的
に
対
象
に
向
か
う
。
だ
か
ら
、
「
花
ヲ
ミ
し
・
「
子
ド
モ
ヲ
見
一
る
一
」
よ
う

に
、
身
は
我
が
身
と
は
異
な
る
他
者
に
も
出
会
う
。
身
は
そ
の
よ
う
な
他
者

の
境
地
や
状
況
を
も
身
全
体
で
感
得
す
る
。
綱
斎
に
よ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
身
の

働
き
は
、
衝
き
動
か
さ
れ
る
ご
と
き
本
能
的
な
働
き
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ

ろ
、
綱
斎
が
い
う
愛
の
理
の
実
現
と
は
、
身
が
こ
の
よ
う
な
本
能
的
な
働
き
を

現
実
の
場
に
お
い
て
実
現
し
、
そ
し
て
、

り
あ
げ
る
こ
と
だ
と
把
捉
で
さ
よ
う
。

二

個
我
を
超
え
た
真
の
交
わ
り
を
つ
く

　
身
は
衝
き
動
か
さ
れ
る
ご
と
く
対
象
に
向
か
い
、
そ
の
境
地
に
共
振
す
る
。

綱
斎
は
何
を
論
拠
に
し
て
身
は
こ
の
よ
う
に
働
く
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
、
そ
し

て
、
身
の
働
き
は
共
同
体
の
形
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
だ
ろ
う

か
。
ま
ず
、
身
の
成
り
立
ち
を
、
朱
子
学
的
な
存
在
の
論
理
か
ら
で
は
な
く
、

「
天
地
カ
ラ
ハ
ヘ
ヌ
キ
ノ
生
ノ
マ
マ
ノ
忍
ビ
ヌ
ナ
リ
ニ
生
レ
テ
イ
ル
」
と
い
う

言
説
に
着
目
し
て
、
風
土
性
に
関
連
し
た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
イ
カ
様
ナ
処
デ
モ
、
物
ノ
ウ
ル
ハ
シ
ウ
生
ズ
ル
様
ニ
ア
ル
ノ
デ
、
天
地
ノ

　
　
物
ヲ
ハ
ヤ
シ
タ
ガ
リ
、
生
タ
ガ
ル
意
味
親
切
ナ
心
ヲ
可
知
。
自
然
二
草
木

　
　
ヲ
春
ベ
シ
折
ト
、
イ
タ
イ
タ
シ
ウ
ミ
ヘ
ル
。
ア
ノ
様
ナ
処
デ
天
地
ノ
カ
ラ

　
　
シ
ト
ム
ナ
カ
リ
、
生
タ
ガ
ル
親
切
ノ
情
意
ヲ
知
ル
ベ
シ
。
…
。
タ
ダ
何
ト

　
　
ナ
ク
物
ヲ
ソ
コ
ナ
ワ
ヌ
様
二
、
ソ
ダ
テ
ル
様
ニ
ア
ル
心
ガ
ミ
ュ
ル
。
コ
レ

　
　
天
地
ノ
物
ヲ
生
ズ
ル
親
切
ノ
心
デ
、
マ
ズ
ソ
ノ
ナ
リ
デ
生
ル
ル
ユ
ヘ
人
ノ

　
　
身
モ
サ
フ
ア
ル
。
ワ
ヅ
カ
ニ
身
二
感
ズ
ル
ト
義
理
ノ
ヤ
マ
レ
ヌ
様
ニ
ア
ル

　
　
ガ
、
生
物
ノ
心
ヲ
得
テ
イ
ル
ユ
ヘ
ゾ
。
ア
ワ
レ
ナ
コ
ト
ト
云
ト
、
胃
ガ
シ

　
　
ワ
シ
ワ
ト
ナ
ル
、
此
様
ナ
ガ
生
物
ノ
心
ゾ
。
…
木
ヲ
折
ト
イ
タ
イ
タ
シ
ウ

　
　
ミ
ヘ
ル
、
其
ナ
リ
ニ
ス
グ
ニ
人
二
得
テ
イ
ル
ユ
ヘ
、
キ
レ
バ
イ
タ
イ
ト
云

　
　
ヤ
フ
ナ
コ
ト
デ
モ
生
物
ノ
心
ノ
ソ
コ
ヌ
ル
ナ
リ
ニ
ミ
ヘ
ル
。
其
心
ナ
リ
ニ

　
　
行
ハ
ル
ル
ガ
…
。

　
引
用
は
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
よ
う
。
天
地
は
四
季
折
々
に
万
物
を
生
成
化

育
し
て
や
ま
な
い
。
凡
そ
人
の
み
な
ら
ず
天
地
の
間
に
在
る
物
は
す
べ
て
天
地
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の
働
き
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
天
地
生
物
の
心
を
生
ま
れ
な

が
ら
に
身
に
得
て
い
る
。
身
の
働
き
か
た
は
天
地
生
物
の
心
に
通
じ
て
お
り
、

天
地
と
同
じ
よ
う
に
生
成
す
る
物
す
べ
て
を
い
と
お
し
む
思
い
が
、
身
か
ら
自

ず
と
涌
き
出
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
い
た
ま
し
い
場
に
出
会
え
ば
、

「
胃
ガ
シ
ワ
シ
ワ
ト
ナ
ル
」
　
「
木
ヲ
折
ト
イ
タ
イ
タ
シ
ウ
ミ
ヘ
ル
」
ご
と
く
、

身
全
体
が
対
象
の
境
地
に
な
り
き
り
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
綱
斎
は
、
身
の
働
き
が
準
拠
す
る
と
こ
ろ
は
天
地
生
物
の
心
に
あ
る
、
と
説

く
。
そ
し
て
例
証
と
し
て
、
例
え
ば
、
春
に
草
木
が
折
ら
れ
て
い
る
場
に
出
会

う
と
身
全
体
が
痛
々
し
く
な
る
こ
と
を
挙
げ
る
。
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
身
の
動
き

や
心
情
を
臼
本
的
な
風
土
性
に
関
連
さ
せ
て
説
く
例
は
、
諸
々
の
講
義
録
や
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
9
一

記
に
数
多
く
見
ら
れ
枚
挙
の
暇
が
な
い
。
仁
は
、
本
来
、
天
地
生
物
の
心
と
定

義
さ
れ
、
こ
の
天
地
生
物
の
心
が
人
に
お
い
て
は
愛
の
理
に
な
る
。
し
か
し
、

綱
斎
ほ
ど
、
身
の
働
き
や
心
情
を
風
土
性
に
準
え
て
説
く
例
を
、
他
に
見
る
こ

と
は
稀
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
な
ら
ば
、
日
本
と
い
う
地
域
の
風
土
性
に
根
差

し
た
臼
本
人
の
基
調
を
な
す
物
の
考
え
か
た
、
自
然
観
に
訴
え
る
と
い
う
論
法

で
あ
る
。
一
」
う
し
た
綱
斎
の
考
え
か
た
を
、
和
辻
哲
郎
の
い
う
人
間
存
在
の
風

土
的
規
定
、
あ
る
い
は
風
土
的
負
荷
と
い
う
観
点
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
も
可
能

だ
と
思
わ
れ
る
。
風
土
的
負
荷
と
は
、
我
々
が
風
土
の
場
に
出
る
こ
と
に
よ
り

一
定
の
存
在
の
し
か
た
を
背
負
う
こ
と
を
い
う
。
和
辻
に
よ
れ
ば
、
「
晴
れ
た

日
の
晴
れ
晴
れ
し
い
気
持
ち
、
梅
雨
の
日
の
鐙
陶
し
い
気
持
ち
な
ど
、
風
土
的

負
荷
は
我
々
の
存
在
の
内
に
き
わ
め
て
豊
富
に
見
い
だ
さ
れ
、
我
々
の
存
在
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
売
一

無
限
に
豊
富
な
様
態
を
も
っ
て
風
土
的
に
規
定
せ
ら
る
。
」
の
で
あ
る
。
こ
の

観
点
か
ら
い
え
ば
、
前
述
し
た
綱
斎
の
解
釈
－
人
の
身
は
共
に
天
地
生
物
の

心
を
得
て
い
る
1
は
、
我
々
は
共
に
同
じ
風
土
に
生
ま
れ
同
じ
風
土
に
身
を
置

く
故
に
共
通
の
風
土
的
規
定
を
負
う
、
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま

り
、
同
じ
風
土
に
身
を
置
く
人
間
は
、
共
通
の
感
覚
・
感
性
を
身
体
的
レ
ヴ
ユ

ル
で
植
付
け
ら
れ
て
生
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
、
対
象
の
境
地
に
身
を
置
く
と
、
対
象

と
同
じ
思
い
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、

こ
の
綱
斎
の
論
理
は
一
定
の
説
得
力
を
有
す
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
多
く
の
日
本

人
が
共
鳴
し
、
自
ら
の
身
の
あ
り
よ
う
を
振
り
返
れ
ば
決
し
て
否
定
で
き
な
い
土

着
の
心
に
根
ざ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
多
く
の
日
本
人
は

春
の
到
来
を
き
く
と
桜
の
花
を
待
ち
焦
が
れ
、
桜
の
花
の
散
り
様
に
俊
さ
潔
さ

妖
し
さ
を
感
じ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
疑
問
は
残
る
。
何
故
に
身
は
衝
き
動
か
さ
れ
る
ご
と
く
対

象
に
向
か
う
の
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
前
述
し
た
引
用
に
あ

る
、
「
田
肖
ガ
シ
ワ
シ
ワ
ト
ナ
ル
」
「
木
ヲ
折
ト
イ
タ
イ
タ
シ
ウ
ミ
ヘ
ル
」
と
い
う

言
説
に
着
目
し
た
い
。
こ
れ
ら
は
、
生
理
的
情
緒
的
反
応
を
表
現
し
て
い
る
と

も
い
え
る
。
た
と
え
ば
「
胃
ガ
シ
ワ
シ
ワ
ト
ナ
ル
」
は
、
全
身
全
霊
を
込
め
て

只
管
に
対
象
に
傾
注
し
た
時
に
起
こ
る
、
典
型
的
な
生
理
的
情
緒
的
反
応
で
あ

ろ
う
。
綱
斎
が
同
じ
風
土
に
生
き
る
人
間
が
同
じ
思
い
を
共
有
す
る
と
論
じ
た

際
に
根
拠
に
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
生
理
的
情
緒
的
反
応
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

同
じ
風
土
に
生
き
る
人
間
は
同
じ
よ
う
な
反
応
を
起
こ
し
、
し
か
も
そ
の
反
応
は

人
々
の
間
に
伝
播
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
H
・
ワ
ロ
ン
は
、
情
動
の
本
質
的
特
性
を
個
人
の
聞
に
伝
わ
る
強
い
伝
染
性

　
　
一
u
一

に
置
く
。
情
動
は
、
多
く
の
場
合
、
生
理
学
的
手
続
き
で
理
解
さ
れ
る
が
、
広

義
に
は
、
言
語
で
は
説
明
不
可
能
な
ほ
ど
の
あ
る
種
の
捉
え
が
た
い
強
烈
な
感

情
で
あ
る
。
強
烈
な
感
惰
は
、
身
体
を
衝
き
動
か
す
能
動
的
作
用
と
、
緊
急
を

要
す
る
自
動
作
用
を
阻
止
す
る
緊
張
と
い
う
、
二
つ
の
対
臓
的
な
、
し
か
し
意
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思
に
よ
る
制
御
が
不
可
能
な
作
用
を
身
体
に
及
ぼ
す
と
も
い
わ
れ
る
。
さ
ら
に

ワ
ロ
ン
は
、
情
動
の
機
能
的
価
値
を
、
「
集
団
の
な
か
に
一
致
し
た
反
応
、
姿

勢
（
態
度
一
、
感
覚
を
も
た
ら
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
多
く
の
参
加
者
を
た
が

い
に
結
び
つ
け
や
が
て
こ
れ
が
個
人
相
互
間
の
促
し
合
い
の
系
を
構
成
す
る
」

　
　
　
　
　
　
　
面
一

こ
と
に
あ
る
と
続
け
る
。

　
社
会
的
な
共
同
生
活
は
、
言
語
に
よ
る
意
思
の
伝
達
や
意
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
に

お
け
る
行
動
の
熟
慮
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
し
か
し
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
共

同
生
活
を
支
え
成
立
さ
せ
て
い
る
共
感
・
共
通
意
識
、
集
団
を
融
合
さ
せ
る
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
一

用
の
あ
る
「
こ
と
ば
を
必
要
と
し
な
い
一
種
の
共
同
感
情
」
が
存
在
す
る
こ
と

は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ワ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
社
会
生
活
を
支
え
る
共
同
感

情
は
、
情
動
の
感
得
と
共
有
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
社
会
的
な
共
同
生
活
の

前
提
に
あ
る
の
は
、
ワ
ロ
ン
の
い
う
よ
う
な
共
同
感
情
と
情
動
に
よ
り
結
ば
れ

る
情
緒
的
関
係
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ワ
ロ
ン
の
見
解
は
、
綱
斎
に
お
い
て
身
が
衝
き
動
か
さ
れ
る
ご
と
き
働
き
を

す
る
理
由
と
、
こ
の
よ
う
な
身
の
働
き
が
共
同
体
の
形
成
に
お
い
て
果
た
す
意

義
を
考
え
る
に
お
い
て
示
唆
的
で
あ
る
。
し
ば
し
ば
、
浅
見
綱
斎
に
お
け
る
仁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ど

の
解
釈
は
ほ
と
ん
ど
情
念
に
近
い
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
愛
の
実
現
を
身
の

働
き
と
し
て
捉
え
直
し
て
み
る
と
、
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
解
釈
も
可
能
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
が
対
象
に
向
か
う
の
は
や
む
に
や
ま
れ

ぬ
衝
き
動
か
さ
れ
る
ほ
ど
の
働
き
で
あ
る
こ
と
、
身
の
反
応
が
生
理
的
情
緒
的

反
応
と
し
て
表
れ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
身
の
働
き
が
前
意
識
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で

行
わ
れ
る
こ
と
な
ど
を
考
量
す
る
と
、
愛
の
実
現
と
は
む
し
ろ
身
全
体
に
よ
る

情
動
の
表
現
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
　
反
諸
身
ハ
吾
一
度
一
度
ニ
カ
ヘ
リ
ミ
ル
功
夫
デ
云
コ
ト
デ
ハ
ナ
イ
。
身
デ

　
　
ミ
テ
ト
云
コ
ト
。
ム
カ
フ
ヲ
ミ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
身
デ
ミ
テ
吾
手
二
飢
テ
食

　
　
ノ
ホ
シ
イ
如
ク
、
表
裏
内
外
火
ノ
ア
タ
タ
カ
ニ
、
水
ノ
ナ
ガ
ル
ル
如
ク
、

　
　
ヤ
マ
レ
ヌ
様
二
心
ノ
ア
ル
ガ
反
諸
身
ト
云
モ
ノ
。
…
。
反
ハ
此
コ
ト
ヲ
省

　
　
察
ス
ル
上
ム
コ
ト
デ
ナ
イ
。
ム
カ
フ
計
ヲ
ミ
ズ
ニ
、
身
デ
ミ
テ
ト
云
コ
ト
。

　
右
は
、
『
中
庸
章
句
』
二
十
章
に
あ
る
「
反
諸
身
不
誠
」
の
解
釈
で
あ
る
。

諸
身
と
は
、
行
為
に
向
か
う
時
の
我
が
身
、
活
動
を
起
こ
さ
ん
と
す
る
本
体
で

あ
る
。
綱
斎
に
よ
れ
ば
、
「
反
諸
身
」
は
何
か
を
行
お
う
と
す
る
意
思
を
意
識

的
に
省
察
す
る
意
で
は
な
い
。
こ
こ
で
い
う
「
ヤ
マ
レ
ヌ
様
二
心
ノ
」
の
心
と

は
、
あ
る
行
為
を
志
向
す
る
意
思
に
も
増
し
た
強
烈
な
思
い
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
「
飢
テ
食
ノ
ホ
シ
イ
如
ク
、
水
ノ
ナ
ガ
ル
ル
如
ク
」
の
本
能
的
な
衝
動
と

い
う
性
格
す
ら
も
つ
。
再
度
に
亘
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
「
身
デ
ミ
テ
」
と
は
、

無
意
識
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
身
の
あ
り
か
た
を
体
感
し
感
得
せ
よ
と
い
う
意
と
解
さ

れ
る
。
こ
の
時
に
は
身
は
心
の
真
実
を
感
じ
取
り
、
身
全
体
が
心
の
動
き
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
些

り
き
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
強
烈
な
思
い
が
身
に
充
溢
し
、
身
全
体
で
表
現
さ
れ
る
に
至
る

と
、
そ
れ
は
自
ず
か
ら
他
者
に
感
化
す
る
。

　
　
諌
ル
モ
ー
一
身
勝
手
デ
云
の
で
は
な
く
一
気
象
惣
体
ガ
雨
露
ノ
ウ
ル
ホ
ス

　
　
ト
云
様
ナ
意
味
ガ
ア
ナ
タ
ヘ
ウ
ツ
ラ
ネ
バ
感
化
ス
ル
コ
ト
ナ
イ
。
諌
テ
何

　
　
ト
ゾ
ナ
ヲ
サ
セ
タ
イ
ト
云
様
ナ
ア
ソ
コ
ガ
誠
ゾ
。
身
カ
ラ
イ
タ
イ
ヲ
云
、

　
　
身
カ
ラ
寒
イ
ヲ
云
様
ナ
、
意
味
親
切
ナ
カ
ラ
デ
ナ
ケ
レ
バ
、
理
ガ
キ
コ
ヘ

　
　
テ
モ
身
ナ
リ
カ
ラ
出
ル
ト
云
モ
ノ
デ
ナ
イ
ユ
ヘ
、
理
屈
計
リ
デ
自
然
二
耳

　
　
ニ
イ
ラ
ヌ
。
身
ガ
自
然
ノ
親
切
ナ
身
ナ
リ
ナ
レ
バ
、
平
生
惣
体
ナ
リ
ガ
自

　
　
ラ
春
ト
イ
ヘ
バ
鳥
ノ
声
モ
ノ
ド
ヤ
カ
ニ
、
ホ
コ
ヤ
カ
ナ
ヤ
ウ
ニ
風
俗
体
配

　
　
自
然
感
化
ス
ル
ノ
妙
ア
ル
。
ソ
フ
ナ
ケ
レ
バ
親
二
順
ナ
ラ
ヌ
。
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引
用
の
主
旨
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
他
者
一
こ
の
場
合
は
、
親
一

を
諌
め
る
に
、
理
詰
め
の
論
法
で
は
相
手
に
気
持
ち
が
素
直
に
通
じ
な
い
。
我

が
身
が
切
ら
れ
る
ご
と
き
痛
切
な
思
い
を
も
っ
て
他
者
の
身
を
思
い
、
そ
れ
を

身
全
体
で
表
現
す
れ
ば
、
他
者
は
そ
の
思
い
に
自
然
に
感
化
さ
れ
我
が
恩
い
が

通
じ
る
。

　
「
気
象
惣
体
ガ
雨
露
ノ
ウ
ル
ホ
ス
」
、
「
身
カ
ラ
イ
タ
イ
ヲ
云
、
身
カ
ラ
寒

イ
」
は
、
あ
る
種
の
生
理
的
情
緒
的
反
応
と
解
し
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
反
応
に

身
を
ゆ
だ
ね
身
全
体
で
表
現
す
る
と
、
他
者
は
そ
の
意
味
を
自
然
に
感
じ
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
他
者
の
反
応
も
ま
た
、
「
白
ラ
春
ト
イ
ヘ
バ
鳥
ノ
声
モ
ノ
ド

ヤ
カ
ニ
、
ホ
コ
ヤ
カ
ナ
ヤ
ウ
ニ
一
聞
こ
え
る
一
」
よ
う
に
、
生
理
的
情
緒
的
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
生
理
的
情
緒
的
反
応
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
、
あ
る
種

の
情
動
表
現
と
捉
え
て
も
強
ち
過
誤
と
は
い
え
ま
い
。
他
者
を
我
が
身
の
ご
と

く
痛
切
に
思
う
と
い
う
、
あ
る
種
の
情
動
表
現
に
身
を
ゆ
だ
ね
る
と
、
そ
の
表

現
を
介
し
て
他
者
と
の
間
に
感
受
性
が
相
互
に
交
わ
り
合
う
。
こ
こ
に
お
い
て

個
我
を
超
え
た
交
わ
り
、
し
か
も
、
き
わ
め
て
情
緒
的
な
交
わ
り
が
成
り
立

つ
。
綱
斎
の
言
説
に
従
え
ば
、
こ
の
情
緒
的
な
交
わ
り
こ
そ
が
真
の
交
わ
り
で

あ
り
、
社
会
的
な
共
同
生
活
を
支
え
そ
の
基
盤
に
あ
る
と
論
定
す
る
こ
と
が
で

き
よ
・
つ
。

　
情
動
は
生
き
身
の
本
能
的
な
、
生
理
的
次
元
で
の
自
己
作
用
的
活
動
で
あ
ろ

う
。
綱
斎
は
、
殊
更
に
そ
れ
と
意
識
し
な
い
ま
で
も
、
情
動
の
機
能
的
価
値
を

感
知
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
綱
斎
に
お
い
て
、
生
き
身
は
情
動
を
全

身
で
表
現
し
、
か
つ
、
そ
の
意
味
を
感
じ
取
る
能
力
が
あ
る
。
そ
う
し
て
生
ま

れ
る
前
言
語
的
な
共
通
感
情
が
、
個
々
人
を
情
緒
的
に
結
び
つ
け
、
社
会
的
な

共
同
体
を
成
立
さ
せ
る
原
動
力
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
仁
は
あ

る
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
生
き
身
の
本
能
的
な
働
き
の
本
瘡
的
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
と
み
な
し
て
も
よ
か
ろ
う
。

　
さ
て
、
情
動
に
よ
り
結
ば
れ
る
情
緒
的
交
わ
り
は
、
親
密
で
融
和
的
な
交
情

を
育
む
だ
ろ
う
。
綱
斎
の
い
う
情
緒
的
交
わ
り
は
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
だ

ろ
う
か
。

　
　
親
二
事
ル
ホ
ド
実
行
ノ
本
ハ
ナ
イ
。
…
順
ナ
ハ
、
親
ノ
心
モ
吾
心
モ
サ
カ

　
　
ウ
コ
ト
ナ
イ
ヲ
順
卜
云
。
親
ノ
イ
ワ
ル
ル
コ
ト
ニ
ソ
ム
カ
ヌ
ヲ
順
卜
云
デ

　
　
ナ
イ
。
子
ガ
カ
ウ
シ
タ
イ
ト
云
様
ナ
ニ
親
ノ
フ
ト
ド
キ
デ
同
心
ナ
イ
様
ナ

　
　
ハ
、
ソ
レ
ハ
孝
ガ
熟
セ
ヌ
。
熟
ス
ル
ト
親
ト
ト
モ
ニ
子
ノ
心
ナ
リ
ニ
ナ

　
　
ル
。
－
権
ヅ
ケ
デ
ナ
シ
ニ
、
ヤ
ハ
リ
骨
肉
ノ
思
ナ
リ
デ
義
理
ト
ト
ナ
フ
ヲ

　
　
順
ト
云
。
…
ソ
レ
デ
モ
…
吾
実
行
ナ
リ
デ
吾
ス
ル
コ
ト
事
ル
コ
ト
表
裏
内

　
　
外
自
然
ノ
義
理
ナ
リ
ノ
真
実
ガ
身
ニ
ア
レ
バ
、
親
ノ
悪
ヲ
セ
フ
ト
ス
ル
モ

　
　
白
然
二
恥
入
テ
ナ
ラ
ヌ
。
子
タ
ル
モ
ノ
ノ
、
実
徳
ノ
気
象
ウ
ツ
レ
ル
、
ホ

　
　
ロ
リ
ト
ナ
ラ
ネ
バ
ヲ
カ
ヌ
様
二
・
：
。

　
身
と
身
と
の
交
わ
り
は
、
骨
肉
を
分
け
た
親
と
子
と
に
お
い
て
始
ま
る
。
こ

の
親
と
子
と
の
交
わ
り
の
真
実
の
あ
り
か
た
は
、
「
親
ト
ト
モ
ニ
子
ノ
心
ナ
リ

ニ
ナ
ル
」
の
表
現
が
端
的
に
示
す
よ
う
に
、
自
己
を
捨
て
て
互
い
の
心
に
な
り

き
る
こ
と
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
骨
肉
を
分
け
た
間
に
生
ま
れ
る

持
続
的
で
、
か
つ
、
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
と
し
て
湧
き
出
る
激
情
的
な
性
格

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
か
つ
て
、
和
辻
哲
郎
は
『
風
土
』
に
お
い
て
、
「
家
」
と
し
て
の
日
本
の
人

間
の
存
在
の
仕
方
は
、
し
め
や
か
な
激
情
・
戦
闘
的
な
悟
淡
と
い
う
ご
と
き
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
〕

本
的
な
「
間
柄
」
を
家
族
的
に
実
現
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
。
し
め
や
か
な
激
情

は
、
第
一
に
全
然
隔
て
な
き
結
合
を
目
指
し
、
第
二
に
し
め
や
か
で
あ
る
と
同
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一
1
7
一

時
に
激
情
的
に
な
る
、
と
も
い
う
。
綱
斎
の
目
指
し
た
真
の
親
子
の
交
わ
り

は
、
こ
の
隔
て
な
き
結
合
と
し
め
や
か
な
情
愛
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
の
で
は
な

　
　
　
一
1
8
〕

か
ろ
う
か
。三

　
最
後
に
、
浅
見
綱
斎
に
お
け
る
「
生
き
身
」
の
思
想
を
総
括
し
、
近
世
儒
学

思
想
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
そ
の
特
性
や
問
題
点
を
探
っ
て
み
た
い
。

　
そ
も
そ
も
、
生
き
身
と
い
う
そ
の
存
在
の
様
態
は
、
既
に
共
同
体
の
構
成
員

で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
た
。
問
わ
れ
る
の
は
、
生
き
身
が
形
成
す
る
共
同
体

の
性
格
、
生
き
身
の
働
き
や
成
り
立
ち
が
共
同
体
の
形
成
に
お
い
て
ど
の
よ
う

に
機
能
す
る
の
か
で
あ
る
。
三
っ
ほ
ど
要
点
を
挙
げ
た
い
。

　
第
一
点
は
、
共
同
体
の
基
盤
を
親
子
と
い
う
人
間
関
係
に
定
め
た
こ
と
で
あ

る
。
親
子
の
関
係
は
、
ま
さ
に
生
き
身
で
あ
る
が
故
に
初
め
て
生
じ
、
ま
た
、

人
間
が
初
め
て
体
験
す
る
生
理
的
・
肉
体
的
分
離
を
起
源
と
す
る
。
第
二
点

は
、
生
き
身
の
成
り
立
ち
に
風
土
性
を
関
連
さ
せ
、
身
の
存
在
の
し
か
た
は
風

土
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
成
り
立
ち
が
、
共
同
体

の
構
成
員
が
同
じ
感
覚
・
感
性
を
共
有
す
る
根
拠
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
第
三
点
は
、
生
き
身
は
情
動
を
表
現
し
、
情
動
の
意
味
を
感
じ
取
る
こ
と

が
で
き
る
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
情
動
を
表
現
し
情
動
表
現
に
身
を
ゆ
だ
ね
る

人
々
の
間
に
は
感
受
性
が
交
じ
り
合
い
、
そ
こ
に
情
緒
的
な
交
わ
り
を
成
立
さ

せ
る
共
通
感
情
が
生
じ
る
。
前
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
あ
る
い

は
、
自
他
の
間
に
あ
っ
て
自
他
を
包
み
込
む
漢
然
と
し
た
雰
囲
気
と
も
解
さ
れ

る
、
こ
の
共
通
感
情
こ
そ
が
共
同
体
形
成
の
本
源
的
要
因
で
あ
り
、
共
同
体
の

墓
底
に
あ
っ
て
こ
れ
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
一
つ
問
題
を
提
起
し
た
い
。
浅
見
綱
斎
の
生
き
身
の
思
想
は
、
近
世

徳
川
幕
藩
体
制
社
会
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
そ
の
体
制
を
維
持
す
る
た
め
に
社

会
的
実
践
を
促
す
こ
と
を
冒
的
に
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
そ

こ
に
、
近
世
儒
学
思
想
に
通
有
の
思
考
の
し
か
た
を
み
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ

う
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
綱
斎
が
専
ら
力
説
し
傾
注
し
た
の
は
、
親

子
の
人
間
関
係
と
君
臣
の
人
問
関
係
と
い
う
二
つ
の
関
係
、
そ
し
て
、
そ
こ
に

お
け
る
生
き
か
た
・
行
為
の
し
か
た
で
あ
っ
た
。
共
同
体
を
支
え
る
最
も
自
然

で
親
密
な
人
間
関
係
は
、
親
と
子
と
い
う
血
の
関
係
と
、
夫
と
妻
一
男
と
女
一

と
い
う
性
の
関
係
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
綱
斎
に
お
い
て
は
、
夫
と
妻
と
い
う

性
の
関
係
は
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
時
と
し
て
親
睨

な
親
子
関
係
を
実
現
す
る
障
害
に
な
る
と
さ
え
い
わ
れ
る
。
「
病
ハ
息
災
ナ
身

ガ
病
ユ
ヘ
呆
テ
修
理
シ
、
子
ハ
孝
二
生
ミ
ノ
マ
・
ニ
ア
ル
ニ
妻
子
ニ
ソ
コ
ナ

フ
。
ソ
レ
ヲ
シ
タ
テ
ナ
ヲ
ス
。
一
子
は
親
に
孝
を
尽
く
す
よ
う
に
生
ま
れ
て
き

た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
妻
子
に
惑
溺
し
て
生
ま
れ
な
が
ら
の
真
の
生
き
か
た

を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
う
一
度
つ
く
り
な
お
し
て
本
に
戻
さ

ね
ば
な
ら
な
い
…
一
」
な
ど
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
一
方
、
君
臣
の
関
係

は
、
「
君
臣
父
子
ノ
大
倫
ハ
、
天
理
自
然
ノ
動
カ
サ
フ
様
モ
、
変
エ
ヨ
ウ
様
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

ナ
イ
本
心
二
根
ザ
シ
タ
コ
ト
。
」
一
『
拘
幽
操
師
説
』
一
と
、
親
子
の
関
係
と
同

じ
く
先
天
的
で
不
可
変
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
実
際
、
親
子
と
君
臣
と
い
う
二
つ
の
関
係
は
、
徳
川
幕
藩
体
制
の
維
持
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
0
一

い
て
有
効
に
機
能
す
る
。
そ
の
例
証
と
し
て
、
家
の
制
度
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

中
世
以
降
に
お
け
る
家
の
観
念
の
本
質
は
、
職
分
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
職

分
と
は
、
職
に
付
随
す
る
義
務
、
す
な
わ
ち
、
政
治
的
制
度
に
お
い
て
よ
り
上
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位
の
地
位
に
対
す
る
御
奉
公
を
意
味
す
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
御
恩
と
御
奉

公
は
君
臣
関
係
に
立
脚
す
る
。
歴
史
や
法
制
史
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
近
世
日
本

に
お
い
て
は
、
家
は
職
分
を
果
た
す
た
め
の
機
関
で
あ
り
、
そ
し
て
徳
川
幕
藩

体
制
は
こ
の
機
関
と
し
て
の
職
分
の
統
制
系
列
を
基
に
し
て
成
立
し
て
い
る
。

要
す
る
に
、
家
を
維
持
す
る
こ
と
と
君
臣
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
と
は
相
関
し

て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
徳
川
幕
藩
体
制
を
支
え
る
基
盤
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
機
関
と
し
て
の
家
を
継
続
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
な
ら
ば
、
当
然
、

親
子
関
係
は
夫
婦
関
係
に
ま
し
て
優
先
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
日
本
朱
子
学
に
お
け
る
実
践
道
徳
論
も
ま
た
、
職
分
の
遂
行
を
積

極
的
に
奨
励
す
る
。
た
と
え
ば
、
道
は
人
間
関
係
に
お
け
る
行
為
の
し
か
た
と

も
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
天
ナ
リ
自
然
カ
ラ
コ
ソ
道
ハ
出
タ
モ
ノ
ジ
ャ
ト
、

「
ニ
ガ
明
ナ
レ
バ
道
ガ
カ
ハ
ル
コ
ト
ハ
イ
ゾ
」
と
い
う
よ
う
に
、
天
地
開
闘
以

来
不
変
で
始
め
か
ら
有
っ
た
と
さ
れ
る
。
朱
子
学
者
が
実
践
道
徳
論
に
お
い
て

目
指
し
た
の
は
、
予
め
定
め
ら
れ
た
道
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の

道
徳
性
を
確
認
し
、
杜
会
を
構
成
す
る
一
員
に
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
」
う
し

た
考
え
か
た
は
、
実
践
を
通
し
て
遺
を
把
握
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
道
徳

性
を
形
成
し
て
い
く
、
と
し
た
古
学
派
の
伊
藤
仁
斎
ら
の
対
極
に
位
置
す
る
も

の
だ
と
も
い
え
よ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
た
と
え
「
ヤ
ム
ニ
ヤ
マ
レ
ヌ
生
得
の

性
」
で
あ
る
と
理
論
の
上
で
は
了
解
で
き
た
と
し
て
も
、
納
斎
が
説
い
た
道
は

杜
会
秩
序
を
維
持
す
る
た
め
の
作
為
さ
れ
た
行
為
の
し
か
た
で
あ
る
こ
と
に
相

異
は
な
か
ろ
う
。

　
以
上
の
限
り
を
み
て
も
、
納
斎
の
生
き
身
の
思
想
が
、
近
世
の
朱
子
学
者
に

お
け
る
徳
川
幕
藩
体
制
を
維
持
す
る
た
め
の
思
想
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ

と
は
決
し
て
で
き
な
い
。

　
そ
れ
で
は
、
生
き
身
の
思
想
に
、
近
世
儒
学
思
想
に
通
有
の
思
考
の
し
か
た

を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
も
ま
た
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
・

　
愛
の
実
現
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
情
緒
的
な
交
わ
り
を
取
り
上
げ
よ
う
。
互
い

を
思
う
激
情
を
身
全
体
で
表
現
す
る
こ
と
に
、
言
葉
に
よ
る
表
現
以
上
の
価
値

を
置
き
、
菌
言
語
的
な
共
通
感
情
や
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
情
緒
的
な
交
わ

り
に
真
実
を
求
め
る
と
い
う
考
え
か
た
は
、
果
た
し
て
綱
斎
に
特
有
の
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
情
緒
的
な
交
わ
り
は
、
「
し
め
や
か
な
激
情
」
と
表
現
さ
れ

る
性
格
を
有
す
る
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
和
辻
哲
郎
が
、
モ
ン
ス
ー
ン
的
風
土
の

特
殊
形
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
し
、
日
本
人
の
特
殊
な
存
在
の
仕
方
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
1
一

て
指
摘
し
た
性
格
で
あ
る
。
綱
斎
に
よ
れ
ば
、
身
は
風
土
的
に
規
定
さ
れ
た
共

通
の
感
覚
・
感
性
を
、
本
能
的
な
土
着
の
心
と
し
て
植
付
け
ら
れ
て
生
ま
れ

る
。
納
斎
と
趣
旨
を
同
じ
く
す
る
見
解
は
、
木
村
敏
「
人
と
人
と
の
間
」
に
も

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
風
土
化
す
る
に
際
し
て
は
、
す
で
に
そ
れ
に
先

立
っ
て
、
一
定
の
風
土
化
を
受
け
入
れ
る
準
備
性
の
よ
う
な
も
の
（
楽
肉
体
が

生
ま
れ
く
る
と
き
に
既
に
帯
び
て
い
る
風
土
的
な
一
定
の
素
質
）
が
、
人
間
の

側
に
あ
ら
か
じ
め
備
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
と
い
う
見
解
で

　
一
2
2
一

あ
る
。
風
土
と
人
間
性
の
関
係
に
つ
い
て
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
が
、
日
本

人
に
、
四
季
折
々
に
遷
り
変
わ
る
自
然
を
賞
翫
し
、
共
通
の
白
然
観
に
呼
応
す

る
美
意
識
や
感
性
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
細
斎
が
、
他
者
を
思
う
そ
の
純
粋
さ
直
向
き
さ
を
重
ん
じ
、
そ
れ
を

誠
と
よ
ん
だ
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

　
　
誠
卜
云
二
、
メ
ツ
サ
フ
ニ
云
コ
ト
デ
ナ
イ
。
親
ノ
愛
イ
ガ
、
子
ノ
カ
ワ
ユ

　
　
イ
様
ナ
ガ
、
君
ガ
イ
ト
シ
イ
ガ
、
ド
フ
モ
ヤ
マ
レ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
吾
心
ニ
ア
ル
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カ
ト
、
一
・
ノ
事
実
ヲ
吟
味
ス
レ
バ
、
君
二
忠
、
親
二
孝
、
其
ナ
リ
ノ
身

　
　
二
飢
テ
食
ヲ
ク
ワ
ネ
ハ
イ
ラ
レ
ヌ
如
ク
ア
ル
ガ
其
忠
ノ
孝
ノ
ト
云
モ
ノ
。

　
こ
の
心
情
の
純
粋
性
に
お
い
て
、
立
論
は
対
蹄
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
伊
藤
仁
斎
が
説
い
た
日
本
的
な
誠
に
通
じ
る
思
潮
を
み
る
こ
と
は
強
ち
不

　
　
　
　
　
＾
2
3
一

当
で
は
な
か
ろ
う
。

　
浅
見
綱
斎
の
「
生
き
身
」
の
思
想
に
近
世
儒
学
思
想
に
通
有
す
る
思
考
の
し

か
た
が
あ
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
身
体
観
の
研
究
に

一
つ
の
視
点
を
提
供
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
近
世
日
本
に
お
い
て

共
同
体
を
成
立
さ
せ
、
共
同
体
を
支
え
て
い
た
も
の
は
何
か
を
、
身
体
の
働
き

と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
る
こ
と
に
も
ま
た
意
義
が
あ
ろ
う
。
共
同
体
の
成
立
基

盤
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
考
究
の
方
向
は
少
な
く
と
も
二
つ
に
分
岐
す
る

だ
ろ
う
。
一
つ
は
、
共
同
体
の
基
盤
に
夫
婦
一
男
女
一
の
関
係
を
置
く
思
想
で

あ
り
、
ま
た
一
つ
は
、
親
愛
に
基
い
て
成
り
立
つ
人
聞
関
係
に
基
盤
を
置
く
思

想
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
武
士
側
の
論
理
と
は
異
な
る
で
あ
ろ
う
市
井
の
思
想
家
に
も

焦
点
を
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
共
同
体
の
形
成
に
お
い
て
身
体
は
ど
の

よ
う
に
機
能
し
て
い
る
の
か
を
総
合
的
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
世
日
本
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
脳
一

身
体
観
の
研
究
に
新
な
視
座
が
開
か
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

註

一
－
一
中
心
資
料
と
し
て
『
中
庸
師
説
』
　
一
福
井
県
小
浜
市
立
図
書
館
酒
井
家

　
文
庫
所
蔵
本
、
元
禄
一
六
、
一
七
一
一
七
〇
四
、
一
七
〇
五
一
年
の
講

　
義
、
写
本
一
を
用
い
る
。
特
に
注
記
が
無
い
の
は
『
中
庸
師
説
』
か
ら
の

　
引
用
で
あ
る
。
な
お
、
引
用
文
に
は
次
の
川
－
…
の
変
更
を
加
え
た
。
川

　
仮
名
遺
い
は
底
本
の
ま
ま
と
す
る
が
、
仮
名
の
略
字
は
通
行
の
仮
名
に
戻

　
す
。
ω
読
解
の
便
宜
上
、
句
読
点
を
新
た
に
加
え
る
。
㈹
読
解
に
支
障
が

　
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に
は
、
濁
点
を
新
た
に
加
え
る
。

一
2
一
『
日
本
思
想
大
系
　
引
　
山
崎
闇
斎
学
派
』
　
（
一
九
八
○
年
、
岩
波
書

　
店
一
、
二
五
七
頁
。

一
3
一
身
の
意
味
や
用
法
は
、
日
本
人
の
心
身
観
を
手
が
か
り
に
し
て
考
察
し

　
た
。
こ
こ
で
は
、
宮
地
敦
子
『
身
心
語
彙
の
史
的
研
究
』
　
一
一
九
七
九

　
年
、
明
治
書
院
一
、
佐
竹
昭
弘
『
萬
葉
集
抜
書
』
一
一
九
八
○
年
、
岩
波
書

　
店
一
、
相
良
亨
＝
語
の
辞
典
　
こ
こ
ろ
』
一
一
九
九
五
年
、
三
省
堂
）
、
な
ど

　
を
参
照
し
た
。

一
4
一
折
口
信
夫
に
よ
れ
ば
、
タ
マ
は
魂
醜
の
総
称
で
、
霊
髄
や
霊
を
包
ん
で

　
い
る
も
の
を
い
う
。
一
『
折
口
信
夫
全
集
　
第
二
十
巻
』
二
九
五
六
年
、
申

　
央
公
論
社
）
。
ま
た
、
西
宮
一
民
は
、
「
タ
マ
キ
ハ
ル
」
と
い
う
「
命
」

　
に
か
か
る
枕
詞
を
分
析
し
、
タ
マ
は
人
間
の
生
命
魂
の
こ
と
で
あ
る
と
定

　
義
し
て
い
る
。
西
宮
に
よ
れ
ば
、
タ
マ
キ
ハ
ル
は
、
命
の
統
く
限
り
の
こ

　
と
を
指
し
て
い
い
、
こ
の
枕
詞
が
命
に
か
か
る
の
は
、
魂
が
極
ま
る
ま
で

　
の
間
を
生
、
つ
ま
り
命
が
あ
る
と
考
え
た
か
ら
だ
、
と
い
う
。
西
宮
一
民

　
　
「
上
代
日
本
人
の
霊
魂
観
」
一
「
上
代
祭
祀
と
言
語
」
一
九
九
〇
年
、
桜
楓

　
社
一
、
所
収
。

一
5
一
身
は
、
赤
身
の
肉
・
酢
で
魚
の
身
を
締
め
る
・
刀
の
身
な
ど
、
生
命
の

　
な
い
肉
を
意
味
す
る
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、
骨
に
対
す
る
肉
、
内
を
満

　
た
す
中
身
が
あ
る
と
い
う
発
想
で
は
繋
が
っ
て
い
る
。

一
6
一
現
代
日
本
語
の
用
例
の
多
く
は
、
森
田
良
行
『
基
礎
日
本
語
辞
典
』

　
二
九
八
九
年
、
角
川
書
店
一
の
凡
例
を
参
観
し
た
。

一
7
一
折
口
前
掲
書
一
4
一
、
二
〇
九
頁
㌔
二
一
〇
頁
。
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一
8
一
相
良
亨
は
、
遊
離
魂
的
な
発
想
に
お
い
て
心
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
着

　
目
し
て
、
両
者
が
重
な
っ
て
、
心
が
魂
的
に
、
魂
が
心
的
に
用
い
ら
れ
る

　
こ
と
は
十
分
に
あ
り
得
よ
う
、
と
論
じ
て
い
る
。
一
相
良
前
掲
書
一
3
一

　
三
四
－
四
五
頁
参
照
。
一

一
9
一
「
物
ヲ
折
ル
ト
シ
ル
ガ
出
テ
、
天
地
ノ
心
ノ
イ
ヤ
ガ
リ
ソ
フ
ニ
見
ヘ

　
ル
、
我
心
ニ
モ
ム
ゴ
ム
ゴ
シ
ウ
思
ハ
ル
・
。
」
一
『
仁
説
問
答
師
説
』
、
前

　
掲
書
一
2
）
、
二
二
六
頁
一
、
「
春
卜
云
卜
、
ウ
レ
シ
ウ
思
ハ
ル
ル
、
ソ
ノ

　
ヲ
モ
ワ
ク
ガ
、
ズ
グ
ニ
天
地
ノ
ヲ
モ
ワ
ク
ゾ
。
」
　
一
「
同
」
、
前
掲
書

　
　
（
2
一
、
二
五
八
頁
一
、
な
ど
。
な
お
詳
細
は
、
拙
著
『
宋
学
の
日
本
的
展

　
開
の
諸
相
』
一
一
九
九
七
年
、
東
洋
書
院
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
1
0
一
和
辻
哲
郎
『
風
土
　
－
人
間
学
的
考
察
1
」
一
一
九
六
三
年
改
版
発

　
行
、
岩
波
書
店
）
、
二
〇
－
二
一
頁
。

一
1
1
）
H
・
ワ
ロ
ン
著
、
浜
田
寿
美
男
訳
『
身
体
・
白
我
・
社
会
』
一
一
湯
ω
年
、

　
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
、
一
七
三
頁
。

（
1
2
一
ワ
ロ
ン
前
掲
書
一
H
一
、
一
七
六
㌔
一
七
七
頁
。

（
1
3
一
ワ
ロ
ン
前
掲
書
（
H
一
、
一
三
二
頁
。

一
脾
）
野
口
武
彦
『
王
道
と
革
命
の
間
　
－
臼
本
思
想
と
孟
子
間
題
－
』

　
二
九
八
七
年
、
筑
摩
書
房
一
参
照
。

一
1
5
一
身
を
情
動
の
発
動
体
と
す
る
考
え
か
た
は
、
朱
子
学
の
理
気
；
兀
論
に

　
基
く
心
性
論
や
実
践
修
養
論
か
ら
の
逸
脱
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。

一
些
和
辻
前
掲
書
（
1
0
一
、
一
四
二
頁
。

一
1
7
）
和
辻
前
掲
書
一
1
0
一
、
二
二
八
㌔
一
四
三
頁
。

一
㎎
一
綱
斎
が
理
想
と
し
た
交
わ
り
が
ま
た
「
戦
闘
的
な
悟
淡
」
と
い
う
性
格

　
を
も
有
す
る
こ
と
は
、
特
に
君
臣
関
係
に
お
い
て
は
容
易
に
推
測
で
き

　
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
る
。

一
ど
前
掲
書
一
2
）
、
二
三
六
頁
。

一
2
0
一
近
世
日
本
の
国
制
に
つ
い
て
は
、
水
林
彪
「
近
世
的
秩
序
と
規
範
意

　
識
」
一
『
講
座
　
日
本
思
想
3
』
一
九
八
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）
所
収

　
な
ど
、
同
氏
の
研
究
を
参
照
し
た
。

一
刀
一
和
辻
前
掲
書
一
1
0
一
、
二
二
八
頁
。

一
2
2
一
木
村
敏
「
人
と
人
と
の
間
　
－
精
神
病
理
学
的
臼
本
論
1
」
　
（
一
九
七

　
四
年
、
弘
文
堂
一
、
一
七
三
頁
。
＊
以
下
は
、
筆
者
の
注
。

一
2
3
一
伊
藤
仁
斎
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
高
橋
文
博
『
近
世
の
心
身
論
』
　
一
一

　
九
九
〇
年
、
ぺ
り
か
ん
社
一
、
相
良
亨
『
伊
藤
仁
斎
』
一
一
九
九
八
年
、
ぺ

　
り
か
ん
杜
一
、
同
『
近
世
の
儒
教
思
想
』
二
九
六
六
年
、
塙
書
房
一
、
そ

　
の
他
を
参
照
し
た
。

一
2
4
一
近
世
日
本
思
想
に
通
有
す
る
身
体
観
を
考
察
す
る
た
め
に
は
、
日
本
思

　
想
全
体
を
通
し
た
身
体
観
を
視
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の

　
た
め
に
は
、
上
代
に
お
け
る
霊
魂
観
や
、
た
と
え
ば
道
元
に
代
表
さ
れ
る

　
中
世
に
お
け
る
心
身
観
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
で
は

　
序
に
述
べ
た
よ
う
に
、
考
察
の
範
囲
を
近
世
日
本
思
想
に
限
定
し
、
さ
ら

　
に
身
の
様
態
や
働
き
を
共
同
体
の
構
成
員
と
し
て
の
働
き
と
い
う
観
点
に

　
絞
っ
て
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
は
や
か
わ
・
ま
さ
こ
　
目
白
大
学
人
文
学
部
一
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