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幾
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郎
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作
り
作
ら
れ
る
身
体
と
し
て
の
顔
　―

　

上
原
麻
有
子＊

一　

人
間
存
在
の
核
心
的
意
義
を
も
つ
顔

　
「
顔
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
動
物
、
こ
こ
で
語
る
の
は
取
り
分
け
人
間
の
身
体
の

一
部
で
あ
る
が
、
他
の
部
分
と
は
異
な
る
特
殊
性
を
具
え
て
い
る
よ
う
だ
。
和
辻
哲

郎
は
「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」（
一
九
三
）
1
（

五
）
の
冒
頭
で
、「
問
題
に
し
な
い
時
に
は
分
か

り
切
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
さ
て
問
題
に
し
て
み
る
と
実
に
わ
か
ら

な
く
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
顔
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
和
辻
も
感

じ
た
よ
う
に
、
確
か
に
顔
は
肉
体
の
不
思
議
な
一
部
分
で
あ
る
。
鏡
に
映
す
こ
と
な

く
し
て
、
自
己
が
自
己
の
顔
を
視
覚
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、

決
し
て
自
己
の
外
と
感
じ
る
こ
と
の
な
い
、
自
己
自
身
で
あ
る
と
強
く
意
識
す
る
部

分
で
も
あ
る
。
自
己
も
他
者
も
、
一
度
覚
え
れ
ば
こ
の
顔
を
以
て
「
私
」
と
い
う
人

間
を
識
別
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
身
体
の
他
の
部
分
を
見
て
「
私
」
を
特
定
す
る

こ
と
は
、
他
者
に
は
も
ち
ろ
ん
、
時
に
自
己
自
身
で
さ
え
も
難
し
い
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
よ
う
な
顔
を
、
和
辻
は
「
人
の
存
在
の
中
心
的
地
位
に
あ
る
」
と
見
な
す
。
さ

ら
に
一
節
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

　

我
々
は
顔
を
知
ら
ず
に
他
の
人
と
つ
き
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
多
く
の
場

合
に
は
言
語
に
表
現
せ
ら
れ
た
相
手
の
態
度
か
ら
、
あ
る
い
は
文
字
に
お
け
る
表

情
か
ら
、
無
意
識
的
に
相
手
の
顔
が
想
像
せ
ら
れ
て
い
る
。
…
…
友
人
の
こ
と
が

意
識
に
上
る
場
合
に
も
、
そ
の
名
と
と
も
に
顔
が
出
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
顔
の
ほ

か
に
も
肩
つ
き
で
あ
る
と
か
後
ろ
姿
で
あ
る
と
か
あ
る
い
は
歩
き
ぶ
り
と
か
と
い

う
よ
う
な
も
の
が
人
の
記
憶
と
結
び
つ
い
て
は
い
る
。
し
か
し
我
々
は
こ
れ
ら
の

一
切
を
排
除
し
て
も
な
お
人
を
思
い
浮
か
べ
得
る
が
、
た
だ
顔
だ
け
は
取
り
の
け

る
こ
と
が
で
き
な
）
2
（
い
。

　

要
す
る
に
和
辻
に
言
わ
せ
れ
ば
、
顔
と
は
「
人
の
存
在
に
と
っ
て
核
心
的
な
意
義

を
も
つ
も
）
3
（
の
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
別
な
学
術
的
見
識
を
も
た
な
く
と
も
、

取
り
敢
え
ず
は
肯
定
で
き
る
理
解
で
あ
ろ
う
。
顔
の
問
題
は
、
表
情
、
人
相
、
顔
立

ち
、
面
、
化
粧
、
生
理
学
、
解
剖
学
な
ど
多
様
な
側
面
か
ら
扱
う
こ
と
が
可
能
だ
が
、

本
稿
で
は
、
西
田
幾
多
郎
（
一
八
七
〇
〜
一
九
四
五
）
の
「
身
体
論
」
と
い
う
哲
学

的
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
り
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。
顔
が
身
体
の
一
部
だ
と
し
て

も
、
哲
学
に
お
け
る
伝
統
的
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
で
、
西
田
的
身

体
論
に
照
準
を
合
わ
せ
る
た
め
、
も
う
少
し
顔
の
問
題
性
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。

　

顔
は
身
体
の
い
か
な
る
部
分
よ
り
も
直
接
的
に
、
そ
し
て
端
的
に
人
間
の
情
動
や

心
の
様
相
を
表
現
す
る
と
言
え
る
。
日
本
語
は
身
体
表
現
に
恵
ま
れ
た
言
語
で
あ
る

が
、「
し
た
り
顔
」「
大
き
な
顔
を
す
る
」「
顔
を
曇
ら
す
」「
顔
色
を
見
る
」「
顔
に

出
る
」「
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
る
」「
顔
か
ら
火
が
出
る
」
な
ど
が
、
そ
れ
を
的
確
に
示
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し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
小
坂
国
継
は
、
顔
は
「
精
神
や
心
の
有

様
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
身
体
の
部
位
の
な
か
で
顔
は
も
っ
と
も
変
化
に
富
ん
で
い

る
の
で
、
顔
の
表
情
を
も
っ
て
精
神
の
表
情
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
見
る
。

も
ち
ろ
ん
、
顔
に
限
ら
ず
身
体
全
体
が
「
精
神
の
表
現
機
関
」
で
あ
り
、「
顔
は
ま

た
そ
の
身
体
の
表
現
機
関
」
で
あ
る
と
小
坂
は
説
明
す
）
4
（
る
。
こ
の
点
は
、
和
辻
の

「
人
の
存
在
に
と
っ
て
核
心
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
」
に
通
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

あ
る
瞬
時
に
起
こ
る
喜
怒
哀
楽
が
顔
と
い
う
表
現
機
関
に
表
出
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
経
験
的
に
そ
う
だ
と
納
得
で
き
る
な
ら
、
よ
り
継
続
的
な
契
機
に
裏
付
け
さ
れ

た
「
人
格
」
や
「
性
格
」
あ
る
い
は
「
生
き
方
」
も
、
顔
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
当
た
る
は
ず
だ
。
短
期
的
生
活
の
変
化
、
例
え
ば
過
労
や
睡
眠
不

足
は
、
目
の
周
り
の
隈
や
張
り
の
な
い
肌
と
し
て
顕
現
す
る
。
ま
た
、
長
い
時
間
と

共
に
な
さ
れ
た
人
の
生
の
目
に
は
見
え
ぬ
傾
向
が
、
そ
う
言
わ
れ
て
み
れ
ば
顔
に
一

定
の
形
を
与
え
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
も
、
私
た
ち
は
経
験
か
ら
知
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
人
相
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
マ
ル
グ
リ
ッ
ト
・
デ
ュ
ラ
ス
あ
る
い
は

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
顔
の
変
化
を
想
起
し
て
み
よ
う
。
若
い
頃
の
女
ら
し
い
可

愛
ら
し
さ
は
、
堅
固
な
男
性
的
容
貌
へ
と
転
じ
た
。
一
方
で
、
女
性
ら
し
さ
を
保
持

し
た
ま
ま
年
を
と
る
女
性
も
い
る
。
女
性
ら
し
さ
が
消
滅
す
る
か
否
か
は
問
題
の
一

片
で
し
か
な
い
が
、
一
般
的
に
見
て
、
人
の
顔
は
一
生
か
け
て
変
化
し
、
そ
し
て
老

化
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
変
化
の
中
に
も
「
変
わ
ら
な
い
形
」
と
し
て
表
現
さ
れ
得

る
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
し
、
変
化
が
完
全
で
あ
る
な
ら
、

「
私
」
と
い
う
人
間
の
識
別
は
不
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
。
こ
れ
は
、
身
体
論
へ
と

接
近
す
る
顔
の
問
題
性
の
一
つ
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
。

　

次
に
、
表
現
機
関
と
し
て
の
顔
が
正
直
で
あ
る
か
と
い
う
点
を
問
う
て
み
た
い
。

確
か
に
、
精
神
や
心
の
動
き
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
す
る
と
い
う
顔
の
身
体
的
現
象

を
絶
対
的
に
否
定
す
る
こ
と
は
、
普
通
は
難
し
い
。
和
辻
は
、「
肉
体
と
心
と
の
不

可
分
性
」
を
唱
え
る
立
場
か
ら
以
下
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

　

喜
び
を
感
じ
て
ほ
ほ
え
む
と
い
う
こ
と
は
、
喜
び
の
体
験
の
中
に
す
で
に
感
じ

動
く
肉
体
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
微
笑
と
い
う
肉
体
の
運
動
に
発
展
す
る
こ

と
で
あ
）
5
（
る
。

　

そ
し
て
、
あ
の
西
洋
近
代
哲
学
に
お
け
る
心
身
二
元
論
の
祖
と
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト

で
さ
え
、「
諸
々
の
顔
の
運
動
は
ま
た
情
念
に
伴
っ
て
起
こ
」
り
「
心
に
よ
っ
て
変

化
す
）
6
（
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
言
語
活
動
に
お
い
て
、
つ
い
う
っ
か
り

思
い
も
し
な
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
経
験
が
人
に
は
あ
る
よ
う
に
、
喜

び
が
素
直
に
嬉
し
い
表
情
に
、
不
快
感
が
偽
り
な
く
不
快
な
顔
つ
き
に
な
る
と
は
限

ら
な
い
。
ま
た
、
相
手
を
欺
く
た
め
、
あ
る
い
は
安
心
さ
せ
る
た
め
意
図
的
に
作
る

表
情
も
あ
る
。
笑
顔
で
迎
え
ら
れ
て
い
る
の
に
、
な
ぜ
か
そ
れ
を
笑
顔
と
い
う
記
号

の
通
常
の
意
味
と
し
て
受
け
取
れ
ず
、
相
反
す
る
含
意
を
直
観
し
て
し
ま
う
。
顔
は

必
ず
し
も
正
直
に
心
と
精
神
を
語
る
も
の
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
人
間
存
在
の
高
度
な
表
現
機
関
と
し
て
の
顔
に
つ
い
て
考
え
て
み
る

が
、
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
決
し
て
分
か
り
易
い
表
現
で
論
じ
ら
れ
て
は
い
な
い
西
田

の
身
体
論
を
、
形
成
の
順
に
読
み
解
き
な
が
ら
解
説
し
て
ゆ
く
。
こ
ち
ら
が
本
稿
の

主
要
課
題
で
あ
る
。
そ
し
て
次
な
る
課
題
が
、
顔
の
表
情
に
関
す
る
問
題
を
、
不
正

直
に
焦
点
を
絞
り
、
西
田
の
身
体
論
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

二　

西
田
哲
学
に
お
け
る
身
体
論
の
形
成

　

西
田
が
自
ら
の
哲
学
体
系
に
「
身
体
」
の
問
題
を
本
格
的
に
取
り
入
れ
、
論
理
を

支
え
る
主
要
概
念
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
、
後
期
思
想
に
お
け
る
一
九
三
〇
年
代
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上
原
麻
有
子

以
降
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
の
思
索
の
歩
み
を
こ
こ
で
紹
介
す
る
余
裕

は
な
）
7
（
い
が
、
根
本
課
題
に
つ
い
て
は
強
調
し
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
デ

カ
ル
ト
的
主
観
主
義
、
つ
ま
り
「
自
己
と
世
界
と
が
対
立
的
に
な
る
」
あ
る
い
は

「
自
己
か
ら
総
て
の
も
の
を
考
）
8
（
え
」
る
問
題
を
克
服
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

　

西
田
哲
学
は
『
善
の
研
究
』（
一
九
一
一
）
の
刊
行
に
始
ま
る
が
、
こ
の
書
で
主

客
二
元
論
と
は
異
な
る
認
識
の
仕
方
を
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
打
ち

出
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
有
名
な
冒
頭
を
引
用
す
る
。

　

経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
其
儘
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を

棄
て
て
、
事
実
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋
と
い
う
の
は
、
普
通
に
経
験
と

い
っ
て
い
る
者
も
そ
の
実
は
何
ら
か
の
思
想
を
交
え
て
い
る
か
ら
、
毫
も
思
慮
分

別
を
加
え
な
い
、
真
に
経
験
其
儘
の
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
…
…
純
粋
経
験
は

直
接
経
験
と
同
一
で
あ
る
。
自
己
の
意
識
状
態
を
直
下
に
経
験
し
た
時
、
未
だ
主

も
な
く
客
も
な
い
、
知
識
と
そ
の
対
象
と
が
全
く
合
一
し
て
い
る
。
こ
れ
が
経
験

の
最
醇
な
る
者
で
あ
）
9
（
る
。

　

後
に
「
歴
史
的
身
体
」（
一
九
三
七
）
で
、
あ
ら
た
め
て
西
田
は
純
粋
経
験
が

「
我
々
の
日
常
の
体
験
か
ら
出
発
し
た
」
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
さ
ら
に
「
論

理
に
し
た
が
っ
て
考
え
た
一
つ
の
世
界
と
、
我
々
の
日
常
の
世
界
と
が
完
全
に
結
付

き
、
全
く
一
つ
の
も
の
に
ま
で
な
ら
な
く
て
は
哲
学
の
使
命
は
果
さ
れ
な
）
10
（

い
」
と
い

う
自
ら
の
学
問
に
対
す
る
信
念
を
再
確
認
し
て
い
る
。
論
理
と
い
っ
て
も
、
主
客
対

立
の
認
識
論
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
西
田
自
身
が
一
九
二
〇
年
代
か
ら
築
き
上

げ
て
き
た
「
場
）
11
（
所
」
や
「
行
為
的
直
観
」
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
デ
カ
ル
ト

的
に
自
己
を
考
え
る
主
体
と
し
て
対
象
に
向
き
合
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
反
省
し
、
あ

る
い
は
判
断
す
る
と
い
う
態
度
を
身
に
つ
け
て
い
る
。
し
か
し
、
人
が
日
常
生
き
る

現
実
の
中
で
は
、
実
は
、
そ
の
よ
う
な
主
客
が
明
瞭
に
区
分
さ
れ
る
経
験
ば
か
り
と

は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
、
馬
が
走
っ
て
い
る
様
子
を
見
て
「
走
る
馬
」
と
直
観
す
る

こ
と
、
音
楽
家
が
熟
練
し
た
曲
を
演
奏
す
る
こ
と
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
が
作
曲
の
際
全

体
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
宗
教
家
が
「
彼
我
合
一
の
直
覚
」
を
得
る

こ
）
12
（
と
、
ど
れ
も
判
断
分
析
さ
れ
る
手
前
の
純
粋
経
験
の
事
実
で
あ
る
。
対
象
を
対
立

的
に
捉
え
る
論
理
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
そ
の
ま
ま
十
全
に
認
識
す
る
こ
と
な

ど
で
き
な
い
。
そ
こ
か
ら
漏
れ
た
経
験
は
、
哲
学
の
範
疇
で
は
扱
わ
れ
得
な
い
こ
と

に
な
る
。
西
田
は
、
判
断
分
析
の
手
前
で
生
ま
れ
た
ま
ま
の
、
言
わ
ば
概
念
化
も
言

語
化
も
未
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
経
験
の
哲
学
化
に
挑
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

身
体
論
に
通
じ
る
見
解

　

先
述
の
「
歴
史
的
身
体
」
で
西
田
自
身
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
彼
以
前
、
身
体
は

哲
学
に
お
い
て
本
格
的
に
取
り
組
ま
れ
る
べ
き
問
題
で
は
な
か
っ
）
13
（
た
。
心
身
関
係
論

と
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
伝
統
的
か
つ
重
大
な
問
題
で
あ
る
が
、
身
体
の
哲
学

と
し
て
発
展
す
る
に
は
、
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
る
現
象
学

の
出
現
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
西
田
と
同
時
期
に
、
そ
し
て

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
西
田
よ
り
十
年
ほ
ど
遅
れ
て
身
体
の
現
象
学
を
構
想
し
た
。

西
田
は
、
同
時
代
の
西
洋
の
哲
学
的
潮
流
と
、
反
実
証
主
義
的
新
た
な
観
念
論
を
目

指
す
と
い
う
哲
学
的
課
題
を
共
有
し
て
い
た
。
し
か
し
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

に
つ
い
て
は
知
る
す
べ
も
な
く
、
西
洋
の
先
駆
的
展
開
と
は
無
関
係
に
独
自
の
身
体

論
を
開
始
し
た
。
野
家
啓
一
は
こ
の
点
を
高
く
評
価
し
、「「
身
体
」
の
概
念
の
重
要

性
に
着
目
し
、
そ
れ
を
自
身
の
哲
学
の
中
枢
部
分
に
据
え
た
わ
が
国
最
初
の
哲
学
者

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
）
14
（
る
。
身
体
論
お
よ
び
心
身
関
係
論
は
、
今
日
、
心
理
学
、

脳
神
経
科
学
、
精
神
医
学
な
ど
哲
学
以
外
の
諸
領
域
と
交
流
し
つ
つ
さ
ら
に
現
代
性

を
帯
び
た
議
論
へ
と
発
展
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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さ
て
、
一
九
三
〇
年
代
以
前
、
西
田
哲
学
は
、
世
界
に
お
い
て
実
践
し
行
為
す
る

自
己
の
立
場
で
は
な
く
、
基
本
的
に
、
考
え
意
識
す
る
自
己
の
立
場
に
あ
っ
た
。
従

っ
て
、
こ
の
時
期
ま
で
身
体
は
特
に
問
題
視
さ
れ
て
い
な
い
と
言
っ
て
も
差
し
支
え

な
い
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
西
田
独
特
の
鋭
く
、
そ
し
て
す
で
に
後
期
の
身
体
論

の
形
成
を
十
分
に
予
見
さ
せ
る
心
身
観
を
表
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し

て
、
第
二
の
哲
学
書
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』（
一
九
一
七
）
か
ら
、
次
の

一
節
を
引
い
て
お
く
。
心
身
結
合
の
問
題
は
、
九
ペ
ー
ジ
強
に
わ
た
っ
て
検
討
さ
れ

て
い
る
。

　

我
々
は
純
粋
経
験
の
世
界
か
ら
自
己
の
意
志
に
従
う
も
の
を
切
り
抜
い
て
自
己

の
身
体
と
い
う
も
の
を
考
え
る
、
斯
く
見
れ
ば
意
志
が
自
己
の
身
体
を
作
る
の
で

あ
る
が
、
又
一
方
か
ら
見
れ
ば
自
己
と
い
う
一
つ
の
中
心
が
で
き
る
の
は
身
体
が

あ
る
為
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
余
が
斯
く
手
を
出
し
た
時
、
内
か
ら
見
れ
ば

意
志
で
あ
る
が
、
外
か
ら
見
れ
ば
身
体
の
運
動
で
あ
る
、
意
志
は
精
神
界
の
身
体

で
あ
り
、
身
体
は
物
質
界
の
意
志
で
あ
る
、
我
々
の
身
体
は
心
と
物
と
の
合
一
と

し
て
一
つ
の
芸
術
品
で
あ
る
。
…
…
身
体
は
意
志
の
表
現
で
あ
る
、
心
身
を
結
合

す
る
も
の
は
内
面
的
創
造
作
用
で
あ
）
15
（

る
。

　

西
田
は
、
丁
度
こ
の
書
で
、「
絶
対
自
由
の
意
）
16
（

志
」
と
い
う
立
場
か
ら
意
識
の
働

き
に
お
け
る
「
直
観
」
お
よ
び
「
反
省
」
を
純
粋
経
験
の
発
展
的
体
系
と
し
て
論
じ

て
い
た
。
意
志
と
は
、
働
く
意
識
を
超
越
し
そ
の
極
限
に
位
置
す
る
「
知
識
の
根

柢
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
認
識
作
用
の
観
点
か
ら
す
る
と
認
識
対
象

と
し
て
は
不
可
知
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
が
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
認
識
作
用

の
未
だ
対
象
化
さ
れ
て
い
な
い
根
源
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
直
接
の
所
与
」
あ

る
い
は
「
真
に
具
体
的
な
る
直
接
の
経
験
」
に
譬
え
て
も
よ
）
17
（

い
。「
私
」
と
い
う
主

体
の
意
識
が
働
く
時
の
よ
う
に
、
対
象
を
有
す
る
こ
と
も
な
い
、
意
識
の
作
用
自
体

の
原
動
力
を
秘
め
て
い
る
。
そ
れ
故
に
あ
ら
ゆ
る
自
由
な
創
造
の
可
能
性
を
具
え
た

原
点
で
も
あ
る
。「
純
粋
経
験
」
は
ま
さ
に
こ
の
意
志
の
次
元
で
あ
ら
わ
に
な
る
。

　

西
田
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
精
神
界
の
意
志
が
物
質
界
の
身
体
と
表
裏
一
体
的

に
連
関
し
て
い
る
。「
純
粋
経
験
の
世
界
か
ら
自
己
の
意
志
に
従
う
も
の
を
切
り
抜

い
て
自
己
の
身
体
と
い
う
も
の
を
考
え
る
」
と
い
う
心
身
の
把
握
の
仕
方
は
、
造
形

芸
術
的
創
作
を
思
い
描
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
無
限
の
精
神
界
に
没
入
し
身
体
と
い

う
も
の
を
消
し
去
る
過
酷
な
実
践
を
行
っ
た
者
に
こ
そ
言
い
当
て
る
こ
と
の
で
き
た

リ
ア
リ
テ
ィ
ー
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
哲
学
を
志
し
た
若
き
修
行
時
代
、
お
よ
そ

十
年
の
歳
月
、
西
田
は
打
座
に
打
ち
込
ん
だ
。
そ
し
て
『
善
の
研
究
』
を
刊
行
す
る

こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
禅
の
実
践
を
と
お
し
て
、
哲
学
の
修
行
者
は
い
わ
ゆ

る
世
界
と
そ
し
て
自
己
と
を
つ
な
ぐ
境
界
に
身
体
が
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
リ

ア
ル
に
実
感
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
思
う
よ
う
に
は
容
易
に
つ
な
が
る
も
の

で
な
い
、
西
田
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
心
身
の
関
係
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
は
さ
て
お

き
、
前
期
西
田
哲
学
に
お
い
て
、
す
で
に
身
体
観
が
こ
こ
ま
で
提
示
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
、
十
分
に
注
意
を
要
す
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

身
体
論
の
始
ま
り―

意
識
的
自
己
か
ら
歴
史
的
世
界
の
自
己
へ

　

西
田
の
身
体
へ
の
問
題
意
識
が
は
っ
き
り
と
浮
上
し
て
く
る
の
は
、「
世
界
」
と

い
う
視
点
が
、
非
対
象
的
経
験
を
も
基
礎
づ
け
る
「
場
所
」
の
論
理
や
、
思
惟
の
反

省
お
よ
び
直
観
を
も
意
識
・
意
志
の
一
体
系
と
見
な
す
「
自
覚
」
の
認
識
形
）
18
（

式
に
取

り
入
れ
ら
れ
た
頃
か
ら
で
あ
る
。
著
作
で
は
、『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
一
九
三
二
）

に
当
た
る
。
そ
れ
以
前
中
期
ま
で
の
哲
学
で
は
、
自
己
、
私
の
み
の
自
覚
が
問
題
に

さ
れ
て
お
り
、
世
界
を
構
成
す
る
の
に
不
可
欠
な
要
因
で
あ
る
他
者
、
汝
が
用
意
さ

れ
て
い
な
か
っ
た
。
間
主
観
性
の
導
入
に
よ
り
、
自
己
は
他
者
と
し
て
の
自
己
と
共
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上
原
麻
有
子

に
世
界
で
生
き
る
実
存
性
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
自
覚
す
る
自
己
と

自
己
両
者
の
（
さ
ら
に
は
複
数
の
自
己
の
）
関
係
は
弁
証
法
的
に
形
成
さ
れ
る
人
間

関
係
、
社
会
、
要
す
る
に
「
歴
史
的
世
界
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
至
る
。
こ
う

し
て
、
西
田
に
と
っ
て
関
心
の
焦
点
は
意
識
的
自
己
か
ら
実
存
的
人
間
へ
移
行
し
た

の
だ
と
言
え
る
。
実
存
的
人
間
と
は
行
為
す
る
人
間
で
あ
り
、
そ
こ
に
身
体
観
が
必

然
的
に
伴
な
わ
れ
て
く
る
。

　

ま
ず
、
身
体
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
か
。「
私
と
汝
」（
一
九

三
二
）
か
ら
少
々
長
め
で
は
あ
る
が
抜
粋
す
る
。

　

我
々
の
真
の
自
己
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
人
格
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
単

に
身
体
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
真
の
自
己
で
は
な
い
。
無
論
、
何
等
の
身
体
的

欲
求
な
く
し
て
自
己
と
い
う
も
の
は
な
い
、
人
格
と
い
う
も
の
す
ら
広
義
に
於
て

の
身
体
性
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
併
し
我
々
の
自
己
の
底
に
単
に
身
体
と

い
う
も
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
自
己
と
い
う
如
き
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
の
み
な

ら
ず
、
我
々
が
単
な
る
身
体
的
欲
求
に
従
う
こ
と
は
却
っ
て
我
々
の
自
己
を
否
定

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
加
之
、
我
々
の
欲
求
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
固
、
そ
れ
自

身
の
中
に
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
欲
求
は
死
す
べ
く

生
れ
る
と
云
い
得
る
と
共
に
、
欲
求
は
又
生
命
の
要
求
と
し
て
生
れ
る
べ
く
死
す

る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
…
…
我
々
の
人
格
的
自
己
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
単

に
理
性
的
と
い
う
の
で
も
な
い
。
単
に
理
性
的
な
る
も
の
は
実
在
的
と
考
え
ら
れ

な
い
の
み
な
ら
ず
、
単
に
合
理
的
と
な
る
な
ら
ば
我
々
の
自
己
と
い
う
べ
き
も
の

で
は
な
く
な
る
。
…
…
我
の
自
己
の
底
に
は
何
処
ま
で
も
非
合
理
性
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
、
自
由
意
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
我
々
の
自
己
と
い
う
の
は

…
…
何
処
ま
で
も
環
境
的
に
限
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
我
々

は
歴
史
に
於
て
あ
る
の
で
あ
）
19
（

る
。

　

ま
ず
「
単
に
身
体
的
」
と
い
う
点
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
れ
は
「
真
の
自
己
で
は
な

い
」、「
人
格
的
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
抽
象
化
さ
れ
、
考
え
ら

れ
た
知
的
次
元
の
自
己
で
あ
り
、
生
き
た
個
物
あ
る
い
は
個
人
と
い
う
次
元
の
自
己

で
は
な
い
の
だ
と
解
釈
で
き
る
。
従
っ
て
逆
に
「
真
の
自
己
」
や
「
人
格
的
」
と
は
、

生
き
た
個
物
や
個
人
と
し
て
の
自
己
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
単
な
る
身
体
と
は

「
知
的
対
象
界
」
で
あ
る
「
物
質
）
20
（
界
」
に
単
に
置
か
れ
た
物
質
と
し
て
の
肉
体
な
の

だ
と
読
み
と
れ
る
。
次
に
「
身
体
的
欲
求
な
く
し
て
自
己
と
い
う
も
の
は
な
い
」
と

言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
生
命
維
持
の
た
め
の
生
物
的
欲
求
を
除
外
し
て
考
え
た

と
こ
ろ
に
、
真
の
自
己
、
あ
る
い
は
人
格
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
身
体
的

欲
求
も
そ
う
い
う
自
己
の
一
側
面
と
し
て
、
必
要
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

生
物
的
身
体
的
欲
求
の
み
に
従
う
と
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
自
己
を
否
定
す
る
こ
と
に

な
る
。
つ
ま
り
、「
単
な
る
身
体
的
欲
求
」
に
よ
る
も
の
は
人
間
の
身
体
で
あ
る
意

義
を
否
定
し
、
動
物
的
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
私
た
ち
は
自
己
と
し
て
生
き
て
お

り
、
同
時
に
身
体
あ
っ
て
こ
そ
実
在
す
る
人
間
と
な
る
の
だ
。
ま
ず
意
識
が
あ
り
、

そ
こ
か
ら
身
体
が
で
き
る
の
で
は
な
い
。
西
田
も
後
に
「
身
体
と
い
う
も
の
な
く
し

て
、
我
と
い
う
も
の
は
な
）
21
（

い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
身
体
あ
っ
て
こ
そ
意
識
が
あ
る

の
だ
。
ま
た
、
欲
求
は
「
矛
盾
を
含
む
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
だ
が
、
そ
れ
は
満

た
さ
れ
る
と
消
え
、
消
え
る
と
現
れ
る
。
人
格
的
自
己
は
、
そ
の
よ
う
な
生
物
的
身

体
の
欲
求
に
単
に
理
性
的
に
従
う
も
の
で
は
な
い
。
人
格
的
自
己
は
、
一
般
的
な
合

理
化
さ
れ
た
自
己
で
は
あ
り
得
な
い
。「
自
由
意
志
」
を
根
底
に
有
す
る
そ
れ
ぞ
れ

の
「
我
」
の
自
己
な
の
だ
。
さ
ら
に
、
自
己
は
「
環
境
的
に
限
定
」
さ
れ
「
歴
史
に

於
て
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
点
は
「
場
所
」
の
論
理
の
問
題
に
関
連
す
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
続
い
て
、「
身
体
的
自
己
」
が
場
所
と
ど
う
か
か
わ
る
の
か
に
つ
い
て

簡
単
に
見
て
お
こ
う
。
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場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
と
い
う
意
味
に
於
て
絶
対
の
死
の
面
と
生
の
面

と
が
相
触
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
所
に
身
体
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
弁

証
法
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
身
体
的
自
己
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
相
反
す
る
両
面
の
間
に
於
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
何
の
面
に
近

づ
く
か
に
よ
っ
て
種
々
な
る
自
己
が
成
立
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の

両
端
に
於
て
は
相
反
す
る
意
味
に
於
て
身
体
な
き
自
己
と
い
う
如
き
も
の
を
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
そ
こ
に
我
々
の
自
己
が
自
己
自
身
の
身
体
を
失
う

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
）
22
（
る
。

　

こ
こ
で
、「
死
の
面
」
と
は
人
間
の
肉
体
的
死
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ

ま
で
も
深
く
な
る
直
観
の
世
界
、
あ
る
い
は
概
念
化
や
分
析
に
よ
る
の
と
は
異
な
る

表
現
、
知
が
成
立
す
る
内
的
世
界
の
こ
と
だ
と
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
。
一
方
「
生
の

面
」
は
そ
の
よ
う
な
直
観
が
成
立
す
る
以
前
の
意
識
の
働
き
続
け
る
世
界
、
言
い
換

え
れ
ば
「
自
覚
」
の
世
界
を
指
す
。
そ
の
両
面
の
接
す
る
次
元
に
身
体
的
自
己
が
現

れ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
が
身
体
を
実
感
す
る
、
体
感
す
る
、
あ
る
い
は
知
覚
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
種
々
な
る
自
己
」
の
成
立
と
は
、
表
現
さ
れ
る
べ

き
さ
ま
ざ
ま
な
知
の
世
界
を
言
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
）
23
（

る
。
身
体
を
も
つ
自
己
は
、
さ

ら
に
意
識
作
用
の
深
化
に
よ
り
そ
の
身
体
を
失
う
次
元
に
達
す
る
こ
と
も
あ
る
。
引

用
の
冒
頭
に
あ
る
「
場
所
が
場
所
自
身
を
限
定
す
る
」
と
は
、
前
述
の
「
非
対
象
的

経
験
を
も
基
礎
づ
け
る
場
所
の
論
理
」
の
根
本
的
働
き
（
自
覚
的
働
き
）
を
示
し
て

い
る
。
主
が
客
を
知
り
判
断
す
る
の
で
は
な
く
、
主
も
客
も
場
所
に
「
於
て
あ
る
」

と
考
え
、
し
か
も
現
実
の
世
界
と
い
う
事
実
が
己
自
身
を
見
る
と
い
う
形
式
の
論
理

で
あ
る
。
身
体
的
自
己
は
、
こ
の
よ
う
に
場
所
が
自
己
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
現
れ
る

の
だ
と
言
え
る
。

　

行
為
的
直
観
と
歴
史
的
世
界
か
ら
生
ま
れ
る
身
体

　

西
洋
の
知
を
象
徴
す
る
主
知
主
義
を
批
判
し
、
物
や
世
界
に
対
立
す
る
知
的
自
己

と
し
て
の
主
体
と
い
う
構
造
か
ら
脱
す
る
た
め
、『
哲
学
の
根
本
問
題
』（
一
九
三

三
）、『
哲
学
の
根
本
問
題
続
編
』（
一
九
三
四
）
を
執
筆
し
、
西
田
は
「
現
実
の
世

界
」
に
お
け
る
「
行
為
的
自
己
」
の
立
場
を
論
理
的
に
基
礎
づ
け
体
系
化
し
よ
う
と

す
）
24
（
る
。
そ
の
企
図
は
、「
行
為
的
直
観
」
や
「
具
体
的
生
命
」
の
概
念
を
生
み
出
し

な
が
ら
身
体
論
の
展
開
へ
と
至
り
、
成
果
は
「
哲
学
論
文
集　

第
一
」（
一
九
三
五
）、

「
哲
学
論
文
集　

第
二
」（
一
九
三
七
）
に
結
晶
す
る
。

　
「
行
為
的
直
観
」
は
西
田
的
身
体
論
の
中
核
を
な
す
概
念
で
あ
る
が
、
こ
の
複
合

語
に
お
け
る
「
行
為
」
と
「
直
観
」
の
結
び
つ
き
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
の
か
。

西
田
に
よ
れ
ば
、「
直
観
」
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
よ
う
な
も
の
と
は
異

な
り
、「
極
め
て
現
実
的
な
知
識
の
立
場
」、「
す
べ
て
の
経
験
的
知
識
の
基
と
な
る

も
）
25
（
の
」
だ
と
い
う
。
ま
た
「
行
為
」
と
は
、「
我
が
物
を
動
か
し
物
が
我
を
動
か
す

こ
と
」、
あ
る
い
は
「
主
観
が
客
観
を
限
定
し
客
観
が
主
観
を
限
定
す
る
こ
）
26
（
と
」
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
単
な
る
思
惟
作
用
で
は
な
く
「
ど
こ
ま
で
も
身
体
的
」
な
行
為

で
あ
り
、
社
会
や
歴
史
の
実
践
の
中
で
な
さ
れ
る
も
の
な
の
）
27
（

だ
。
こ
の
よ
う
な
行
為

と
直
観
は
、「
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
観
す
る
」、
ま
た
は
「
行
為
と
い
う
も
の

の
な
く
な
る
こ
と
」
が
直
）
28
（

観
だ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
異
質
で
結
合
し
得
な
い
関
係

な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
捉
え
方
に
は
ま
ず
注
意
を
要
す
る
。
行
為
的
直
観
と
は
次
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

行
為
の
立
場
と
い
う
の
は
、
内
が
外
で
あ
り
、
外
が
内
で
あ
る
、
時
間
的
な
る

も
の
が
空
間
的
で
あ
り
、
空
間
的
な
る
も
の
が
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
而
し
て
我
々
は
行
為
に
よ
っ
て
物
を
見
、
物
が
我
を
限
定
す
る
と
共
に
我
が



119

西
田
幾
多
郎
の
身
体
論
に
基
づ
く
一
つ
の
考
察　
　
　

上
原
麻
有
子

物
を
限
定
す
る
。
そ
れ
が
行
為
的
直
観
で
あ
）
29
（
る
。

　
「
内
」
お
よ
び
「
外
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
の
内
部
知
覚
に
よ
る
内
的
世
界
（
内

的
統
一
の
世
界
）、
お
よ
び
自
己
の
外
部
知
覚
に
よ
る
外
的
世
界
（
内
的
統
一
を
否

定
し
た
世
界
）
を
指
す
。
ま
た
「
時
間
的
な
る
も
の
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
時
間
と

は
「
内
的
経
験
の
形
式
」
の
こ
と
で
あ
る
。
西
田
に
よ
る
と
、「
内
的
経
験
は
時
の

統
一
に
よ
っ
て
成
立
」
し
、「
我
々
の
自
己
が
時
で
あ
り
、
時
が
我
々
の
自
己
で
あ

る
」
と
考
え
ら
れ
る
の
）
30
（
だ
。「
空
間
的
な
る
も
の
」
に
つ
い
て
西
田
が
問
題
と
す
る

の
は
、「
幾
何
学
的
空
間
」
で
は
な
く
「
実
在
的
空
間
」
で
あ
る
。
実
在
的
空
間
と

は
、「
点
の
集
合
と
い
う
如
き
も
の
」
で
は
な
く
「
時
の
前
後
を
結
合
す
る
円
環
的

統
一
の
性
質
を
有
っ
た
も
の
」
だ
と
い
）
31
（
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
自
己
が
身
体
的
で
あ

る
が
故
に
外
的
世
界
の
側
面
も
有
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
「
行
為

の
立
場
」
は
、
内
と
外
、
時
間
と
空
間
の
い
ず
れ
を
も
矛
盾
的
に
具
え
、
ど
ち
ら
か

一
方
向
の
み
に
向
か
う
の
で
は
な
く
、
両
方
向
に
働
く
弁
証
法
的
論
理
に
基
づ
い
て

い
る
。
西
田
は
、
完
全
に
「
主
体
で
も
客
体
で
も
な
い
身
体
の
両
義
性
的
性
格
に

着
）
32
（

目
」
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
行
為
的
直
観
は
、
先
に
言
及
し
た
「
行
為
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
直
観
す
る
」
と
い
う
表
現
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
我
々
は
行
為
に
よ
っ
て
物

を
見
」、
つ
ま
り
直
観
し
、
即
「
物
が
我
を
限
定
す
る
と
共
に
我
が
物
を
限
定
す
る
」

と
い
う
二
つ
の
観
点
を
一
と
す
る
表
現
に
よ
っ
て
、
よ
り
正
確
に
定
義
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
西
田
は
、
直
観
と
は
「
物
を
身
体
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
あ
」
り
、

「
故
に
行
為
的
直
）
33
（

観
」
だ
と
も
言
っ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
経
験
は
だ
れ

に
で
も
あ
る
は
ず
だ
。
難
解
な
文
章
を
繰
り
返
し
読
み
つ
つ
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得

す
る
瞬
間
の
経
験
、
こ
れ
は
一
種
身
体
的
理
解
に
近
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
自
転
車
に
乗
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
も
、
頭
で
は
な
く
身
体
が
知
っ
た
と
い

う
感
覚
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
経
験
も
、「
い
か
に
」
の
分
析
は
納
得
や

体
得
の
後
に
従
う
。

　

弁
証
法
的
構
造
を
も
つ
行
為
的
直
観
の
運
動
は
、
世
界
に
視
点
を
移
す
と
世
界
自

身
が
「
自
己
限
定
す
る
」
こ
と
に
な
る
。
次
の
引
用
で
確
認
し
よ
う
。

　

作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
、
矛
盾
的
自
己
同
一
と
し
て
、
世
界
が
個
性

的
に
自
己
自
身
を
限
定
し
行
く
所
に
、
主
体
が
環
境
を
、
環
境
が
主
体
を
限
定
す

る
と
云
い
得
る
の
で
あ
）
34
（
る
。

　
「
環
境
」
は
、
具
体
的
に
は
、
世
界
の
下
位
に
位
置
す
る
国
家
、
人
種
、
社
会
、

そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
グ
ル
ー
プ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
環
境
」
は
、
そ
こ

に
お
い
て
生
き
る
「
主
体
」（
各
主
体
）
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
ま
た
そ
の

「
主
体
」
を
限
定
し
返
す
。
視
点
を
変
え
て
、
そ
の
よ
う
な
種
々
の
主
体
間
で
、
相

互
に
働
き
か
け
合
う
運
動
す
べ
て
が
起
こ
っ
て
い
る
世
界
の
側
か
ら
見
る
と
、「
世

界
が
自
己
限
定
す
る
」
と
も
言
え
る
。
し
か
も
「
個
性
的
に
」
で
あ
る
。
無
数
の
各

主
体
の
個
性
的
自
己
限
定
が
反
映
さ
れ
た
環
境
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
さ
ら
に
各
環

境
の
個
性
的
自
己
限
定
が
世
界
に
反
映
さ
れ
る
。

　
「
作
ら
れ
た
も
の
」
は
働
き
か
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
作
る
も
の
」
は
働
き
か

け
る
も
の
で
あ
る
が
、「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
と
表
現
さ
れ
た
連
続

性
は
身
体
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
く
る
の
か
。

　

種
が
環
境
を
形
成
す
る
と
云
う
こ
と
は
…
…
世
界
が
個
性
的
に
自
己
自
身
を
構

成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
身
体
と
い
う
も
の
が
構
成
せ
ら
れ
、
歴
史
的
個
と

し
て
我
々
は
行
為
的
直
観
的
に
物
を
見
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
併
し
歴
史
の

弁
証
法
的
運
動
と
い
う
の
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
現
在
は
何
処
ま
で
も
決
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定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
否
定
せ
ら
れ
る
べ
く
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
作
ら
れ
た
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
作
る
も
の
を
作
っ

て
行
く
。
そ
こ
に
断
絶
の
連
続
、
無
の
自
己
限
定
が
あ
る
の
で
あ
る
。
相
反
す
る

両
方
向
の
何
れ
か
に
基
本
的
な
も
の
を
置
け
ば
、
歴
史
的
運
動
と
い
う
も
の
は
な

い
…
…
。
個
性
的
に
自
己
自
身
を
構
成
し
行
く
と
云
う
こ
と
は
、
作
用
か
ら
作
用

へ
の
連
続
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
の
連

続
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
歴
史
的
連
続
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
作
ら
れ

た
も
の
は
、
作
る
も
の
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
作
る
も
の
を
作
っ

て
行
く
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
芸
術
的
創
作
作
用
に
於
て
の
如
）
35
（
く
）。

　

先
に
触
れ
た
が
、
身
体
は
単
に
生
物
的
あ
る
い
は
動
物
的
な
も
の
で
あ
る
の
み
な

ら
ず
、
こ
こ
で
明
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
歴
史
的
世
界
の
営
み
に
お
い
て
こ
そ

「
構
成
さ
れ
る
」
も
の
な
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
身
体
は
歴
史
的
世
界
に
存
在
す
る
個

と
し
て
の
人
間
で
あ
り
、「
行
為
的
直
観
的
に
物
を
見
る
」。
行
為
的
直
観
の
定
義
で

は
「
我
々
は
行
為
に
よ
っ
て
物
を
見
、
物
が
我
を
限
定
す
る
と
共
に
我
が
物
を
限
定

す
る
」
と
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
従
う
な
ら
、
主
体
が
対
象
と
な
る
物
を
見
る
、
つ

ま
り
直
観
す
る
と
、
主
体
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
ま
た
は
変
化
を
加
え
ら
れ
た
は
ず

の
物
か
ら
、
今
度
は
次
の
働
き
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
物
が
主
体
に
働
き
か
け
る
と
い

う
こ
と
が
起
こ
る
と
説
明
で
き
る
。
物
が
主
体
の
内
に
働
き
を
呼
ぶ
の
だ
。
言
い
換

え
れ
ば
、
こ
の
一
連
の
事
態
が
、
主
体
が
「
行
為
に
よ
っ
て
物
を
見
」
る
こ
と
、
つ

ま
り
「
直
観
」
で
あ
る
。
次
に
ま
た
こ
の
直
観
を
と
お
し
て
、
主
体
は
物
に
働
き
か

け
、
働
き
か
け
た
物
か
ら
新
た
に
働
き
を
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
働
き
は
、

必
ず
身
体
を
と
お
し
て
行
な
わ
れ
る
。
引
用
か
ら
読
み
と
れ
る
よ
う
に
、「
世
界
が

個
性
的
に
自
己
自
身
を
構
成
す
る
」
と
こ
ろ
、
ま
た
は
自
己
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
身

体
が
「
構
成
」
さ
れ
る
。
こ
の
身
体
の
「
構
成
」
は
、
文
脈
か
ら
、
単
一
で
は
な
く

複
数
の
身
体
的
個
が
世
界
の
構
成
要
素
と
し
て
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
し
て
よ
い
か

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
行
為
と
直
観
の
連
関
は
、「
作
ら
れ
た
も
の
」
か
ら
ま
た
「
作
る
も

の
へ
」
と
連
続
し
て
ゆ
く
。
ひ
と
た
び
、
あ
る
現
在
に
お
い
て
物
が
「
作
ら
れ
る
」

と
、
す
で
に
そ
れ
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
即
、
過
去
に
追
い
や
ら
れ
る
。
そ

し
て
次
の
瞬
間
、「
作
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
に
働
き
か
け
、
再
び
主
体
か
ら
働

き
か
け
ら
れ
「
作
ら
れ
る
」。
こ
れ
が
、
引
用
に
あ
る
「
現
在
は
…
…
否
定
せ
ら
れ

る
べ
く
決
定
せ
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
「
作
る
も

の
」
と
は
、
い
ず
れ
も
絶
対
に
独
立
し
て
お
り
、
断
続
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

歴
史
的
に
必
然
的
に
連
続
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ
う
な
「
断
続
の
連
続
」
の
流
れ
の
中

で
構
成
さ
れ
る
身
体
は
、「
歴
史
的
身
体
」
と
呼
ば
れ
る
。

　

ま
た
、「
行
為
的
直
観
の
世
界
は
無
限
な
る
表
現
の
世
界
」
で
あ
り
「
我
々
の
行

為
は
す
べ
て
表
現
作
用
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
36
（
い
」。「
表
現
」
と
は
、
文
学
や
芸
術

で
生
み
出
さ
れ
る
表
現
の
よ
う
に
特
殊
な
形
態
の
も
の
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
。「
我
々
の
肉
体
的
衝
動
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
、
表
現
的
世
界
の
個
物
的
限
定

と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
37
（

い
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
た
と
え
日

常
的
な
身
体
の
動
き
一
つ
に
し
て
も
表
現
的
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

物
は
す
べ
て
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
併
し
物
が
表
現
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
と
云
う
の
は
、
物
が
物
で
な
く

な
る
と
い
う
の
で
は
な
い
、
世
界
が
物
質
性
を
失
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
物

は
一
層
深
き
意
味
に
於
て
の
物
と
な
る
の
で
あ
）
38
（

る
。

　

こ
の
一
節
が
示
唆
す
る
の
は
、
物
も
「
表
現
的
」
に
な
り
得
る
が
、
そ
れ
は
行
為

的
直
観
的
に
物
と
連
続
す
る
身
体
的
自
己
に
よ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
物
に
働
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き
か
け
表
現
的
に
働
か
せ
る
原
動
力
は
、
自
己
の
意
志
で
あ
る
。
物
が
「
表
現
的
に

自
己
自
身
を
限
定
す
る
」
は
、「
物
が
物
自
身
を
創
造
す
）
39
（
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

表
現
と
は
創
造
で
あ
る
。
一
面
か
ら
見
れ
ば
作
る
こ
と
で
あ
り
、
他
面
か
ら
見
れ
ば

作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
物
が
物
で
な
く
な
る
」
あ
る
い
は
「
世
界
が
物
質
性
を

失
う
」
の
で
は
な
い
と
あ
る
よ
う
に
、
抽
象
化
さ
れ
た
空
間
に
お
け
る
物
の
物
質
性

を
す
べ
て
排
除
し
て
考
え
、
内
部
知
覚
の
世
界
に
偏
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
も
主
体
の
側
と
物
の
側
、
両
方
と
も
弁
証
法
的
に
、
表
現
的
に
自
己
限
定
す
る

の
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、「
物
は
一
層
深
き
意
味
に
於
て
の
物
と
な
る
」。
内
的
、

外
的
に
、
物
の
物
と
し
て
の
表
現
性
、
創
造
性
が
豊
か
に
な
る
、
ひ
い
て
は
物
の
物

と
し
て
の
意
味
が
充
実
し
て
く
る
。

　
「
身
体
論
」
の
解
説
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
行
為
的
直
観
（
行
為
に
よ
っ
て
物
を

見
る
）
に
お
け
る
「
行
為
」
と
「
直
観
」
と
の
連
関
に
つ
い
て
、
藤
田
正
勝
の
解
釈

に
倣
い
簡
潔
に
整
理
し
て
お
く
。
藤
田
は
そ
こ
に
次
の
よ
う
な
四
つ
の
意
味
を
見
出

し
て
い
る
。
一
「
物
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
表
現
的
に
立
ち
現
れ
る
」、
二
「
行
為

が
表
現
的
な
も
の
に
よ
っ
て
「
呼
び
起
さ
れ
る
」」、
三
「
物
を
作
る
」（
＝
制
作
）、

四
「
自
ら
作
っ
た
も
の
を
見
）
40
（

る
」。
こ
の
四
契
機
に
起
こ
る
事
態
の
連
関
の
も
と
、

直
観
が
行
為
に
結
び
つ
い
て
ゆ
く
。

三　

顔
の
身
体
論
的
考
察

　

身
体
と
し
て
の
顔
も
、
西
田
的
に
表
現
す
る
な
ら
「
作
ら
れ
た
顔
か
ら
作
る
顔

へ
」
と
な
ろ
う
。
時
間
を
か
け
習
慣
と
共
に
な
さ
れ
た
容
貌
や
人
相
で
は
な
く
、
一

瞬
ご
と
に
変
化
す
る
表
情
に
限
定
し
て
考
え
て
み
る
。
何
ら
か
の
契
機
に
引
き
起
こ

さ
れ
た
、
快
、
不
快
な
ど
の
経
験
が
肉
体
的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
が
「
作
ら
れ
た

顔
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、「
作
る
顔
」
と
は
何
か
に
表
現
的
に
働
き
か
け
、
何
か
を

創
造
す
る
顔
」
と
で
も
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
父
親
に
頭
を
撫
で
ら
れ
た
幼
子
が
、
嬉

し
く
て
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
る
。
そ
の
様
子
を
見
た
父
親
も
、
い
と
お
し
む
気
持

ち
が
込
み
上
げ
て
き
て
優
し
い
笑
顔
に
な
る
。
よ
く
見
か
け
る
ご
く
日
常
的
な
情
景

で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
例
で
あ
る
。

　

見
落
と
し
て
は
な
ら
ぬ
点
は
、
作
ら
れ
た
顔
と
作
る
顔
が
同
じ
一
人
の
人
間
の
顔

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
作
ら
れ
た
も
の
か
ら
作
る
も
の
へ
」
で
も
、
一
つ
の

「
も
の
」
の
有
す
る
、
働
き
を
受
け
な
が
ら
働
き
か
け
る
と
い
う
主
体
即
客
体
の
矛

盾
的
二
面
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
観
察
対
象
と
し
て
の
物
と
見
な
さ
れ
る
顔
の
表

情
で
は
な
く
、
歴
史
的
世
界
か
ら
生
ま
れ
る
主
体
と
し
て
の
顔
の
表
情
で
あ
る
。
和

辻
が
顔
の
特
性
を
「
人
間
存
在
の
核
心
的
意
義
を
も
つ
」
と
し
た
こ
と
は
、
先
に
言

及
し
た
。
顔
は
身
体
の
中
の
特
別
な
表
現
機
関
で
あ
る
わ
け
だ
が
、「
手
」
と
比
較

し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　

西
田
は
、
手
を
「
制
作
的
身
体
」
の
最
た
る
器
官
だ
と
見
な
し
て
い
る
よ
う
だ
。

「
手
と
い
う
も
の
で
物
を
分
け
る
と
か
、
又
手
で
摑
ん
で
一
緒
に
す
る
と
か
い
う
よ

う
に
、
色
々
の
智
力
と
い
う
も
の
は
手
か
ら
発
達
し
）
41
（
た
」
と
い
う
点
に
着
目
し
、
独

自
の
術
語
を
交
え
、
手
は
「
形
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
す
る
行
為
的
直
観
的
器
官

で
あ
る
の
で
あ
る
。
手
は
外
部
的
脳
髄
と
云
わ
れ
る
と
云
う
が
、
私
は
又
逆
に
脳
髄

は
内
部
的
手
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
）
42
（

う
」
と
述
べ
て
い
る
。
手
が
理
性
を
司
る

身
体
的
脳
と
で
も
呼
べ
る
器
官
だ
と
す
る
な
ら
、
重
要
な
感
官
を
統
合
し
て
い
る
顔

に
つ
い
て
は
、
そ
の
情
動
の
表
出
を
担
う
と
い
う
役
割
が
十
分
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
手
の
よ
う
に
直
接
物
を
変
更
し
形
を
作
る
の
で
は
な
い
が
、
西
田
の
定
義

し
た
本
質
に
従
え
ば
、
顔
も
や
は
り
物
を
作
る
身
体
で
あ
る
は
ず
だ
。

　

表
情
の
共
同
性

　

和
辻
は
、
顔
の
問
題
を
多
少
と
も
視
野
に
入
れ
た
身
体
論
者
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
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再
び
、
彼
の
「
肉
体
と
心
の
不
可
分
性
」
に
関
す
る
論
に
立
ち
返
り
、「
作
ら
れ
た

表
情
」
と
「
作
る
表
情
」
と
の
連
関
を
説
明
し
て
み
た
い
。
西
田
の
行
為
的
直
観
は
、

和
辻
の
身
体
観
と
反
発
し
合
う
も
の
で
は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
む
し
ろ
発
展
と
考

え
て
よ
い
。
和
辻
に
よ
る
と
、
私
た
ち
が
日
常
接
す
る
人
の
身
体
は
、「
生
理
的
学

的
対
象
」
で
は
な
く
「
行
為
の
主
体
の
表
現
」
あ
る
い
は
「
実
践
的
連
関
の
表
現
」

で
あ
る
と
い
う
。「
就
職
口
を
頼
み
に
行
っ
た
相
手
が
首
を
縦
に
振
る
か
横
に
振
る

か
は
生
理
学
的
に
は
無
意
味
で
あ
っ
て
も
実
践
的
に
は
重
大
な
意
味
を
持
っ
て
い

る
」
と
い
う
例
に
は
、
納
得
さ
せ
ら
れ
る
。
重
ね
て
、
個
体
の
肉
体
的
独
立
性
を
認

め
る
こ
と
の
難
し
さ
が
説
か
れ
る
。
和
辻
の
「
人
間
存
在
の
学
」
が
説
く
「
間
柄
」

の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
必
然
的
に
「
肉
体
的
連
関
」
が
成
立
す
る
の
だ
。
母
親
と
嬰

児
は
生
理
学
的
な
肉
体
と
し
て
は
つ
な
が
っ
て
い
な
い
が
、「
主
体
的
な
肉
体
」
と

し
て
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
友
人
に
会
え
な
い
「
さ
び
し
さ
」
も
、「
肉
体
的
接

近
の
欠
如
」
で
あ
る
。
こ
の
肉
体
的
連
関
に
よ
っ
て
、
和
辻
は
「
肉
体
的
感
覚
」
の

「
共
同
性
」
と
い
う
見
方
を
支
持
す
る
が
、
そ
こ
に
表
情
の
問
題
が
浮
上
し
て
く
）
43
（
る
。

　

肉
体
的
感
覚
の
相
違

0

0

0

0

0

0

0

0

は
、
…
…
共
同
性
の
基
盤
に
お
い
て
、
そ
の
限
定
と
し
て

0

0

0

0

0

の
み
見
い
だ
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
…
…
他
人
が
顔
を
し
か
め
た
の
を
見
て
、
そ

れ
が
痛
み
の
ゆ
え
で
あ
る
と
か
熱
さ
の
ゆ
え
で
あ
る
と
か
推
論
し
得
る
の
は
、
す

で
に
痛
み
や
熱
さ
を
共
同
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
共
同
性
を
欠
け
ば
表

情
は
表
情
と
し
て
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
表
情
さ
え
も
通
用
し
な
い
と
こ
ろ

で
言
葉
が
発
生
す
る
わ
け
は
な
い
。

　

こ
こ
で
は
、
他
人
の
肉
体
的
痛
み
は
自
分
の
肉
体
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
一
般
的
な
事
実
か
ら
、
肉
体
感
覚
の
「
非
共
同
性
」
と
い
う
結
論
を
導
い
て
し

ま
う
こ
と
に
反
駁
を
加
え
て
い
る
。
自
分
と
他
人
が
「
同
時
に
石
に
足
を
打
た
れ
れ

ば
二
人
は
同
じ
痛
み
を
と
も
に
す
る
」
の
で
、
他
人
だ
け
が
痛
み
を
得
た
場
合
は
、

「
共
同
性
の
欠
如
態
と
し
て
痛
み
の
非
共
同
が
現
わ
れ
）
44
（
る
」
の
で
あ
る
。
和
辻
が
共

同
性
を
主
張
す
る
根
拠
は
、
人
間
は
反
省
的
意
識
以
前
、
す
で
に
根
本
的
に
他
と
の

相
互
理
解
に
よ
る
共
同
生
活
を
行
う
主
体
的
存
在
だ
と
す
る
、
彼
の
間
柄
の
倫
理
学

に
あ
）
45
（
る
。
痛
み
の
感
覚
は
、
相
手
の
顔
に
表
出
し
た
渋
面
を
見
て
推
論
す
る
と
い
う

回
路
を
通
っ
て
了
解
さ
れ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
間
柄
に
根
本
的
に
具
わ
っ
た

契
機
な
の
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
人
間
は
根
本
的
に
、
主
体
的
間
、
身
体

的
間
に
存
在
す
る
。
存
在
の
共
同
基
盤
を
も
つ
か
ら
こ
そ
、
自
分
に
は
欠
如
し
た
生

理
的
痛
み
も
実
感
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
肉
体
と
心
の
不
可
分
性
」
も
肉
体
的
連
関
、
肉
体
的
感
覚
の
共
同
性
と
同
様
の

見
地
か
ら
言
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。「
主
体
が
動
く
と
は
肉
体
が
動
く
こ
と
で
あ
っ

て
、
主
体
と
肉
体
と
の
間
に
全
然
距へ
だ

た
り
が
な
い
」。
故
に
、
本
稿
の
冒
頭
に
引
い

て
お
い
た
が
、
微
笑
と
い
う
肉
体
の
運
動
も
、
情
動
が
起
こ
る
心
の
「
体
験
の
中
に

す
で
に
肉
体
が
契
機
と
し
て
存
し
て
い
る
」
と
い
う
わ
け
だ
。
自
他
の
肉
体
と
肉
体

と
の
連
関
に
お
い
て
感
覚
の
共
有
が
あ
る
の
は
、
つ
ま
り
「
心
理
的
関
係
」
が
成
立

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
そ
れ
も
個
々
の
肉
体
が
体
験
の
契
機
を
含
み
も
っ
て

い
る
か
ら
で
あ
）
46
（

る
。

　

以
上
の
論
に
従
う
な
ら
、
表
情
と
は
、
心
と
肉
体
の
媒
介
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
心
の
表
現
媒
体
と
言
っ
た
方
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
無
形
の
心
模
様
が
、

筋
肉
の
動
き
や
皮
膚
に
刻
ま
れ
る
皺
、
あ
る
い
は
輝
く
眼
光
と
し
て
有
形
化
す
る
の

で
あ
る
。
表
情
と
し
て
現
れ
た
形
は
、
心
の
動
き
の
具
現
で
あ
り
、
証
で
あ
る
。
心

身
不
可
分
の
観
点
か
ら
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
確
認
で
き
る
は
ず
だ
。
で
は
、

対
人
関
係
に
お
け
る
自
他
の
肉
体
的
連
関
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
私
た
ち
は
相
手
の

表
情
を
知
覚
す
る
や
、
直
接
そ
の
表
情
の
無
形
状
態
を
感
知
す
る
の
だ
と
言
え
る
。

相
手
の
心
の
動
き
を
知
り
、
表
情
か
ら
痛
み
、
喜
び
、
悲
し
み
な
ど
の
意
味
も
直
ち
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に
了
解
す
る
。
但
し
、
和
辻
が
力
説
す
る
の
は
、
表
情
の
種
類
別
に
意
味
を
知
っ
て

お
り
同
種
の
も
の
か
ら
類
推
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
相
手
の
表
情
を
知
覚
す
る

と
、
体
験
に
存
す
る
肉
体
的
契
機
に
よ
っ
て
、
即
相
手
の
心
の
動
き
を
知
る
と
い
う

こ
と
だ
。「
形
と
な
っ
た
表
情
」
で
あ
り
同
時
に
「
形
と
し
て
見
ら
れ
た
表
情
」
は
、

私
た
ち
の
心
と
相
手
の
心
に
連
続
性
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

表
情
の
共
同
性
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
説
明
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
が
、
次
に
、

こ
れ
を
踏
ま
え
て
表
情
は
行
為
的
直
観
的
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
考
え
て
み
る
。

西
田
で
は
、
物
を
作
る
「
制
作
的
身
体
」
で
あ
る
こ
と
が
身
体
論
の
優
れ
た
本
質
で

あ
っ
た
。
制
作
的
身
体
と
し
て
の
顔
は
、
二
つ
の
契
機
と
し
て
「
作
ら
れ
た
顔
」
と

「
作
る
顔
」
を
も
つ
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
作
る
」、「
表
現
す
る
」、「
行
為
す

る
」、「
直
観
す
る
」
あ
る
い
は
「
見
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
密
接
に
連
関
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
「
顔
が
何
か
を
作
る
」
と
い
う
の
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
こ
れ
に
対
し

て
「
顔
を
作
る
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。

　

藤
田
の
四
つ
の
意
義
に
よ
れ
ば
、
一
．
相
手
の
顔
に
表
情
が
浮
か
ぶ
、
二
．
そ
の

表
情
を
見
た
私
の
内
に
行
為
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
（
相
手
の
表
情
が
私
に
行
為
を
起

こ
さ
せ
る
）、
三
．
私
（
＝
相
手
の
表
情
）
が
物
を
作
る
、
四
．
私
は
そ
の
作
ら
れ

た
物
を
見
る
。
こ
こ
で
、
行
為
と
は
単
な
る
身
体
的
動
き
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な

く
、
制
作
を
も
意
味
す
る
。「
表
情
が
作
る
」
も
の
は
、
そ
れ
を
見
た
私
の
表
情
、

身
振
り
の
よ
う
な
身
体
的
制
作
物
、
言
語
表
現
、
そ
の
他
写
真
や
絵
画
な
ど
可
能
性

は
多
方
面
に
あ
る
だ
ろ
う
。
表
情
が
現
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
表
情
が
何
か
を
作
る
こ

と
は
、
対
人
関
係
の
場
で
見
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
辻
の
間
柄
が
主
に

携
わ
る
問
題
で
あ
っ
た
。

　
「
表
情
を
作
る
」
と
い
う
の
は
、
肉
体
的
連
関
か
ら
引
き
出
し
た
「
形
と
な
っ
た

表
情
」
と
「
形
と
し
て
見
ら
れ
た
表
情
」
の
い
ず
れ
に
も
相
当
し
な
い
。
と
い
う
の

も
、
和
辻
の
説
く
共
同
性
は
反
省
的
意
識
以
前
の
、
言
わ
ば
純
粋
経
験
の
相
互
理
解

を
基
盤
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
表
情
を
作
る
」
が
含
ま
れ
て
こ
な
い
。

人
が
対
人
関
係
外
の
場
に
一
人
で
い
る
時
、
自
然
に
出
て
く
る
思
案
の
表
情
、
ま
た

は
無
邪
気
な
子
供
の
何
の
思
惑
も
な
い
驚
き
の
表
情
な
ど
は
、「
作
る
」
表
情
と
は

言
え
な
い
。

　

ま
た
「
表
情
を
作
る
」
は
、
一
見
、
行
為
的
直
観
の
「
作
ら
れ
た
表
情
」「
作
る

表
情
」
の
二
面
と
も
相
容
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
行
為
と
直
観
の
連
関
に
お
い
て

は
、「
私
（
＝
相
手
の
表
情
）
が
物
を
作
る
」
の
意
義
に
相
当
す
る
、
目
的
を
も
っ

た
能
動
的
な
動
き
だ
と
理
解
で
き
よ
う
。
行
為
的
直
観
の
制
作
に
含
ま
れ
て
く
る
の

は
、
意
識
的
、
意
図
的
、
計
画
的
な
ど
と
形
容
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
。
人
は
自
分
の

身
体
が
動
い
て
初
め
て
そ
れ
が
自
分
の
身
体
だ
と
認
識
す
る
。
し
か
も
単
に
動
作
す

る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
何
か
を
制
作
す
る
の
で
な
け
れ
ば
分
か
ら
な
い
と
西
田
は

言
）
47
（
う
。
顔
も
そ
う
だ
。
鏡
を
使
っ
て
意
識
的
に
見
る
時
、
表
情
を
作
る
時
に
自
分
の

顔
だ
、
身
体
だ
と
い
う
こ
と
を
実
感
す
る
。
表
情
を
作
る
と
い
う
の
は
、
顔
の
動
作

の
中
で
も
非
常
に
意
識
的
な
場
合
で
あ
ろ
う
。

　

不
正
直
な
笑
い

　

そ
こ
で
気
づ
く
の
は
、
表
情
は
必
ず
し
も
正
直
に
作
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
笑
い
を
例
に
取
ろ
う
。
疑
い
得
な
い
笑
顔
が
あ
る
一
方

で
、
い
わ
ゆ
る
笑
っ
た
表
情
で
あ
る
の
に
、
そ
の
真
意
を
測
り
か
ね
る
も
の
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
も
そ
も
笑
顔
の
真
意
と
は
何
か
。
笑
顔
は
喜
び
、
楽
し
さ
、
嬉
し
さ
と

い
う
情
動
表
現
に
限
定
さ
れ
る
の
か
。
ま
た
、
喜
び
の
表
出
は
確
か
に
笑
顔
だ
が
、

「
作
り
笑
い
」
と
い
う
表
現
が
示
す
如
く
偽
り
の
場
合
も
あ
る
。
笑
い
に
も
多
種
あ

り
、「
照
れ
笑
い
」「
含
み
笑
い
」「
馬
鹿
笑
い
」「
薄
笑
い
」「
愛
想
笑
い
」「
追
従
笑

い
」「
お
世
辞
笑
い
」
な
ど
か
ら
、
笑
い
の
不
思
議
、
真
意
の
読
み
難
さ
を
思
い
知

ら
さ
れ
る
。
喜
び
を
確
信
さ
せ
な
い
不
正
直
な
笑
い
の
表
情
が
、
い
か
に
多
様
に
表
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出
す
る
こ
と
か
。

　

ポ
ー
ル
・
エ
ク
マ
ン
に
よ
る
顔
の
心
理
学
的
研
究
で
も
、
心
か
ら
楽
し
ん
で
は
い

な
い
、
偽
り
や
噓
の
笑
い
の
あ
る
こ
と
が
科
学
的
に
証
明
さ
れ
て
い
る
。
正
直
な
喜

び
は
、
意
図
的
に
収
縮
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
目
の
周
り
の
外
側
の
筋
肉
の
関
与
に

よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
い
う
。
俳
優
は
、
自
然
な
笑
顔
を
作
る
た
め
、
演
技
で

見
せ
た
い
感
情
を
生
み
だ
す
よ
う
な
「
思
い
出
を
心
の
中
で
呼
び
起
こ
」
す
の
だ
。

エ
ク
マ
ン
は
、
不
正
直
な
笑
い
を
「
楽
し
く
な
い
笑
い
」
と
見
な
し
、
苦
境
に
立
た

さ
れ
た
レ
ー
ガ
ン
元
大
統
領
の
「
み
じ
め
な
笑
い
、
も
し
く
は
「
笑
っ
て
こ
ら
え

る
」
笑
い
」
や
、
辞
任
時
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
別
れ
の
挨
拶
を
し
た
ニ
ク
ソ
ン
元
大

統
領
の
見
せ
た
、
後
悔
や
絶
望
の
感
情
を
制
御
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
か
す
か
な
笑

い
」
を
、
写
真
つ
き
で
解
説
し
て
い
る
。
不
正
直
な
笑
い
と
は
、
要
す
る
に
「
楽
し

さ
と
他
の
感
情
」
が
複
数
入
り
混
じ
っ
て
形
成
さ
れ
た
表
情
）
48
（
で
、
曖
昧
な
笑
い
だ
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

大
統
領
の
よ
う
な
公
職
に
就
く
人
物
の
顔
は
、
常
に
大
勢
の
目
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

二
人
の
例
は
ど
ち
ら
も
、
隠
し
き
れ
な
い
辛
い
感
情
が
露
わ
に
な
り
、
そ
れ
で
も
職

務
上
何
と
か
対
面
を
取
り
繕
っ
た
と
い
う
笑
い
だ
。
表
情
を
作
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、

完
全
に
自
己
制
御
で
き
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
反
省
的
意
識
以
前
の
正
直
な
辛

い
表
情
が
出
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
覆
う
よ
う
に
し
て
笑
い
を
作
っ
て
い
る
。

　

行
為
的
直
観
的
に
言
い
換
え
て
み
よ
う
。
政
治
的
状
況
に
よ
り
窮
地
に
立
た
さ
れ

た
各
大
統
領
の
表
情
、
情
動
の
総
合
的
表
情
、
こ
れ
が
「
作
ら
れ
た
顔
」
で
あ
る
。

人
前
に
い
る
あ
る
瞬
間
に
起
こ
っ
た
「
苦
」
と
い
う
情
動
が
自
発
的
に
身
体
上
の
形

と
な
る
が
、
即
座
に
顔
と
い
う
身
体
的
自
己
は
そ
れ
を
直
観
し
、
大
統
領
と
し
て
の

職
務
上
の
意
志
か
ら
「
笑
い
を
作
っ
た
」。
こ
れ
が
「
作
る
顔
」
だ
。
す
な
わ
ち
、

そ
こ
で
「
作
ら
れ
た
（
苦
の
）
顔
」
か
ら
「（
笑
い
を
）
作
る
顔
」
へ
と
継
続
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
不
正
直
で
曖
昧
な
笑
い
は
、「
作
ら
れ
た
表
情
」
と

「
作
る
表
情
」
の
結
び
と
し
て
形
成
さ
れ
た
と
言
え
る
。「
顔
（
表
情
）
を
作
る
」
こ

と
は
反
省
的
意
識
に
よ
る
が
、
果
た
し
て
、
私
た
ち
は
ど
の
程
度
ま
で
身
体
と
し
て

の
顔
を
知
り
、
制
御
で
き
て
い
る
の
か
。
思
う
と
お
り
に
動
か
せ
て
い
る
の
か
。
思

い
と
実
際
の
動
き
に
は
ず
れ
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
思
う
よ
う
に

内
を
外
に
表
現
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
ず
れ
も
一
種
の
不
正
直
か
も
し
れ

な
い
。

　

表
情
の
不
正
直
を
問
題
と
す
る
一
つ
の
重
要
な
意
義
は
、
そ
れ
が
対
人
関
係
に
お

い
て
現
れ
る
こ
と
に
あ
る
。
曖
昧
で
分
か
り
難
い
表
情
と
受
け
取
ら
れ
る
不
正
直
な

笑
い
は
、
未
だ
形
に
な
っ
て
い
な
い
心
と
表
裏
一
体
を
な
す
。
私
た
ち
は
日
常
、
明

晰
な
表
情
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
曖
昧
な
表
情
に
も
囲
ま
れ
て
生
き
て
い

る
。
一
人
一
人
の
人
間
の
表
情
は
刻
々
と
変
化
す
る
が
、
私
た
ち
は
、
複
数
の
他
者

の
そ
の
変
化
す
る
曖
昧
で
不
正
直
な
表
情
を
直
観
し
、
自
ら
行
為
す
る
と
い
う
こ
と

を
繰
り
返
し
て
い
る
。
複
雑
化
し
た
社
会
の
中
で
生
き
る
人
間
の
心
の
動
き
は
多
様

で
、
静
ま
る
こ
と
の
方
が
珍
し
い
の
で
は
な
い
か
。
対
人
関
係
に
お
い
て
他
者
の
表

情
を
直
観
し
、
行
為
し
、
自
分
に
も
表
情
が
現
れ
る
。
表
情
の
裏
側
の
心
は
、
喜
び
、

苦
し
み
、
迷
い
、
憎
み
、
怒
り
、
傷
つ
き
、
立
ち
直
り
、
勇
気
を
出
し
、
希
望
に
満

ち
、
ま
た
苦
し
み
、
悲
し
み
、
悔
み
、
そ
れ
か
ら
賢
明
に
な
り
と
い
う
具
合
に
、
動

く
こ
と
が
常
態
で
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
多
様
な
動
き
の
複
合
は
、

微
妙
な
表
情
を
作
り
出
す
。
複
合
の
仕
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
肉
体
的
形
態
と
意
志
に

よ
り―

時
に
不
正
直
と
不
誠
実
の
意
識
に
よ
り―

人
格
的
、
個
性
的
と
な
る
。
そ
し

て
、
自
己
が
他
者
の
表
情
を
直
観
す
る
仕
方
も
、
ど
こ
ま
で
も
自
由
で
人
格
的
、
個

性
的
な
の
で
あ
る
。

　

モ
ナ
・
リ
ザ
の
微
笑

　

ど
こ
ま
で
も
個
性
を
表
出
す
る
そ
の
よ
う
な
顔
を
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
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上
原
麻
有
子

が
い
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
は
「
仮
面
」prosôpon

を
作
り
、
役
者
は
劇
中
人
物

の
役
を
示
す
た
め
こ
れ
を
つ
け
た
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
は
ラ
テ
ン
語
に
翻
訳
さ
れ

persona
と
な
る
が
、
後
に
「
人
格
」
の
意
を
獲
得
す
る
。
西
洋
言
語
に
お
け
る
、

仮
面
と
人
と
の
深
い
つ
な
が
り
が
見
て
と
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
日
本
は
優
れ
た
面
作

り
の
伝
統
を
も
つ
文
化
で
あ
る
が
、
和
辻
は
、
伎
楽
面
が
「
一
定
の
表
情
の
思
い
切

っ
た
類
型
化
」
を
試
み
て
い
る
の
に
対
し
、
能
面
は
「
積
極
的
な
表
情
を
注
意
深
く

拭ぬ
ぐ

い
去
っ
た
も
の
」
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。
能
面
か
ら
は
人
ら
し
さ
が
徹
底
的
に
抜

き
去
ら
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
面
を
か
け
た
役
者
が
「
動
く
肢
体
」
を
得
る
と
、

「
表
情
を
抜
き
去
っ
て
あ
る
は
ず
の
能
面
が
実
に
豊
富
き
わ
ま
り
の
な
い
表
情
を
示

し
始
め
る
」
と
い
う
。
和
辻
は
伎
楽
、
能
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
の
表
現
法
に
、
他
文
化

に
比
類
な
き
日
本
の
面
作
者
の
「
芸
術
的
苦
心
」
を
読
み
と
る
。
彼
自
身
を
引
き
つ

け
た
「
顔
面
の
不
思
議
」
が
、
芸
術
家
を
「
肉
体
の
美
し
さ
よ
り
も
む
し
ろ
肉
体
に

お
け
る
「
人
」」
の
表
現
へ
と
駆
り
た
て
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
和
辻
は
述
べ

て
い
）
49
（
る
。
能
面
に
つ
い
て
は
、
肉
体
に
お
け
る
「
人
」
を
表
現
す
る
べ
く
、「
人
ら

し
さ
」
を
抜
き
去
る
と
い
う
逆
説
的
な
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。

　

顔
の
不
思
議
が
見
事
に
描
き
出
さ
れ
た
絵
画
が
あ
る
。「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
で
あ
る
。

こ
の
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
微
笑
に
導
か
れ
、
そ
の
謎
に
つ
い
て
、
古
今
あ
ら
ゆ
る
解

釈
が
な
さ
れ
て
き
た
。
下
村
寅
太
郎
は
、
一
つ
の
微
笑
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
語
ら
れ
た

こ
と
に
驚
嘆
す
る
が
、「「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
微
笑
に
お
い
て
微
笑
し
か
見
な
い
の
は

未
だ
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
を
見
て
い
な
い
こ
と
で
あ
）
50
（

る
」
と
言
う
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
自
然
科
学
者
の
眼
に
よ
っ
て
、
自
然
に
は
輪

郭
や
境
界
を
ひ
く
線
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
見
抜
き
、
生
動
表
現
の
絵
画
的
追
究
と

し
て
ス
フ
マ
ト
な
る
技
法
を
生
み
出
し
た
。
自
然
の
輪
郭
は
、
明
暗
の
内
に
漸
減
し

消
え
て
ゆ
く
。
科
学
と
芸
術
の
融
合
で
あ
る
。
そ
の
ス
フ
マ
ト
が
、
表
情
を
絵
画
の

理
念
と
し
た
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
「
微
笑
」
を
顕
現
さ
せ
た
。「
見
え
る
も
の
に
お
い

て
見
え
な
い
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
や
が
て
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
も

の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」。
下
村
は
こ
の
微
笑
に
哲
学
的
な
解
釈
を
施
し
た
。「
言
葉

に
な
ら
ぬ
言
葉
」、「
沈
黙
と
言
葉
と
の
間
に
あ
る
」
あ
る
い
は
「
語
り
に
至
ら
な
い

語
り
か
け
」
と
し
て
の
微
笑
、
そ
し
て
「
本
質
的
に
暗
示
的
」
な
微
笑
と
い
う
も
の

に
、
無
限
定
な
心
の
有
様
を
透
視
し
た
の
だ
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
初
期
の
作
品
は
手

や
指
さ
し
で
表
現
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
さ
し
示
す
「
も
の
」
が
あ
る
が
、
微
笑
に

は
な
い
。
手
や
指
さ
し
に
よ
る
限
定
の
表
現
は
、
ス
フ
マ
ト
に
よ
り
微
笑
の
無
限
定

の
表
現
に
変
わ
っ
た
。
そ
し
て
、「
微
笑
は
人
間
の
表
情
の
ス
フ
マ
ト
」
と
な
る
。

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
明
瞭
な
表
現
に
向
か
う
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
明
瞭
に
表
現
し
得

る
も
の
の
彼
方

0

0

を
暗
示
的
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
」。
明
瞭
さ
は
、
そ
こ
で
は
絵
画

表
現
の
本
質
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
な
い
。
ス
フ
マ
ト
的
微
笑
は
、
従
っ
て
、「
一
切

の
表
現
を
含
蓄
し
て
、
か
つ
一
切
の
表
現
を
超
え
た
も
の
を
示
唆
す
る
」。
微
笑
の

謎
は
、
そ
の
非
限
定
性
か
ら
来
る
の
だ
と
、
下
村
は
一
節
を
結
）
51
（
ぶ
。

　

限
定
さ
れ
な
い
微
笑
と
は
、
純
粋
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
、

生
涯
か
け
て
「
人
間
の
顔
の
多
様
性
の
研
）
52
（
究
」
へ
と
全
生
命
力
を
賭
し
た
代
表
作
が
、

「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
だ
。
哲
学
者
と
も
評
さ
れ
る
微
笑
の
表
現
者
に
は
、
現
実
の
人
の

表
情
、
お
そ
ら
く
モ
デ
ル
と
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
ジ
ョ
コ
ン
ド
夫
人
の
顔
の
表
情
を

参
照
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
突
き
抜
け
て
見
え
て
い
た
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

い
や
、
表
情
の
研
究
者
と
し
て
年
月
を
経
つ
つ
見
え
て
き
た
も
の
と
言
っ
た
方
が
当

た
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
純
粋
経
験
的
な
心
を
人
間
の
表
情
で
描
く
こ
と
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
も
は
や
、
象
徴
と
し
て
の
聖
女
の
顔
で
は
な
い
。「
作
り
作

ら
れ
る
」
そ
の
ま
ま
の
表
情
、
そ
れ
こ
そ
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
た
ど
り
着
い
た
、
成
熟

し
た
人
間
の
誠
意
で
あ
っ
た
。
す
べ
て
を
指
し
示
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
微
笑
、
無

表
情
で
は
な
く
微
笑
が
、
哲
学
者
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
知
っ
た
絵
画
表
現
へ
の
真
実
で

あ
っ
た
の
だ
。
彼
に
は
見
え
て
い
て
も
届
か
な
か
っ
た
、
あ
ま
り
に
も
多
く
の
自
ら
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
十
九
号　

二
〇
一
一
年

の
心
の
深
遠
の
動
き
が
、
そ
こ
に
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。

　

冗
舌
な
心
情
を
寡
黙
な
表
情
に
消
し
込
ん
で
し
ま
っ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
の
芸
術
家
に

よ
る
手
法
は
、
ど
こ
か
、
能
面
上
に
刻
ま
れ
た
生
を
消
去
し
た
無
表
情
の
彫
り
に
似

て
い
な
い
か
。
か
た
や
人
間
の
素
顔
を
科
学
的
分
析
に
基
づ
い
て
描
い
た
絵
画
、
か

た
や
抽
象
的
な
描
き
方
で
人
間
の
心
を
刻
み
こ
ん
だ
演
劇
の
面
、
そ
れ
抜
き
に
は
能

の
演
技
を
説
明
で
き
な
い
も
）
53
（
の
。
表
情
の
不
思
議
と
は
取
り
も
直
さ
ず
心
の
不
思
議

で
も
あ
る
が
、
表
現
を
道
と
す
る
者
は
人
間
の
顔
の
表
情
に
引
か
れ
、
自
己
の
心
の

果
て
し
な
き
彼
方
を
見
極
め
た
。
語
り
す
ぎ
な
い
こ
と
に
込
め
ら
れ
た
真
実
が
、
作

り
作
ら
れ
、
そ
し
て
再
び
作
る
芸
術
作
品
と
し
て
の
顔
に
直
観
さ
れ
る
。

註（
1
）　

同
名
の
随
筆
集
『
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
』（
一
九
三
七
年
）
の
一
つ
で
、『
和
辻
哲
郎
全
集
』
第
十
七
巻

（
岩
波
書
店
）
所
収
。
本
稿
で
は
、
岩
波
文
庫
版
『
和
辻
哲
郎
随
筆
集
』（
一
九
九
五
年
）
か
ら
引
用

す
る
。

（
2
）　

同
右
（
一
九
九
五
年
）、
二
一
〜
二
二
頁
。

（
3
）　

同
右
、
二
七
頁
。

（
4
）　

小
坂
国
継
「
日
本
語
と
身
体
」『
場
所
』
第
三
号
（
西
田
哲
学
研
究
会
編
、
二
〇
〇
四
年
）、
二
六

頁
。

（
5
）　

和
辻
哲
郎
『
倫
理
学
』（
一
）（
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
〇
一
頁
。

（
6
）　D

escartes, Les passions de l’âm
e 

（GF Flam
m
arion, Paris, 1996

）, p.168.

（
7
）　

中
期
思
想
を
特
徴
づ
け
る
論
理
形
成
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
（「
西
田
幾
多
郎
の
「
場
所
」
に
見
る

形
な
き
も
の
の
形
」『
明
星
大
学
研
究
紀
要　

日
本
文
化
学
部
・
言
語
文
化
学
科
』
第
一
六
号
、
六

五
〜
七
八
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
8
）　
「
歴
史
的
身
体
」『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）、
二
七
一
頁
。

同
篇
は
、
一
九
三
七
年
、
長
野
市
女
子
専
門
学
校
で
行
な
わ
れ
た
講
演
の
筆
記
。
ま
た
、
本
稿
で
は

全
集
か
ら
引
用
す
る
際
、
一
部
の
旧
漢
字
お
よ
び
旧
仮
名
遣
い
は
当
用
漢
字
お
よ
び
新
仮
名
遣
い
に

改
め
た
。
以
下
、『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
は
Ｎ
Ｋ
Ｚ
と
略
記
す
る
。

（
9
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
1
（
一
九
七
八
年
）、
九
頁
。

（
10
）　

前
掲
、
Ｎ
Ｋ
Ｚ
14
、
二
六
六
頁
。

（
11
）　

前
掲
書
（
注
7
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
12
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
1
、
一
一
、
一
八
、
四
一
頁
。

（
13
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
14
、
二
七
二
頁
。

（
14
）　

野
家
「
歴
史
の
中
の
身
体
」『
没
後
五
十
年
記
念
論
文
集―

西
田
哲
学
』（
創
文
社
、
一
九
九
四

年
）、
七
五
〜
八
八
頁
。

（
15
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
2
（
一
九
七
八
年
）、
二
三
八
〜
二
三
九
頁
。

（
16
）　

フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
る
「
絶
対
自
我absolutes 

Ich

」
の
影
響
の
も
と
に
使
わ
れ
た
用
語
（
Ｎ
Ｋ
Ｚ

2
、
二
八
三
頁
）。
ま
た
西
田
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
記
憶m

ém
oire

」
の
概
念
に
共
鳴
し
、「
記
憶

に
よ
っ
て
我
々
は
個
人
の
根
柢
か
ら
働
く
こ
と
が
で
き
、
思
惟
に
よ
っ
て
我
々
は
客
観
界
の
根
柢
か

ら
働
く
こ
と
が
で
き
、
意
志
に
依
っ
て
我
々
は
種
々
な
る
客
観
界
を
超
越
し
て
、
創
造
的
進
化
即
ち

純
粋
持
続
其
者
と
な
る
の
で
あ
る
。
…
…
記
憶
の
立
場
即
ち
表
象
の
立
場
に
於
て
は
、
そ
こ
に
自
由

な
る
創
像
の
世
界
、
空
想
の
世
界
が
あ
り
、
思
惟
の
立
場
に
於
て
は
、
そ
こ
に
科
学
者
の
所
謂
仮
説

の
世
界
が
あ
り
、
意
志
の
立
場
に
於
て
は
我
々
は
自
由
に
実
在
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
即
ち

自
由
意
志
の
世
界
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
Ｎ
Ｋ
Ｚ
2
、
二
六
八
〜
二
六
九
頁
）。

（
17
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
2
、
二
八
四
〜
二
八
七
頁
。

（
18
）　
「
自
己
が
対
象
を
見
る
」
の
で
は
な
く
、「
自
己
が
自
己
の
中
に
自
己
を
見
る
」
と
い
う
非
対
象
化

の
形
式
。

（
19
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
6
（『
無
の
自
覚
的
限
定
』
一
九
七
九
年
）、
四
〇
八
〜
四
〇
九
頁
。

 （
20
）　

引
用
の
文
脈
を
読
み
と
る
に
は
、
本
書
以
降
の
論
考
、「
論
理
と
生
命
」（『
哲
学
論
文
集　

第
二
』

Ｎ
Ｋ
Ｚ
8
、
一
九
七
九
年
、
例
え
ば
二
八
四
〜
二
八
五
頁
）
を
参
考
に
読
み
合
わ
せ
る
と
よ
い
。
西

田
は
「
…
…
我
々
の
自
己
を
否
定
す
る
知
的
対
象
界
、
即
ち
物
質
界
」
と
述
べ
て
い
る
。

（
21
）　

同
右
、
三
二
八
頁
。

（
22
）　
「
私
と
汝
」
Ｎ
Ｋ
Ｚ
6
、
二
〇
二
頁
。

（
23
）　

西
田
に
従
っ
て
ご
く
大
ま
か
に
言
う
と
、
自
然
界
に
お
け
る
概
念
的
知
識
、
意
識
界
に
お
け
る
自

覚
的
知
識
、
そ
し
て
叡
智
的
世
界
に
お
け
る
直
観
的
知
識
の
こ
と
。
前
掲
書
（
注
7
）
に
要
点
を
解

説
し
た
が
、
詳
し
く
は
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
五
巻
を
参
照
の
こ
と
。

（
24
）　
「
総
説
」『
哲
学
の
根
本
問
題
』
Ｎ
Ｋ
Ｚ
7
（
一
九
七
九
年
）、
一
七
三
頁
。

 （
25
）　
「
行
為
的
直
観
」『
哲
学
論
文
集　

第
二
』
Ｎ
Ｋ
Ｚ
8
、
五
四
一
頁
。

（
26
）　
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」『
哲
学
論
文
集　

第
一
』
Ｎ
Ｋ
Ｚ
8
、
一
二
八
頁
。

（
27
）　

藤
田
正
勝
「
後
期
西
田
哲
学
の
問
い―

「
行
為
的
直
観
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
の
哲
学　

特
集

自
己
・
他
者
・
間
柄
』
第
6
号
（
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
編
、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
五
年
）、
一
一

六
頁
。

（
28
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
8
、
五
四
二
頁
。

（
29
）　

同
右
、
一
三
一
頁
。

（
30
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
8
、
一
〇
七
〜
一
〇
九
頁
。
西
田
は
、「
時
は
現
在
が
現
在
自
身
を
限
定
す
る
こ
と
か
ら
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西
田
幾
多
郎
の
身
体
論
に
基
づ
く
一
つ
の
考
察　
　
　

上
原
麻
有
子

成
立
す
る
」
と
す
る
。
自
己
は
、
一
般
的
な
意
味
で
理
解
さ
れ
る
「
単
に
一
瞬
一
瞬
に
消
え
行
く
」

点
の
「
直
線
的
」
進
行
と
し
て
の
時
の
み
な
ら
ず
、
過
去
と
未
来
が
結
び
つ
く
円
環
的
な
時
、―

し

か
し
そ
れ
は
時
を
否
定
す
る
こ
と―

を
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
。
円
環
的
時
と
は
、
ご
く

簡
単
に
言
う
と
「
表
象
意
識
」
の
統
一
、
そ
し
て
「
意
識
一
般
」
で
あ
る
。

（
31
）　

同
右
、
一
一
二
〜
一
一
五
頁
。
実
在
的
空
間
は
、
自
己
の
「
内
的
統
一
の
世
界
」
と
も
解
釈
で
き

る
。
西
田
に
よ
れ
ば
、
個
人
的
自
己
と
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
に
お
け
る
個
と
し
て
の
存
在
で
あ
り
、

「
生
産
点
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
世
界
の
あ
る
現
実
と
い
う
も
の
が
言
え
の
る
は
、
こ
の
よ
う
な
存

在
の
自
己
限
定
に
よ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
場
所
の
論
理
に
従
え
ば
、
同
時
に
そ
れ
は
世
界
の
自

己
限
定
で
も
あ
る
た
め
、
世
界
の
生
産
点
だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
32
）　

前
掲
（
野
家
、
注
14
）、
九
〇
頁
。

（
33
）　

同
右
、
五
四
九
頁
。

（
34
）　

同
右
、
五
四
六
頁
。

 （
35
）　

同
右
、
五
四
六
〜
五
四
七
頁
。

（
36
）　

同
右
、
一
四
六
〜
一
四
七
頁
。

（
37
）　

同
右
、
一
七
九
頁
。

（
38
）　

同
右
、
一
四
三
頁
。

（
39
）　

同
右
、
一
四
六
頁
。

（
40
）　

前
掲
（
藤
田
、
注
27
）、
一
一
八
〜
一
一
九
頁
。

（
41
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
14
、
二
七
九
頁
。

（
42
）　
「
生
命
」『
哲
学
論
文
集　

第
七
』
Ｎ
Ｋ
Ｚ
11
（
一
九
七
九
年
）、
三
〇
〇
頁
。

（
43
）　

前
掲
（
和
辻
、
注
5
）、
九
二
〜
九
六
頁
。

 （
44
）　

同
右
、
九
七
頁
。

（
45
）　

和
辻
「
人
間
存
在
の
倫
理
学
」『
京
都
哲
学
撰
書
』
第
8
巻
（
燈
影
舎
、
二
〇
〇
〇
年
）
一
三
五

〜
一
三
六
頁
。

（
46
）　

前
掲
（
和
辻
、
注
5
）、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
。

（
47
）　

Ｎ
Ｋ
Ｚ
14
、
二
八
〇
〜
二
八
一
頁
。

（
48
）　

エ
ク
マ
ン
『
顔
は
口
ほ
ど
に
噓
を
つ
く
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
一
年
）、
三
二
〇
〜
三
二
七

頁
。「
目
の
周
り
の
筋
肉
の
動
き
と
唇
の
動
き
、
両
方
を
と
も
な
う
笑
い
は
、
自
然
な
楽
し
み
を
感

じ
て
い
る
と
き
に
反
応
す
る
脳
の
部
分
（
左
側
頭
部
と
前
頭
部
）
を
活
性
化
さ
せ
る
が
、
唇
の
動
き

の
み
の
笑
い
は
そ
う
で
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
」
と
の
報
告
が
見
ら
れ
る
。

（
49
）　

前
掲
（
和
辻
、
注
1
）、
二
三
〜
二
五
頁
。

（
50
）　
『
レ
オ
ナ
ル
ド
研
究
』（『
下
村
寅
太
郎
著
作
集
』
5
所
収
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
九
二
年
）、
三
六

〇
頁
。

（
51
）　

同
右
、
三
四
七
〜
三
四
八
頁
。

（
52
）　

同
右
、
三
六
六
頁
。

（
53
）　

観
世
寿
夫
『
仮
面
の
演
技
』（『
観
世
寿
夫
著
作
集
』
二
所
収
、
平
凡
社
、
一
九
八
一
年
）、
二
八

二
頁
。




