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過
去
に
訴
え
る
こ
と
は
、
現
在
を
解
釈
す
る
と
き
の
も
っ
と
も
平
凡

な
戦
略
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
過
去
へ
の
そ
う
い
っ
た
訴
え
が
活
性
化
さ

せ
る
の
は
、
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
や
過
去
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
に

対
す
る
反
論
だ
け
で
な
く
、
過
去
に
対
す
る
不
確
実
さ
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
過
去
は
本
当
に
過
ぎ
去
り
、
決
着
が
つ
い
た
の
か
、
あ
る
い
は

過
去
は
形
を
か
え
て
お
そ
ら
く
今
も
続
い
て
い
る
の
か
。
こ
の
問
題
が

活
性
化
さ
せ
る
の
は
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
議
論
で
あ
る

―
影
響
に
つ
い

て
の
、
非
難
と
判
断
評
価
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
現
在
の
現
実
と
未
来

の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
。（Said; 1993, 3

）

　

こ
う
い
っ
た
議
論
の
中
で
サ
イ
ー
ド
が
取
る
立
場
は
明
確
だ
。
再
び
本

は
じ
め
に

「
未
曾
有
」、「
歴
史
的
」、「
想
定
外
」
…
…
。
三
月
一
一
日
の
地
震
と
そ

れ
に
と
も
な
う
津
波
、
原
子
力
発
電
所
で
の
事
故
に
関
す
る
報
道
に
こ
れ

ら
断
絶
を
喧
伝
す
る
文
句
が
お
ど
る
。
目
の
前
に
あ
る
現
在
の
現
実
を
断

絶
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
か
連
続
と
捉
え
る
か
、
そ
れ
は
今
後
の
「
未

来
」
を
ど
う
構
想
す
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
震
災
と
原
発
事
故
の
被

災
地
の
「
未
来
」
は
、「
復
興
」
な
の
か
「
再
生
」
な
の
か
「
開
発
」
な

の
か
、
あ
る
い
は
ま
た
別
様
の
も
の
と
な
る
の
か
。
こ
れ
は
喫
緊
の
課
題

で
あ
り
、
同
時
に
性
急
な
答
え
を
受
け
付
け
な
い
問
い
で
も
あ
る
。
過
去

と
現
在
の
問
題
に
つ
い
て
、
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
は
『
文
化
と
帝
国

主
義
』
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

特
集
　
い
ま
だ
無
き
言
葉
へ
向
け
て
　

―
　

震
災
・
津
波
・
原
発
災
害
を
考
え
る

「
未
来
」
を
学
び
去
る
こ
と

西
亮
太
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「
成
長
」・「
未
来
」 

　
　

―
　

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
原
子
力
が
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
も
の

　

ア
イ
ゼ
ン
ハ
ワ
ー
大
統
領
の
「
平
和
の
た
め
の
原
子
力
」（1953

）
と

呼
ば
れ
る
ス
ピ
ー
チ
は
、
原
子
力
の
利
用
法
を
「
兵
器
」
か
ら
発
電
エ
ネ

ル
ギ
ー
へ
転
換
す
べ
し
と
の
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
を
打
ち
出
す
の
み
に
留
ま

ら
ず
、
そ
の
3
ヵ
月
後
の
第
五
福
竜
丸
被
爆
事
件
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、

「
平
和
利
用
」
な
る
言
説
が
覆
い
隠
し
つ
つ
担
っ
て
い
た
欲
望
を
明
る
み

に
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
戦
争
目
的
の
原
子
力
物
質
の
単
純
な
削
減
あ

る
い
は
廃
絶
以
上
の
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
武
器
を
兵
士
の
手
か
ら
取
り
上
げ
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い

の
で
す
。
こ
う
い
っ
た
兵
器
は
、
軍
事
的
な
外
装
を
剝
ぎ
取
り
平
和
の

技
術
／
芸
術
（the art of peace

）
に
適
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
人

物
の
手
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

　

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
、
も
し
原
子
力
に
よ
る
軍
備
増
強
と
い
う
恐
る

べ
き
潮
流
を
逆
の
方
向
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
最
も

強
大
な
破
壊
的
力
は
す
べ
て
の
人
類
の
利
益
に
供
す
る
偉
大
な
恵
み
へ

と
発
展
さ
せ
ら
れ
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
す
。

（Eisenhow
er

）

人
の
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
わ
た
し
た
ち
が
過
去
の
過
去

た
る
ゆ
え
ん
を
完
璧
に
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
き
で
す
ら
、
過
去

を
現
在
か
ら
隔
離
す
る
公
正
な
手
段
な
ど
な
い
」（ibid. 4

）
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
単
純
な
「
断
絶
」
あ
る
い
は
完
全
な
「
連
続
」
で
は
な
く
、
過

去
と
現
在
は
互
い
に
絡
ま
り
あ
っ
て
い
る
、
と
い
う
サ
イ
ー
ド
の
慧
眼
に

深
く
首
肯
し
つ
つ
も
、
私
は
、
そ
れ
で
は
そ
の
認
識
か
ら
導
き
出
さ
れ
る

か
も
し
れ
な
い
「
未
来
」
と
は
、
そ
の
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
と
は
い
か
な
る

も
の
な
の
か
、
と
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
本
論
考
で
は
、「
未
来
」

を
構
想
す
る
可
能
性
の
条
件
を
、
サ
イ
ー
ド
の
批
評
を
経
由
し
た
い
く
つ

か
の
テ
ク
ス
ト
を
読
み
つ
つ
考
察
す
る
。
そ
れ
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
の
「
学
び
去
る
こ
と
」
と
い
う
語
彙
に
関
す
る
サ
イ
ー
ド
の
態
度

お
よ
び
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
と
の
距
離
の
問
題
と
な
る
だ

ろ
う
。
だ
が
そ
の
前
に
、「
現
在
」
を
読
み
と
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は
「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
原
子
力
」（1
）が
担
っ
て
い
た
「
進
歩
」
あ

る
い
は
「
成
長
」
そ
し
て
「
未
来
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
、
い
か
に
原
子

力
そ
の
も
の
の
危
険
性
を
覆
い
隠
し
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
い
か
に
思
考
の

閉
域
と
し
て
機
能
し
て
い
た
か
、
を
確
認
す
る
作
業
と
な
る
。
こ
の
閉
域

の
中
で
構
想
さ
れ
た
「
未
来
」
こ
そ
が
、
今
、
目
の
前
に
広
が
る
「
現

在
」
で
あ
る
。
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れ
る
だ
ろ
う
。

　

だ
が
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
原
子
力
」
は
、
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
内

だ
け
で
な
く
日
本
へ
の
原
子
力
発
電
所
導
入
前
史
に
あ
た
る
一
九
五
〇
年

代
日
本
の
市
民
運
動
の
中
に
も
見
出
せ
る
。
原
子
力
に
か
か
わ
る
当
時
の

言
説
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
が
、
明
ら

か
に
反
米
と
思
わ
れ
る
市
民
運
動
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、「
未
来
」

を
映
し
出
す
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
原
子
力
」
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

一
九
五
五
年
、
前
年
の
第
五
福
竜
丸
の
ビ
キ
ニ
環
礁
で
の
被
爆
事
件
に

揺
れ
、
反
米
・
反
核
運
動
が
盛
り
上
が
る
中
、『
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
シ
リ

ー
ズ
・
日
本
の
証
言
第
一
巻

：

原
子
力
』
が
「
現
在
の
会
」
か
ら
刊
行
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
は
安
部
公
房
や
後
に
は
上
野
英
信
の
関
わ
っ
た
、
ア
バ

ン
ギ
ャ
ル
ド
文
学
運
動
と
市
民
運
動
の
交
点
に
あ
た
る
運
動
（
鳥
羽
、

63-71

）
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
っ
た
。
反
米
親
ソ
路
線

を
明
確
に
打
ち
出
す
本
テ
ク
ス
ト
に
は
し
か
し
「
現
代
の
錬
金
術
」（
第

1
章
表
題
）
や
「
一
本
の
マ
キ
が
二
本
に
な
っ
て
で
て
く
る
」（24

）
と

い
っ
た
表
現
が
お
ど
る
。
し
か
も
、
最
初
に
原
子
炉
を
完
成
さ
せ
た
ソ
連

を
評
価
し
、
返
す
刀
で
原
子
力
の
軍
事
利
用
路
線
を
ひ
た
走
る
ア
メ
リ
カ

を
批
判
し
た
後
で
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
最
後
に
次
の
よ
う
に
締
め
く
く
る

の
だ
。

　

原
子
力
が
全
世
界
の
人
間
の
も
の
に
な
り
、
幸
福
な
平
和
な
世
界
が
く

　

こ
こ
で
の
「
平
和
」
は
、
原
子
力
の
適
切
な
利
用
で
も
っ
て
（
ソ
連
で

は
な
く
）
ア
メ
リ
カ
に
よ
っ
て
こ
そ
獲
得
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
、

「
す
べ
て
の
人
類
の
利
益
に
供
す
る
偉
大
な
恵
み
」
を
も
た
ら
す
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
核
兵
器
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
て
し
ま
う
も

の
が
「
世
代
か
ら
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
か
け
が
え
の
な
い
人
類

の
遺
産
」
で
あ
り
、
ま
た
「
人
類
が
野
蛮
な
状
態
か
ら
秩
序
を
経
て
、
公

正
、
そ
し
て
正
義
へ
と
上
昇
す
る
古
来
の
苦
闘
の
道
筋
」（ibid.

）
で
あ

る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
点
に
も
見
出
せ
る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
こ
の

ス
ピ
ー
チ
内
で
は
、「
平
和
」
と
は
原
子
力
の
適
切
な
「
利
用
」
と
切
り

離
せ
な
い
も
の
と
さ
れ
、「
核
兵
器
」
お
よ
び
そ
れ
に
よ
る
破
壊
の
対
概

念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
だ
。「
平
和
」
と
は
、
人
類
の
上
昇
的
発
展

を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
上
に
立
脚
し
た
「
未
来
」
そ
の
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
原
子
力
の
平
和
利
用
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
し
て
ア
メ

リ
カ
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。「
人
類
の
未

来
」
を
独
我
論
的
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
こ
の
ア
メ
リ
カ
の
姿
勢
は
、
ソ

連
と
の
核
兵
器
開
発
の
い
た
ち
ご
っ
こ
に
先
ん
じ
て
、
平
和
利
用
と
い
う

大
義
の
も
と
に
原
子
力
そ
の
も
の
の
危
険
性
を
利
用
法
の
問
題
に
す
り
替

え
、
そ
の
正
当
性
を
声
高
に
宣
言
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
う

い
っ
た
意
味
で
「
原
子
力
」
と
は
、
政
治
的
思
惑
と
単
線
的
な
発
展
観
お

よ
び
そ
の
先
に
あ
る
未
来
を
流
通
さ
せ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
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び
つ
け
る
視
点
は
有
用
だ
。
こ
こ
に
、
戦
後
に
限
ら
ず
、
さ
ら
に
は
総
力

戦
体
制
以
前
か
ら
、
す
で
に
東
北
は
台
湾
お
よ
び
朝
鮮
半
島
と
並
び
、
コ

メ
や
労
働
力
の
供
給
地
で
あ
っ
た
、
と
す
る
小
熊
の
指
摘
（126-139

）

を
挿
入
す
る
こ
と
で
、「
成
長
」
が
内
外
へ
の
植
民
地
的
営
為
の
謂
い
と

な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
こ
の
延
長
線
上
に
電
力
供
給
と
い
う

役
割
が
重
な
っ
て
く
る
の
が
、
戦
後
成
長
の
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、

そ
の
中
で
地
方
に
よ
っ
て
「
自
発
的
に
」（
開
沼
）
欲
望
さ
れ
て
い
っ
た

の
が
原
子
力
発
電
所
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
を
踏

ま
え
れ
ば
、
今
回
の
震
災
に
よ
る
「
危
機
」
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、

「
原
子
力
」
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
か
た
ち
で
追
求
さ
れ
て
き
た
「
成
長
」

と
そ
の
先
の
「
未
来
」
が
、
誰
も
が
否
定
し
得
な
い
よ
う
な
ポ
ジ
テ
ィ
ブ

な
イ
メ
ー
ジ
を
オ
ブ
セ
ッ
シ
ブ
に
身
に
ま
と
い
な
が
ら
必
至
で
抑
圧
し
て

い
た
も
の
で
あ
っ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
原
子
力
発
電
所
に

関
し
て
い
え
ば
、
放
射
能
の
危
険
性
の
み
な
ら
ず
「
議
論
な
し
、
思
想
な

し
」（
高
木
、33-35

）
の
ず
さ
ん
な
研
究
状
況
で
あ
り
、「
自
分
が
生
命

体
で
あ
る
こ
と
の
証
で
あ
る
「
生
理
」
す
ら
も
捨
て
去
る
こ
と
が
強
制
さ

れ
て
い
る
」（
堀
江
、316

）
原
発
の
下
請
け
労
働
者
た
ち
の
存
在
で
あ
っ

た
し
、
政
策
面
で
い
え
ば
「
地
方
」
を
取
り
込
み
つ
つ
搾
取
し
食
料
・
労

働
力
・
電
気
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
供
給
地
の
地
位
に
固
定
し
て
き
た
と
い
う
歴

史
的
事
実
で
あ
っ
た
。
強
烈
な
「
危
機
」
が
も
た
ら
し
た
の
は
「
未
曾

有
」
や
「
想
定
外
」
と
い
う
形
容
と
は
裏
腹
に
、
歴
史
的
連
続
性
の
上
で

る
ま
で
に
は
、
ま
だ
ま
だ
困
難
な
忍
耐
強
い
仕
事
が
必
要
で
す
。
し
か

し
、
そ
の
日
は
も
う
遠
く
は
な
い
の
で
す
。（68

）

「
全
世
界
の
人
間
」、「
幸
福
」、「
平
和
」、
そ
し
て
「
そ
の
日
」。
こ
こ
に

は
「
平
和
の
た
め
の
原
子
力
」
ス
ピ
ー
チ
と
同
じ
語
彙
が
親
ソ
に
な
っ
た

だ
け
で
、
鏡
写
し
の
ご
と
く
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
肯
定
的
に
の
み
用
い

ら
れ
る
「
現
代
の
錬
金
術
」
と
い
う
呼
称
は
、
原
子
力
を
「
太
陽
」
と
呼

び
原
子
力
発
電
所
の
導
入
に
尽
力
し
た
正
力
松
太
郎
（
有
馬
、36-57

）

と
の
敵
対
的
共
犯
関
係
を
も
う
か
が
わ
せ
る
。
だ
が
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の

原
子
力
の
担
っ
た
役
割
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
原
子
力
は
世
界
規
模
の

覇
権
争
い
だ
け
で
は
な
く
、
戦
後
日
本
が
成
長
し
て
い
く
文
字
通
り
原
動

力
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
日
本
の
「
成

長
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
提
供
し
続
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

　

と
は
い
え
、
日
本
に
お
い
て
原
子
力
が
「
成
長
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
担
い

始
め
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
開
沼
は
一
九

四
五
年
ま
で
の
日
本
の
政
策
を
「
外
へ
の
コ
ロ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
と
呼

び
、
そ
の
際
に
採
用
さ
れ
た
「
総
力
戦
体
制
が
そ
れ
ま
で
に
な
い
地
方
を

国
家
の
シ
ス
テ
ム
へ
組
み
込
」
む
こ
と
に
な
り
、
そ
の
延
長
線
上
で
「
成

長
を
望
む
ム
ラ
の
欲
望
」
を
搔
き
立
て
つ
つ
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
「
内

へ
の
コ
ロ
ナ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」
を
位
置
付
け
る
（325-328

）。
こ
れ
は

少
々
図
式
的
に
過
ぎ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
対
外
膨
張
と
国
内
政
策
を
結
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的
時
間
観
に
せ
よ
、
そ
れ
と
は
別
様
の
時
間
観
を
採
用
す
る
に
せ
よ
、

「
未
来
」
と
は
「
現
在
」
に
お
い
て
成
さ
れ
る
表
象
行
為
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。「
未
来
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
私

は
「
現
在
」
を
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
要
請
に
行
き
当
た
る
。

こ
れ
は
「
私
」
の
立
ち
位
置
に
関
わ
る
問
い
と
、
カ
ッ
コ
つ
き
の
「
現

在
」
と
い
う
内
容
お
よ
び
形
式
の
問
題
と
に
分
節
化
で
き
る
の
だ
が
、
そ

こ
で
は
表
象
さ
れ
た
「
現
在
」
の
、
そ
の
表
象
の
過
程
あ
る
い
は
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
機
能
と
い
う
問
題
と
も
折
り
合
い
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
複
雑
な
問
題
を
理
解
す
る
た
め
に
、
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
「
現

在
」
の
問
題
を
、
フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
「
形
式
」
と
「
内

容
」
に
関
す
る
知
見
を
用
い
て
説
明
し
、
次
に
、
そ
こ
で
無
視
さ
れ
て
い

る
「
私
」
の
問
題
を
接
続
し
た
い
。

　

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
『
モ
ダ
ニ
ス
ト
・
ペ
イ
パ
ー
ズ
』
の
「
イ
ン
ト
ロ
ダ

ク
シ
ョ
ン
」
で
、
自
身
の
前
著
（『
近
代
と
い
う
不
思
議
』）
に
対
す
る

「
歴
史
還
元
論
」
と
の
誤
解
を
解
き
、
自
身
の
方
法
論
を
説
明
す
べ
く
、

「
形
式
」
と
「
内
容
」
の
二
項
対
立
へ
の
挑
戦
を
試
み
る
。
こ
こ
で
の
ジ

ェ
イ
ム
ソ
ン
の
洞
察
は
、「〔
二
項
対
立
へ
の
〕
対
立
点
の
模
索
は
、
な
ん

と
か
し
て
当
初
の
閉
域
あ
る
い
は
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
外
部
に
出
る
と
い

う
こ
と
を
、
そ
も
そ
も
の
は
じ
め
か
ら
志
向
し
な
い
限
り
、
そ
れ
は
あ
き

ら
か
に
機
械
的
あ
る
い
は
依
存
的
手
順
以
外
の
何
も
の
で
も
な
」
く
な
っ

て
し
ま
う
と
し
た
点
、
そ
し
て
、
な
ん
と
か
し
て
「
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
チ
テ

ほ
と
ん
ど
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
形
で
続
け
ら
れ
て
き
た
「
日
常
」
の
、

す
な
わ
ち
「
現
在
」
の
孕
む
構
造
的
暴
力
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
困
難
は
現
在
に
お
い
て
「
断
絶
」
を
強
調
す
る
立
場

ほ
ど
、
依
然
変
わ
ら
ず
「
成
長
」
神
話
を
抱
擁
し
続
け
そ
の
先
に
「
未

来
」
を
見
よ
う
と
し（

2
）、
逆
に
歴
史
的
連
続
性
を
強
調
す
れ
ば
、
同
時
に

こ
れ
ま
で
の
考
え
方
か
ら
の
脱
却
を
前
提
に
こ
の
先
を
構
想
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
ね
じ
れ
に
あ
る
。
し
か
も
、
震
災
の
被
災
地
は
後
者

の
立
場
を
と
ろ
う
と
し
て
も
、
前
者
の
枠
組
み
で
思
考
す
る
政
府
か
ら
援

助
資
金
を
引
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ダ
ブ
ル
バ
イ
ン
ド
の
渦

中
に
あ
っ
て
は
身
動
き
が
と
れ
な
い
ど
こ
ろ
か
思
考
停
止
に
陥
る
危
険
さ

え
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。「
未
来
」
を
描
く
た
め
に
は
、
た
と
え
迂
遠
と

思
わ
れ
て
も
、「
未
来
」
を
構
想
す
る
条
件
か
ら
整
理
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

物
語
り
と
し
て
の
「
未
来
」、
読
む
こ
と

　

こ
こ
ま
で
、
冒
頭
に
挙
げ
た
サ
イ
ー
ド
の
言
葉
を
指
針
と
し
て
、「
過

去
」
や
そ
の
「
未
来
」
お
よ
び
「
成
長
」
の
露
出
し
た
も
の
と
し
て
「
現

在
の
現
実
」
を
（
多
分
に
簡
便
で
粗
雑
と
も
言
え
る
程
度
で
は
あ
る
が
）

概
観
し
て
き
た
。
で
は
そ
こ
か
ら
「
未
来
」
が
描
き
出
せ
る
よ
う
に
な
っ

た
か
と
言
え
ば
、
そ
の
応
え
は
「
否
」
で
し
か
な
い
。
そ
も
そ
も
、
単
線
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さ
て
、
ま
ず
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
指
摘
す
る
の
は
第
一
象
限
に
位
置
す
る
、

「
内
容
の
内
容
」
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
で

読
み
取
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
「
物
そ
れ
自
体
」
に
似

た
、
未
だ
形
式
を
持
た
ず
表
現
不
可
能
な
「
テ
ク
ス
ト
の
生
起
す
る
社
会

的
歴
史
的
現
実
」（xv

）
で
あ
る
。
こ
の
「
物
そ
れ
自
体
」
た
る
「
内
容

の
内
容
」
に
表
象
に
よ
っ
て
形
式
が
与
え
ら
れ
た
の
が
、
第
二
象
限
に
位

置
付
け
ら
れ
る
「
内
容
の
形
式
」
で
あ
る
。
表
現
不
可
能
な
も
の
が
表
象

の
過
程
を
経
て
現
れ
る
の
だ
か
ら
、「
内
容
の
形
式
」
と
は
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
に
「
取
り
囲
ま
れ
た
も
の
」（xvi

）
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
の
働
き
（
形
式
化
）
の
み
を
純
化
さ
せ
て
抽
出
す
る
の
が
第

三
象
限
に
位
置
す
る
「
形
式
の
形
式
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
あ
る
種
の
自

律
」
を
確
保
し
、「
旧
い
内
容
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
形
式
を
何
ら
か
の
か

た
ち
で
中
立
化
あ
る
い
は
括
弧
入
れ
し
た
〔
…
…
〕
純
粋
な
形
式
構
造
」

（xvii

）
と
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
あ
る
時
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
フ
ォ
ル

マ
リ
ス
ト
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
わ
れ
わ
れ
は

形
式
化
に
よ
る
否
定
を
用
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
世
界
内
存
在
（being-

in-the-w
orld

）
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
」（ibid

）
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
う
い
っ
た
抽
象
化
は
す
べ
か
ら
く
失
敗
す
る
、
と
ジ
ェ
イ
ム

ソ
ン
は
言
う
。
こ
の
「
形
式
の
形
式
」
の
内
的
矛
盾
か
ら
、「
わ
れ
わ
れ

は
、
四
つ
目
の
視
点
す
な
わ
ち
「
形
式
の
内
容
」
そ
の
も
の
の
中
に
わ
れ

わ
れ
が
入
り
込
ん
で
い
る
の
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
」（ibid.

）、
と
。

ー
ゼ
が
「
総
合
」
へ
と
至
る
と
想
定
さ
れ
る
、
旧
態
然
と
し
つ
つ
も
未
だ

強
力
な
弁
証
法
の
カ
リ
カ
チ
ュ
ア
」
に
因
ら
な
い
「
予
測
不
可
能
な
方
法

に
お
い
て
そ
れ
を
超
越
す
る
」
戦
略
を
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

（xii

）
と
し
た
点
、
さ
ら
に
は
そ
の
た
め
に
は
「〔
形
式
や
内
容
と
い
っ

た
〕
術
語
を
退
け
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
複
雑
化
す
る
」（xiii

）
必

要
が
あ
る
、
と
説
い
た
点
に
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
「
形
式
」
と
「
内

容
」
を
組
み
合
わ
せ
、「
内
容
の
内
容
（content 

of 
content

）」、「
内

容
の
形
式
（form

 of content

）」、「
形
式
の
形
式
（form

 of form

）」

そ
し
て
「
形
式
の
内
容
（content of form
）」
と
い
う
四
つ
の
パ
タ
ー

ン
を
作
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
の
位
置
取
り
を
、
数
学
で
用
い
ら
れ
る
二

次
元
の
直
交
座
標
系
で
図
式
的
に
説
明
す
る
。
ｘ
軸
と
ｙ
軸
そ
れ
ぞ
れ
の

プ
ラ
ス
方
向
（
ｘ
軸
な
ら
右
方
向
、
ｙ
軸
な
ら
上
方
向
）
に
「
内
容
」
を
、

マ
イ
ナ
ス
方
向
に
「
形
式
」
を
割
り
振
る
と
、
座
標
の
右
上
か
ら
反
時
計

周
り
に
第
一
〜
第
四
象
限
に
お
い
て
、
先
程
の
四
つ
の
組
み
合
わ
せ
を
位

置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
象
限
（x

＝content, 
y

＝content
）

に
は
「
内
容
の
内
容
」
が
、
第
二
象
限
（x

＝form
, 

y

＝content

）
に

は
「
内
容
の
形
式
」
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
テ
ク
ス

ト
で
は
直
交
座
標
で
は
な
く
表
で
示
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
的

に
座
標
で
表
現
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
軸
の
元
来
の

役
割
で
あ
る
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
形
式
」
や
「
内
容
」

そ
れ
ぞ
れ
の
肯
定
的
／
否
定
的
価
値
判
断
と
は
符
合
し
な
い
。
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と
い
う
行
為
に
す
ら
意
味
内
容
（
電
力
業
界
で
の
利
権
保
持
な
ど
）
が
あ

る
こ
と
を
読
み
解
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

　

こ
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
立
ち
位
置
、
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
」
の
立
ち

位
置
は
メ
タ
理
論
的
そ
れ
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
非
常
に
洞
察
に
満
ち
た

視
点
に
も
思
え
る
。
だ
が
、
こ
の
点
に
こ
そ
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
、
そ
し
て

「
わ
れ
わ
れ
」
の
盲
目
の
瞬
間
が
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
」
は
純
粋
形
式
を
標

榜
す
る
「
形
式
の
形
式
」
に
「
内
容
」
を
読
み
取
る
立
場
に
あ
る
の
だ
か

ら
、
言
う
な
れ
ば
「（
形
式
の
）
形
式
の
内
容
」
を
洞
察
す
る
位
置
取
り

だ
と
言
え
る
の
だ
が
、
で
は
そ
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の
営
為
に
偏
向
が
な
い

と
い
う
こ
と
を
、
つ
ま
り
「
わ
れ
わ
れ
」
が
読
み
取
っ
た
「（
形
式
の
）

形
式
の
内
容
」
の
「
内
容
」
は
、
い
か
に
し
て
担
保
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う

か
。
換
言
す
る
と
、
先
程
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
定
式
を
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に

突
き
つ
け
て
「
世
界
内
存
在
か
ら
は
逃
れ
ら
れ
な
い
」
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
の
だ
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
そ
の
通
告
を
行
う
立
場
は
世
界
内
存

在
で
あ
り
…
…
と
、「
内
容
」
と
「
形
式
」
が
メ
タ
に
折
り
重
な
っ
て
い

く
永
遠
の
鏡
写
し
の
世
界
に
踏
み
込
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
二
次
元

の
直
交
座
標
を
三
次
元
、
あ
る
い
は
四
次
元
に
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、

大
き
な
意
味
は
な
い
。
で
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
目
指
し
た
「
外
部
」
あ

る
い
は
「
予
測
不
可
能
な
形
で
の
超
越
」
は
あ
り
え
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
く
は
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
偏
向
を
指
摘
し
て
く
れ
る
審
級
は
な
い
の

　

こ
の
図
式
を
（
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
あ
ま
り
明
示
的
に
は
語
っ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
が
）
テ
ク
ス
ト
を
読
む
立
場
か
ら
捉
え
な
お
し
て
み
れ

ば
、
目
の
前
に
あ
る
「
テ
ク
ス
ト
」
は
基
本
的
に
第
二
象
限
に
あ
た
る

「
内
容
の
形
式
」
で
あ
る
。
そ
こ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
表
象
作
用
を
読
み

込
み
、
あ
る
い
は
テ
ク
ス
ト
の
内
的
世
界
の
精
読
に
よ
っ
て
抽
象
化
し
た

の
が
理
論
、
す
な
わ
ち
「
形
式
の
形
式
」
で
あ
り
、
そ
の
「
純
粋
な
形

式
」
を
標
榜
す
る
理
論
の
「
形
式
の
内
容
」
を
読
み
込
む
の
が
第
四
象
限

に
位
置
す
る
者
す
な
わ
ち
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ト
論
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
目
の
前
に
あ
る
「
夢
」
は

「
内
容
の
形
式
」
で
あ
り
、「
夢
の
作
業
」（
先
程
の
定
式
で
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
）
か
ら
遡
及
的
に
見
出
さ
れ
る
の
が
無
意
識
す
な
わ
ち
「
内
容
の
内

容
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
抽
象
化
・
理
論
化
し
た
精
神
分
析
理
論
が
「
形
式

の
形
式
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
わ
れ
わ
れ
」
は
そ
の
精
神

分
析
理
論
に
内
在
す
る
「
形
式
の
内
容
」（
た
と
え
ば
フ
ロ
イ
ト
に
と
っ

て
の
「
女
」
の
問
題
）
を
読
み
取
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
「
理
論
」
な
る
も
の
の
「
内
容
」
を
読
み
取
る
と
い
う
解
釈
の
解
釈
、

す
な
わ
ち
メ
タ
理
論
的
な
立
場
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は

非
常
に
重
要
な
視
点
だ
と
言
え
る
。
本
論
考
の
意
図
に
則
し
て
換
言
す
れ

ば
、「
目
の
前
に
あ
る
「
現
在
」
は
「
物
そ
れ
自
体
」
の
表
象
さ
れ
た
も

の
で
し
か
な
い
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
（「
断
絶
」

か
「
連
続
」
か
）
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
読
み
込
む



言語社会　第 6号　　110

ス
ト
と
は
世
界
内
存
在
で
あ
り
〔
…
…
〕
し
た
が
っ
て
社
会
的
世
界
の
人

間
の
生
の
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
が
位
置
付
け
ら
れ
解
釈

さ
れ
る
歴
史
的
瞬
間
の
一
部
な
の
だ
」
と
説
明
し
、
そ
れ
を
「
世
俗
批

評
」
と
位
置
付
け
た
（4

）。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
単
純
に
サ
イ
ー
ド
自

身
の
テ
ク
ス
ト
観
を
表
明
す
る
だ
け
で
は
な
く
、「
宗
教
批
評
」
を
行
う

文
学
者
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
観
が
現
実
世
界
か
ら
自
律
し
た
も
の
な
の
で
は

な
い
、
と
の
批
判
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
テ
ク
ス
ト
の
自
律
性
を
自
明
視

す
る
理
論
的
立
場
そ
の
も
の
の
「
内
容
」
を
、
サ
イ
ー
ド
は
指
摘
し
て
い

る
の
だ
。
こ
れ
は
先
程
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
図
式
か
ら
言
い
換
え
れ
ば
、

第
四
象
限
（「
批
評
」）
か
ら
第
三
象
限
（「
理
論
」）
に
向
け
ら
れ
た
視
線

だ
と
言
え
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
で
は
そ
の
「
批
評
」
の
正
当
性
は
い
か

に
し
て
担
保
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
先
程
の
問
題
が
再
浮
上
し
て
く
る
こ

と
に
な
る
が
、
結
論
を
先
取
り
す
る
と
、
サ
イ
ー
ド
に
と
っ
て
そ
の
担
保

は
存
在
し
な
い
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
「
批
評
」
お
よ
び
「
批
評
家
」
の

政
治
性
を
無
視
す
る
こ
と
で
知
ら
ぬ
存
ぜ
ぬ
を
決
め
込
ん
だ
り
、
あ
る
い

は
自
身
の
政
治
性
を
固
定
し
て
そ
の
説
明
を
回
避
し
た
り
、
と
い
う
態
度

で
は
な
い
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
サ
イ
ー
ド
の
立
場
は
表
題
に
す
で
に
示

さ
れ
て
い
る
の
だ
。

『
世
界
・
テ
ク
ス
ト
・
批
評
家
』。
第
三
象
限
に
あ
た
る
「
理
論
」
が
見

あ
た
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
書
の
主
要
な
テ
ー
マ
は
「
理
論
」
論

で
あ
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
と
批
評
家
の
あ
い
だ
に
あ
る
。
こ
こ
で
の
サ

だ
ろ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
枠
組
み
に
自
身
が
世
界
に
内
在
し
て
い

る
と
い
う
認
識
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
は
、
サ
イ
ー
ド
の

議
論
を
比
較
対
象
と
し
、
両
者
の
距
離
を
サ
イ
ー
ド
に
寄
り
添
う
か
た
ち

で
考
え
て
み
た
い
。
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
第
三
象
限
の

「
形
式
の
形
式
」
が
「
理
論
」
と
な
り
、
第
四
象
限
の
「
形
式
の
内
容
」

と
は
す
ぐ
れ
て
サ
イ
ー
ド
的
な
意
味
で
「
批
評
」
に
、
そ
し
て
そ
れ
を
担

う
「
わ
れ
わ
れ
」
は
「
批
評
家
」
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
急
い

で
補
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
の
「
わ
れ
わ
れ
」
あ
る

い
は
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
的
立
場
が
そ
の
ま
ま
等
号
で
サ
イ
ー
ド
的
「
批
評

家
」
に
連
結
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
大
き
な
差
異

が
あ
る
の
だ
。

テ
ク
ス
ト
と
批
評
の
あ
い
だ 

　
　

―
　

歴
史
、
文
学
（
批
評
）、
そ
し
て
地
理

　

サ
イ
ー
ド
に
と
っ
て
「
理
論
」
と
「
批
評
」
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ

る
。『
世
界
・
テ
ク
ス
ト
・
批
評
家
』
と
題
さ
れ
た
著
作
で
、
サ
イ
ー
ド

は
当
時
の
ア
メ
リ
カ
の
文
学
者
た
ち
の
自
己
完
結
的
で
専
門
家
然
と
し
た

態
度
を
秘
教
的
で
実
際
の
世
界
か
ら
遊
離
し
た
も
の
と
し
て
批
判
し
、
彼

ら
の
「
宗
教
批
評
」
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
、
自
身
の
態
度
を
「
テ
ク



111　　「未来」を学び去ること

に
既
に
読
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
」
の
だ
か
ら
「
わ
れ
わ
れ
の
研
究
対
象
は

テ
ク
ス
ト
そ
の
も
の
で
は
な
く
解
釈
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
テ
ク

ス
ト
と
対
峙
し
そ
れ
を
我
が
も
の
と
し
よ
う
と
す
る
解
釈
な
の
だ
」（x

）、

と
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
そ
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ
の
研
究
対
象
で

あ
る
と
の
言
明
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
先
程
の
図
式
よ
り
も
少
々
複
雑
な
、

自
己
言
及
的
態
度
を
持
つ
「
わ
れ
わ
れ
」
の
位
置
づ
け
を
見
出
せ
る
。
だ

が
こ
の
枠
組
み
で
は
、
そ
う
い
っ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

立
ち
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
な
、
言
い
方
を
か
え
れ
ば
序
文
冒
頭
の

「
常
に
歴
史
化
せ
よ
！
」
を
「
唯
一
、
超
歴
史
的
と
も
言
え
そ
う
な
命
令
」

と
看
做
そ
う
と
し
て
い
る
、「
私
」
は
考
察
さ
れ
え
な
い
。
と
は
い
え
、

ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
本
書
の
特
に
「
結
論
」
に
お
い
て
、
自
身
の
依
拠
す
る

マ
ル
ク
ス
主
義
の
書
き
換
え
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
固
定
的

な
「
理
論
」
の
信
奉
者
に
あ
た
る
と
は
言
え
な
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
マ

ル
ク
ス
主
義
特
有
の
問
題
点
を
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
評
と
ユ
ー
ト
ピ
ア
批

評
の
間
の
緊
張
関
係
に
見
出
し
、
こ
れ
を
同
時
に
行
う
こ
と
を
提
案
す
る
。

ユ
ー
ト
ピ
ア
の
中
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
見
出
す
の
な
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主

義
は
そ
の
逆
も
ま
た
同
時
に
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
（286

）。

し
か
し
な
が
ら
、
サ
イ
ー
ド
は
そ
の
点
に
こ
そ
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
閉
域
を

見
出
す
の
だ
。

　

サ
イ
ー
ド
が
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
向
け
る
批
判
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
変

革
を
持
ち
込
み
つ
つ
も
手
放
そ
う
と
し
な
い
マ
ル
ク
ス
主
義
の
、
単
線
的

イ
ー
ド
の
立
場
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
第
三
象
限
と
第
四
象
限
の
区
分

を
な
く
す
こ
と
で
「
批
評
」
が
純
然
た
る
「
形
式
の
形
式
」
も
、
そ
し
て

そ
こ
に
「
内
容
」
を
読
み
取
る
自
律
し
た
メ
タ
的
視
点
の
ど
ち
ら
も
保
持

し
え
な
く
な
る
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
、「
理
論
」
を
自
律
的
だ
と
す
る
姿

勢
、
あ
る
い
は
そ
の
「
理
論
」
の
自
律
性
を
虚
偽
と
す
る
立
場
の
自
律
性

は
、
端
的
に
不
可
能
と
な
る
の
だ
。
と
は
い
え
、
自
律
性
へ
の
疑
義
は
サ

イ
ー
ド
に
お
い
て
は
「
政
治
的
反
逆
行
為
」（233

）
へ
と
変
換
さ
れ
、
そ

こ
に
読
み
取
ら
れ
る
「
批
評
的
意
識
」（ibid.

）
が
強
調
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
「
批
評
家
」
と
は
こ
の
「
批
評
的
意
識
」
を
備
え
た
者
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
が
第
三
象
限
か
ら
第
四
象
限
へ
の
移
行
を
、

あ
る
種
内
在
的
で
非
意
識
的
な
自
動
的
動
き
と
し
て
描
写
し
て
い
た
こ
と

に
留
意
さ
れ
た
い
）。
言
い
換
え
れ
ば
「
批
評
家
」
た
る
「
私
」
は
、「
テ

ク
ス
ト
」
を
読
も
う
が
「
理
論
」
を
読
も
う
が
、「
内
容
」
す
な
わ
ち
何

か
し
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
表
象
の
作
業
か
ら
超
然
と
身
を
引
き
離
す
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。

　

前
節
で
既
に
指
摘
し
て
お
い
た
「
私
」
の
問
題
が
こ
こ
に
接
続
さ
れ
る
。

自
身
が
世
界
に
内
在
し
て
い
る
と
の
認
識
は
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
も
サ
イ
ー

ド
に
も
見
出
せ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
（
少
な
く
と
も
サ
イ
ー
ド

の
側
か
ら
考
え
る
と
）
大
き
な
差
異
が
あ
る
。
ま
ず
は
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の

認
識
を
確
認
し
て
み
た
い
。
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
『
政
治
的
無
意
識
』
の
序

文
で
自
身
の
論
理
的
手
法
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
テ
ク
ス
ト
と
は
「
常
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れ
」
の
閉
域
だ
と
思
わ
れ
る
。

「
地
理
」
と
「
回
想
の
感
情
構
造
」 

　
　

―
　

「
自
伝
的
」
で
あ
る
こ
と

　

サ
イ
ー
ド
が
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
に
欠
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
も
の
は
先

ほ
ど
の
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
は
「
地
理
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は

レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
『
都
会
と
田
舎
』
が
切
り
開
い
た
地
平
、

す
な
わ
ち
都
会
と
田
舎
の
関
係
を
「
二
つ
の
世
界
、
す
な
わ
ち
二
つ
の
地

理
的
実
体
を
区
別
す
る
と
こ
ろ
か
ら
」（468

）
考
察
を
始
め
る
、
と
い
う

問
題
設
定
だ
。
だ
が
興
味
深
い
こ
と
に
、『
文
化
と
帝
国
主
義
』
で
は
こ

こ
で
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
批
判
と
全
く
同
じ
手
つ
き
で
今
度
は
ウ
ィ
リ
ア
ム

ズ
の
（『
田
舎
と
都
会
』
の
一
五
年
前
に
書
い
た
）『
文
化
と
社
会
』
が
批

判
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
を
色
濃
く
受
け

ど
ち
ら
も
「
わ
れ
わ
れ
」
と
語
る
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
違

い
が
本
当
に
「
地
理
」
だ
け
な
の
か
、
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
サ
イ
ー
ド
の
結
ん
だ
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
像
に
お
け
る
、
一
五
年
を
挟
ん
だ

二
つ
の
著
作
の
差
異
の
問
題
へ
と
帰
着
す
る
。

『
文
化
と
社
会
』
お
よ
び
『
田
舎
と
都
会
』
は
、
ど
ち
ら
も
あ
る
対
象
の

意
味
の
歴
史
的
変
遷
を
系
譜
的
に
考
察
し
現
代
に
至
る
と
い
う
構
造
を
持

っ
て
い
る
。
ま
た
、
ど
ち
ら
も
結
論
部
で
あ
る
「
現
代
」
の
領
域
に
入
っ

発
展
的
な
時
間
意
識
と
そ
れ
を
行
う
「
わ
れ
わ
れ
」
に
あ
る
。
ジ
ェ
イ
ム

ソ
ン
の
時
間
意
識
あ
る
い
は
歴
史
観
は
い
く
つ
か
の
角
度
か
ら
批
判
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
い
っ
た
歴
史
あ
る
い
は
時
間

を
論
じ
る
と
き
の
人
称
に
注
目
し
て
み
た
い
。
す
で
に
示
唆
し
て
き
た
よ

う
に
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は
『
政
治
的
無
意
識
』
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
論
じ

る
際
、
一
貫
し
て
一
人
称
の
複
数
を
用
い
続
け
て
い
る
。
そ
こ
に
は
「
個

人
主
体
が
、
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
階
級
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
何
ら
か
の
形
で
意
識
的
に
な
る
瞬
間
」
と
い
う
マ
ル

ク
ス
主
義
的
な
最
終
段
階
を
「
神
話
」
と
退
け
（273

）
つ
つ
、
そ
う
い

っ
た
「
透
明
な
認
識
に
到
達
で
き
る
の
は
〔
…
…
〕
マ
ル
ク
ス
主
義
の
シ

ス
テ
ム
内
で
は
集
団
的
統
一
体
の
み
で
あ
る
」（274
）
と
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ

ン
の
認
識
が
窺
え
る
。
こ
の
大
前
提
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
は

集
団
を
基
盤
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
否
定
的
弁
証
法
と
肯
定
的
解
釈
学

を
対
立
で
は
な
く
相
補
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
だ
が

サ
イ
ー
ド
は
「
歴
史
、
文
学
、
地
理
」
と
題
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
、

そ
れ
ま
で
の
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
の
議
論
は
評
価
し
つ
つ
も
、
こ
の
結
論
を

「
甘
美
で
理
想
的
な
構
造
で
し
か
な
く
、
我
々
の
時
代
の
騒
乱
に
則
し
た

と
い
う
よ
り
は
中
世
的
で
ス
コ
ラ
的
な
響
き
を
持
っ
て
い
る
」（471

）
と

退
け
て
い
る
。
で
は
歴
史
と
文
学
的
解
釈
と
の
関
係
を
考
察
し
て
き
た
ジ

ェ
イ
ム
ソ
ン
の
洞
察
の
ど
こ
に
死
角
が
あ
っ
た
と
サ
イ
ー
ド
が
考
え
て
い

る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
そ
の
洞
察
の
大
前
提
た
る
「
わ
れ
わ
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し
て
み
よ
う
。「〔
支
配
的
文
化
様
式
と
し
て
の
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
克

服
で
き
れ
ば
〕
わ
れ
わ
れ
は
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
「
固
有
の

支
配
的
様
式
」
を
「
学
び
去
る
こ
と
」
と
呼
ん
だ
プ
ロ
セ
ス
を
多
少
な
り

と
も
前
進
し
た
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」、
と
（28

）。『
文
化
と
帝
国
主
義
』

が
サ
イ
ー
ド
に
と
っ
て
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
批
判
的
続
編
で
あ
っ

た
こ
と
、
特
に
前
作
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
被
植
民
者
側
か

ら
の
抵
抗
を
描
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
示
唆
的
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

こ
こ
で
サ
イ
ー
ド
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
批
判
を
サ
イ
ー
ド
に
引
き
戻
し
て
説

明
す
れ
ば
、「
わ
れ
わ
れ
」
の
名
に
お
い
て
そ
の
「
固
有
の
支
配
的
様
式

を
学
び
去
る
」
だ
け
で
は
不
十
分
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
端
的
に
、

「
わ
れ
わ
れ
」
の
外
を
「
書
か
な
い
」
の
で
は
な
く
「
書
け
な
い
」
の
だ
、

な
ぜ
な
ら
「
地
理
」
が
欠
け
て
い
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ

で
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
は
「
西
洋
」
と
「
東
洋
」
に
つ
い
て
、
つ
ま

り
地
理
的
区
分
に
根
ざ
し
て
議
論
し
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
反
論
を
受

け
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
で
の
議
論
の
力
点

は
地
理
的
実
体
と
し
て
の
「
オ
リ
エ
ン
ト
」
あ
る
い
は
「
オ
ク
シ
デ
ン

ト
」
で
は
な
く
、
西
洋
世
界
の
想
像
力
に
お
け
る
心
象
地
理
と
し
て
の

「
オ
リ
エ
ン
ト
」
な
の
で
あ
り
、
植
民
地
主
義
的
対
外
政
策
を
可
能
に
し
、

そ
れ
に
よ
る
変
容
を
受
け
つ
つ
も
政
治
的
営
為
と
絡
み
合
っ
て
き
た
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
、
と
い
う
点
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
サ
イ
ー
ド
の

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
向
け
つ
つ
同
時
に
自
己
言
及
的
で
も
あ
る
批
判
の
意
図

て
「
わ
れ
わ
れ
」
の
「
未
来
」
に
つ
い
て
語
る
、
と
い
う
点
で
相
同
的
で

あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。『
文
化
と
社
会
』
は
主
に
「
文
化
」
の
概
念
が

お
よ
そ
二
世
紀
間
で
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
き
た
か
を
論
じ
て
い
る
。
こ

こ
で
そ
の
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
重
要
な
の
は
高
山
が
論

じ
る
よ
う
に
、「
文
化
」
が
社
会
や
芸
術
と
い
っ
た
観
念
と
の
か
か
わ
り

か
ら
、「
そ
の
抽
象
性
・
絶
対
性
の
故
に
、
た
や
す
く
特
定
の
「
階
級
」

の
独
占
物
と
な
っ
て
し
ま
う
」（90
）
と
い
う
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
問
題

意
識
だ
ろ
う
。
こ
の
文
脈
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
分
裂
を
つ
く
り
出
さ
ず

に
多
様
性
を
獲
得
」（334

）
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
そ
れ
を
支
え
る
連
帯

を
作
り
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
の
未
来
の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
結
論
部
分

で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
「
わ
れ
わ
れ
は
生
き
残

っ
て
い
く
上
で
の
対
価
と
し
て
、
固
有
の
支
配
的
様
式
を
学
び
去
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」（336

）、
と
。
し
か
し
サ
イ
ー
ド
は
『
文
化
と
帝
国
主

義
』
の
「
物
語
り
と
社
会
空
間
」
と
題
さ
れ
た
章
の
中
で
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
こ
の
著
作
を
「
帝
国
主
義
の
経
験
を
全
く
扱
っ
て
い
な
い
」（65

）
と

強
く
批
判
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
時
点
で
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に

「
社
会
空
間
」
の
感
覚
す
な
わ
ち
「
地
理
」
が
な
い
、
と
批
判
し
て
い
る

の
だ
。

　

こ
こ
で
『
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
』
の
手
法
を
説
明
し
た
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク

シ
ョ
ン
の
末
尾
で
、
サ
イ
ー
ド
自
身
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
到
達
点
と
し
て

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
先
程
の
「
学
び
去
る
」
を
挙
げ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
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あ
る
と
い
う
経
験
」
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
自
身
の
思
考
の
枠
組
み
と
し
て
前

景
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
特
に
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
見
ら
れ
る
思
考

の
枠
組
み
と
し
て
の
「
個
人
的
動
機
」（3

）
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ウ
ェ
ー

ル
ズ
出
身
で
あ
り
都
会
と
田
舎
の
間
を
移
動
し
た
と
い
う
経
験
に
よ
る
の

だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
個
人
的
な
地
理
的
経
験
」
と
呼
ん
で
よ
か
ろ
う
。
だ

が
こ
れ
は
認
識
に
お
け
る
単
純
な
地
理
的
広
が
り
の
み
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
青
年
期
以
前
の
「
田
舎
」
経
験
と
そ
れ
以
降
の
「
都
会
」
で

の
経
験
に
よ
っ
て
「
地
理
」
を
獲
得
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
然

的
に
子
ど
も
か
ら
成
人
に
か
け
て
の
「
意
識
の
成
長
と
変
化
」（297

）
が

刻
印
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
つ
ま
り
「
か
つ
て
親
密
で
内
的
に
経
験
さ
れ

て
い
た
も
の
」
が
「
危
機
的
な
、
変
化
す
る
、
外
的
に
観
察
さ
れ
た
も
の

に
変
化
」（ibid

）
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
現
在
」
に
お
け
る
視
点
と

は
こ
の
変
化
を
経
た
も
の
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
重
要
な

こ
と
に
、「
田
舎
」
と
「
都
会
」
そ
れ
ぞ
れ
に
振
り
分
け
ら
れ
る
性
質
が
、

認
識
の
変
容
前
後
そ
れ
ぞ
れ
の
描
写
と
符
合
し
て
い
る
と
い
う
点
に
、
ウ

ィ
リ
ア
ム
ズ
は
注
意
を
促
し
て
い
る
（ibid

）。
つ
ま
り
、「
過
去
」
を
失

わ
れ
た
も
の
と
し
て
回
想
的
に
想
起
す
る
感
情
構
造
と
、「
田
舎
」
に
向

け
ら
れ
る
視
線
が
重
ね
合
わ
さ
れ
、
そ
の
符
号
に
お
い
て
こ
そ
遡
及
的
に

先
ほ
ど
の
変
化
を
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。

実
際
に
『
田
舎
と
都
会
』
の
主
題
が
、
連
綿
と
続
く
地
理
的
実
体
と
し
て

の
あ
る
地
方
と
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
イ
メ
ー
ジ
あ
る
い
は
誤
表
象
に
あ
る
の

は
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。「
わ
れ
わ
れ
」
の
名
に
お
い
て
「
学
び
去
る
」

だ
け
で
は
書
き
得
な
い
何
か
が
あ
る
の
だ
。

　

で
は
「
学
び
去
る
」
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
ど
う
や
っ
て
先
に
進
め

る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
ヒ
ン
ト
は
サ
イ
ー
ド
の
奇
妙
な
記
述
に
あ
る
。
サ

イ
ー
ド
は
先
程
の
「
物
語
り
と
社
会
」
で
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
が
あ
る
イ
ン

タ
ビ
ュ
ー
の
中
で
、『
文
化
と
社
会
』
の
中
で
帝
国
主
義
に
つ
い
て
書
い

て
い
な
い
と
い
う
点
を
問
い
詰
め
ら
れ
、「
自
身
の
ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
と

い
う
経
験
が
完
全
に
失
効
し
て
い
た
」
と
応
答
す
る
部
分
を
記
し
て
い
る

（64

）。
こ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。（
こ
の
章
に
限
ら
ず

『
文
化
と
帝
国
主
義
』
全
体
を
通
し
て
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
帝
国
主
義
に

関
す
る
記
述
の
欠
落
お
よ
び
周
辺
的
扱
い
は
、『
田
舎
と
都
会
』
も
含
め

て
何
度
も
批
判
さ
れ
る
の
だ
が
、
本
論
で
は
そ
の
手
前
で
、
す
な
わ
ち

「
歴
史
、
文
学
、
地
理
」
の
中
で
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
と
の
対
比
に
お
い
て

『
田
舎
と
都
会
』
が
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
留
ま
ろ
う
。）
そ
れ

は
「
地
理
」
だ
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
サ
イ
ー
ド
自
身
の
『
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
』
か
ら
引
き
出
し
た
「
わ
れ
わ
れ
」
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い

る
と
私
は
考
え
る
。

『
文
化
と
社
会
』
で
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
サ
イ
ー
ド
が
考
え
て
い
る
『
田

舎
と
都
会
』
の
特
徴
は
、
本
論
考
の
趣
旨
に
沿
っ
て
言
え
ば
、
後
者
が
優

れ
て
自
伝
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
結
論
部
分
の
「
未
来
」
を
語
る
部
分
に
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
あ
る
。「
ウ
ェ
ー
ル
ズ
出
身
で
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肯
定
あ
る
い
は
強
化
す
る
と
い
う
身
振
り
が
「
自
伝
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
こ
で
述
べ
て
き
た
「
自
伝
的
」
と
は
そ
う
い
っ
た
単
線
的
時
間
観
に
裏

打
ち
さ
れ
た
成
長
観
を
切
り
崩
す
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
逆
説
的
で
は
あ

る
が
「
私
」
の
中
に
閉
じ
こ
も
ら
な
い
、
正
確
に
は
「
私
」
の
内
部
に
い

て
自
身
の
経
験
を
完
結
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
引
き
受
け
る
態
度
で
あ

る
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
「
現
在
」
に
お
け
る
分
断
／
分
業
（division

）

へ
の
介
入
を
目
指
す
自
身
の
行
為
を
「
個
人
的
な
決
断
で
は
あ
る
が
、
し

か
し
て
社
会
的
行
為
で
あ
る
」
と
述
べ
つ
つ
、
自
身
の
身
振
り
を
、「
形

を
成
し
つ
つ
ひ
と
を
魅
了
す
る
過
去
に
対
す
る
別
様
の
理
解
を
通
じ
、
現

在
と
未
来
に
到
達
す
る
（gain

）
方
法
の
一
つ
と
し
て
私
自
身
の
中
お
よ

び
記
録
内
の
経
験
を
ゆ
っ
く
り
と
追
想
／
描
き
直
し
（retrace

）
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」（306

）
と
説
明
し
て
い
る
。『
田
舎
と
都
会
』

に
見
出
せ
る
「
自
伝
的
」
で
あ
る
こ
と
と
は
、「
追
想
」
し
つ
つ
そ
の

「
過
去
」
を
「
描
き
直
」
す
行
為
で
も
あ
り
、
同
時
に
「
現
在
と
未
来
」

に
向
か
う
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
「
社
会
」
と
は
、

『
キ
ー
ワ
ー
ド
辞
典
』
の
筆
致
に
従
え
ば
「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
」
に
接
続
さ

れ
る
可
能
性
の
あ
る
「
活
動
的
」（295

）
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
「
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
」
と
は
「
別
様
の
諸
関
係
を
説
明
す
る
た
め
の
説
得
的
な
語
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
」（76

）
の
だ
。

　

大
規
模
な
地
震
災
害
と
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ

た
の
が
、「
成
長
」
の
名
の
下
に
営
ま
れ
て
き
た
「
現
在
」
の
日
常
の
構

で
は
な
く
、
む
し
ろ
遡
及
的
に
想
起
さ
れ
表
象
さ
れ
た
「
田
舎
」
の
変
遷

の
考
察
に
お
い
て
そ
の
表
象
の
「
作
業
」
を
問
題
化
し
て
い
く
こ
と
に
あ

る
の
だ
か
ら
、
本
書
末
尾
に
お
い
て
、
認
識
枠
組
み
の
変
容
を
前
提
と
し

た
上
で
「
田
舎
」
と
「
過
去
」
へ
の
憧
憬
の
双
方
を
同
時
に
俎
上
に
乗
せ

る
と
い
う
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
問
題
意
識
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
ウ
ィ
リ

ア
ム
ズ
は
こ
れ
を
「
回
想
の
感
情
構
造
」
と
呼
ん
で
い
る
が
（298

）、
私

は
こ
れ
を
（
サ
イ
ー
ド
の
議
論
を
敷
衍
し
て
）「
地
理
」
に
接
続
で
き
る

と
考
え
る
。
時
間
軸
上
の
移
動
に
ま
つ
わ
る
語
を
、
空
間
的
配
置
の
語
と

接
続
す
る
の
は
、
一
見
、
誤
謬
と
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ウ
ィ

リ
ア
ム
ズ
が
前
者
を
個
人
的
な
経
験
を
起
点
に
問
題
化
し
よ
う
と
し
て
お

り
、
サ
イ
ー
ド
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
経
験
を
強
調
す
る
際
に
持
ち
出
し
た

語
彙
が
後
者
な
の
で
あ
っ
て
し
て
み
れ
ば
、
両
術
語
の
距
離
は
そ
れ
ほ
ど

離
れ
て
は
い
な
い
と
考
え
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
二
人
の
時
間

性
の
認
識
は
完
全
に
符
合
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
回

想
の
感
情
構
造
」
と
「
地
理
」
の
交
点
が
提
示
す
る
、「
現
在
」
へ
の
介

入
の
姿
勢
お
よ
び
、
そ
の
起
点
と
し
て
の
「
自
伝
的
で
あ
る
こ
と
」
の
射

程
に
注
目
し
た
い
。

　

さ
き
ほ
ど
、
サ
イ
ー
ド
の
見
出
し
た
『
田
舎
と
都
会
』
の
特
徴
が
自
伝

的
で
あ
る
と
述
べ
た
。
だ
が
こ
の
「
自
伝
的
」
と
は
、
懐
古
趣
味
的
な
憧

憬
に
身
を
任
せ
固
定
的
な
「
過
去
」
を
語
る
と
い
う
姿
勢
を
意
味
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
自
身
の
遍
歴
を
語
り
、
最
終
的
に
「
現
在
」
の
自
己
を
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な
「
成
長
」
に
お
い
て
立
ち
上
げ
ら
れ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
で
は
な
く
、
そ

こ
で
の
分
断
の
経
験
を
語
る
「
私
」
た
ち
に
お
い
て
逆
説
的
に
垣
間
見
え

る
「
わ
れ
わ
れ
」
で
こ
そ
、
単
線
的
で
固
定
的
な
「
過
去
︲
現
在
︲
未

来
」
で
は
な
く
、
分
断
さ
れ
た
「
複
数
の
現
在
」
に
立
脚
し
た
、「
形
を

成
し
つ
つ
あ
る
過
去
」
を
見
出
し
得
る
可
能
性
が
あ
る
の
だ
。「
未
来
」

な
る
も
の
が
な
ん
で
あ
れ
、「
世
界
そ
の
も
の
」
と
い
う
意
味
で
の
現
在

か
ら
超
越
し
て
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
「
未
来
」
は

学
び
去
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
逆
説
的
な
「
わ
れ
わ

れ
」
に
お
い
て
、「
形
を
な
し
つ
つ
あ
る
過
去
」
が
構
想
で
き
る
の
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
「
未
だ
来
た
ら
ざ
る
も
の
」
と
し
て
、
未
来
の
名
に

ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

造
的
暴
力
な
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
そ
の
「
現
在
」
に
お
い
て
自

身
の
享
受
し
て
き
た
「
成
長
」
を
「
私
」
の
経
験
に
お
い
て
語
る
と
こ
ろ

か
ら
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
都
会
」
で
生
ま
れ
育
っ
た

「
私
」
と
、「
田
舎
」
で
生
活
し
て
き
た
「
私
」
に
と
っ
て
、
全
く
別
様
の

経
験
と
し
て
、
い
わ
ば
分
断
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
い

や
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
私
」
た
ち
を
分
断
し
つ
つ
結
び
付
け
て
き
た
、

そ
し
て
い
ま
だ
機
能
し
て
い
る
「
成
長
」
が
、「
未
来
」
が
、
明
ら
か
に

な
る
の
だ
。
こ
の
分
断
さ
れ
た
「
私
」
の
経
験
を
語
る
行
為
が
「
社
会

的
」
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
そ
の
閉
域
に
お
い
て
は
じ
め
て
逆
説
的
に
、

「
別
様
の
諸
関
係
」
の
可
能
性
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
」
が
見
出
さ
れ
る
。

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
「
原
子
力
」
に
典
型
的
に
見
出
せ
る
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル

（
1
）「
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
原
子
力
」
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
は
開
沼
の
議
論
を
参
照
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、

本
論
の
趣
旨
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
が
、
開
沼
の
議
論

が
原
子
力
発
電
所
を
考
え
る
上
で
十
全
な
議
論
枠
を

提
供
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
特
に
核
を
め

ぐ
る
国
際
的
文
脈
と
、
原
子
力
発
電
所
に
と
っ
て
不

可
欠
な
存
在
と
し
て
の
労
働
者
と
い
う
視
点
が
欠
け

て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

（
2
）
例
え
ば
、
震
災
後
に
書
か
れ
た
あ
る
エ
ッ
セ
イ
で
当

時
の
首
相
で
あ
っ
た
中
曾
根
は
原
発
導
入
期
の
問
題

意
識
を
「
原
子
力
と
科
学
技
術
を
発
展
さ
せ
な
い
と
、

日
本
は
四
等
の
農
業
国
家
に
な
る
」
と
回
顧
し
、

「（
今
回
の
）
津
波
の
被
害
は
あ
ま
り
に
大
き
か
っ

た
」
と
し
た
上
で
、「
日
本
の
今
後
の
発
展
と
エ
ネ

ル
ギ
ー
事
情
を
考
え
れ
ば
原
発
政
策
は
持
続
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」（59

）
と
語
っ
て
い
る
。

註
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有
馬
哲
夫
『
原
発
・
正
力
・
Ｃ
Ｉ
Ａ

―
機
密
文
書
で
読

む
昭
和
裏
面
史
』
新
潮
社
、
二
〇
〇
八
。

小
熊
英
二
「
近
代
日
本
を
超
え
る
構
想
力
」、
赤
坂
憲
雄
・

小
熊
英
二
・
山
内
明
美
『「
東
北
」
再
生
』
イ
ー
ス
ト
・

プ
レ
ス
、
二
〇
一
一
、（125-141

）。

開
沼
博
『「
フ
ク
シ
マ
」
論

―
原
子
力
ム
ラ
は
な
ぜ
生
ま

れ
た
の
か
』
青
土
社
、
二
〇
一
一
。

柾
木
恭
介
・
池
田
龍
雄
（
絵
）、
現
在
の
会
編
『
ル
ポ
ル
タ

ー
ジ
ュ
シ
リ
ー
ズ
・
日
本
の
証
言
第
一
巻

：

原
子
力
』

柏
林
書
房
、
一
九
五
五
。

高
木
仁
三
郎
『
原
発
事
故
は
な
ぜ
く
り
か
え
す
の
か
』
岩

波
書
店
、
二
〇
〇
〇
。

高
山
智
樹
『
レ
イ
モ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

―
希
望
へ

の
手
が
か
り
』
彩
流
社
、
二
〇
一
〇
。

鳥
羽
耕
史
『1950

年
代

―
「
記
録
」
の
時
代
』
河
出
書

房
新
社
、
二
〇
一
〇
。

中
曾
根
康
弘
「「
創
始
者
」
と
し
て
は
遺
憾
千
万
、
再
起
に

は
国
民
の
理
解
必
要
」、『
ア
エ
ラ
臨
時
増
刊
号
（N

o. 
22

）：

原
発
と
日
本
人

―100

人
の
証
言
』
朝
日
新
聞

出
版
、
二
〇
一
一
、（59

）。

堀
江
邦
夫
『
原
発
ジ
プ
シ
ー

―
被
爆
下
請
け
労
働
者
の

記
録
（
増
補
改
訂
版
）』
現
代
書
館
、
二
〇
一
一
。
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