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は
じ
め
に

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
森
で
ご
ざ
い
ま
す
。
五
年
ほ
ど
前

（
二
〇
〇
〇
年
十
一
月
十
七
日
）
に
「
科
学
と
仏
教
」
と
い
う
テ
ー

マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
東
洋
哲
学
研
究

所
主
催
の
講
演
会
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
は
、
今

回
は
二
回
目
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
科
学
と
仏
教
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
決
し
て
易
し
い
テ
ー
マ

で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
今
回
は
ま
た
大
変
デ
リ
ケ
ー

ト
な
テ
ー
マ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
特
に
東
洋
哲
学
研
究
所
は

「
生
と
死
を
め
ぐ
る
生
命
倫
理
」
と
い
う
書
物
を
シ
リ
ー
ズ
と
し

て
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
の
で
、
う
か
つ
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る

と
お
叱
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
も
勉
強

だ
と
思
い
ま
す
の
で
、
申
し
上
げ
た
い
こ
と
は
申
し
上
げ
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
か
ら
、
も
し
不
都
合
な
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
し

た
ら
、
ど
う
か
厳
し
く
ご
批
判
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

さ
て
ご
く
最
近
も
生
命
倫
理
に
係
わ
る
い
ろ
い
ろ
な
記
事
が

報
道
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
つ
い
一
昨
日
（
二
〇
〇
六
月
十
月
二
十
八

日
）
の
新
聞
（
朝
日
新
聞
）
に
は
、
一
昨
昨
日
（
二
十
七
日
）
に
タ

レ
ン
ト
の
向
井
亜
紀
さ
ん
と
元
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
の
高
田
延
彦
さ

仏
教
の
世
界
観
か
ら
見
る
生
命
倫
理

森
　
章
司

連
続
公
開
講
演
会
「
生
命
倫
理
と
宗
教
」
よ
り



ん
夫
婦
が
海
外
で
代
理
出
産
し
た
子
の
、
実
子
と
し
て
の
出
生

届
の
受
理
を
命
じ
た
東
京
高
裁
の
決
定
に
つ
い
て
、
品
川
区
が

最
高
裁
へ
上
告
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
と
い
う
記
事
が
出
て
お

り
ま
し
た
し
、
五
十
歳
代
の
婦
人
が
娘
夫
婦
の
子
供
を
代
理
出

産
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
同
じ
日
に
行
わ
れ
た
日
本
産

科
婦
人
科
学
会
（
武
谷
雄
二
理
事
長
）
の
常
務
理
事
会
で
は
、
代

理
出
産
を
禁
止
し
た
学
会
の
「
会
告
」
の
違
反
に
対
す
る
処
分

に
つ
い
て
結
論
を
出
さ
な
か
っ
た
と
い
う
記
事
も
出
て
お
り
ま

し
た
。
ま
た
こ
れ
よ
り
少
し
前
に
は
、
愛
媛
県
で
行
わ
れ
た
生

体
腎
移
植
で
、
臓
器
の
売
買
が
あ
っ
た
疑
い
が
あ
る
と
い
う
記

事
も
ご
ざ
い
ま
し
た
。

生
命
に
関
す
る
倫
理
問
題
の
始
ま
り

こ
の
よ
う
に
最
近
話
題
に
な
り
ま
す
生
命
倫
理
の
問
題
は
、

医
学
が
高
度
に
発
達
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
も
と
も

と
は
生
命
に
関
す
る
倫
理
問
題
は
も
っ
と
素
朴
な
と
こ
ろ
に
あ

り
ま
し
た
。
受
胎
調
節
や
人
工
妊
娠
中
絶
な
ど
の
誕
生
に
関
す

る
問
題
と
、
安
楽
死
や
尊
厳
死
な
ど
の
死
に
ま
つ
わ
る
問
題
を
、

ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。

安
楽
死
や
尊
厳
死
は
と
も
か
く
と
し
ま
し
て
、
今
の
日
本
で

は
受
胎
調
節
を
し
て
い
な
い
夫
婦
は
め
っ
た
に
な
い
と
思
い
ま

す
。
ま
た
人
工
妊
娠
中
絶
も
現
在
で
は
ご
く
当
然
の
こ
と
と
し

て
、
あ
ま
り
抵
抗
な
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
こ
れ
ら
が
か
つ
て
は
問
題
で
あ
っ
た
の
は
、
子
供
は
神
か

ら
の
授
か
り
物
、
生
き
死
に
は
寿
命
で
あ
っ
て
、
本
来
、
神
の

領
域
・
神
秘
の
領
域
に
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
を
、

何
ら
か
の
形
で
人
の
意
思
、
人
の
手
を
介
入
さ
せ
て
よ
い
か
と

い
う
こ
と
が
問
わ
れ
た
か
ら
で
す
。

今
で
も
カ
ト
リ
ッ
ク
で
は
建
前
と
し
て
は
、
オ
ギ
ノ
式
な
ど

の
自
然
な
形
で
の
受
胎
調
節
以
外
の
受
胎
調
節
は
許
さ
れ
な
い

と
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
必
ず
し
も
等
閑
視
さ
れ
て
よ
い
問

題
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
人
工
妊
娠
中
絶
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
当
然
生
命
倫
理
の
問
題
と
し
て
、
あ
る
い
は
法

律
の
問
題
と
し
て
改
め
て
議
論
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
い

ま
す
。

し
か
し
今
で
は
科
学
技
術
の
進
歩
に
伴
い
ま
し
て
、
さ
ら
に

多
様
な
問
題
が
生
じ
て
き
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
生
殖

178
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の
領
域
で
は
、
人
工
受
精
や
体
外
受
精
は
す
で
に
当
然
の
こ
と

で
、
新
た
に
代
理
母
、
男
女
産
み
分
け
、
受
精
卵
の
遺
伝
子
診

断
、
遺
伝
子
移
植
あ
る
い
は
ク
ロ
ー
ン
と
い
っ
た
も
の
ま
で
拡

が
っ
て
き
ま
し
た
。

病
気
治
療
の
領
域
で
は
、
か
つ
て
は
輸
血
の
是
非
が
問
わ
れ

た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
特
殊
な
問
題
で
あ
る
と
し

て
も
、
脳
死
の
問
題
は
も
う
過
去
の
問
題
と
な
り
ま
し
て
、
臓

器
移
植
も
今
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
生

体
臓
器
の
移
植
は
、
臓
器
の
売
買
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
ま
す

が
、
肉
親
親
族
の
間
の
移
植
は
、
あ
ま
り
議
論
も
さ
れ
な
い
ま

ま
に
今
で
は
普
通
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
む
し
ろ
最
近
は
ヒ
ト
の
臓
器
や
器
官
を
作
っ
て
く
れ
る
と

い
う
期
待
か
ら
の
Ｅ
Ｓ
細
胞
（
生
体
の
組
織
や
臓
器
の
元
と
な
る
細

胞
。
受
精
卵
が
細
胞
分
裂
を
繰
り
返
し
て
、
あ
る
程
度
の
細
胞
塊
に
な

っ
た
こ
ろ
を
取
り
出
し
て
培
養
す
る
）
の
問
題
と
か
、
遺
伝
子
治
療

と
い
う
こ
と
が
話
題
に
上
が
っ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

し
た
が
い
ま
し
て
、
今
で
は
生
命
倫
理
の
分
野
で
、
か
つ
て

は
幅
を
利
か
せ
た
「
神
の
領
域
」「
神
秘
の
領
域
」
と
い
う
よ
う

な
言
葉
は
め
っ
た
に
聞
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。
生
命
倫
理
の

議
論
は
、
こ
う
い
う
宗
教
的
な
次
元
を
一
気
に
軽
々
と
飛
び
越

え
て
、
今
で
は
社
会
問
題
と
か
、
法
律
上
の
問
題
と
し
て
論
じ

ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
日
も
今
日
の
講

演
の
た
め
に
参
考
書
を
調
べ
に
大
学
の
図
書
館
に
行
き
ま
し
た
。

図
書
館
は
基
本
的
に
は
日
本
十
進
分
類
法
で
分
類
さ
れ
て
排
架

さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
生
命
倫
理
に
関
す
る
書
物
は
、
わ
た
し

の
予
想
に
反
し
ま
し
て
一
〇
〇
番
台
で
は
な
く
四
〇
〇
番
台
に

排
架
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。
一
〇
〇
番
台
は
宗
教
と
か
哲
学
あ

る
い
は
倫
理
学
の
領
域
で
す
が
、
四
〇
〇
番
台
は
「
自
然
科
学
」

の
領
域
で
ご
ざ
い
ま
す
。

生
命
に
関
す
る
倫
理
問
題
の
日
常
化
と
風
化

こ
の
よ
う
に
、
か
つ
て
は
「
神
の
領
域
」「
神
秘
の
領
域
」
と

し
て
、
一
種
畏
れ
の
感
覚
が
持
た
れ
て
い
た
生
命
倫
理
の
根
源

に
あ
っ
た
も
の
が
、
今
で
は
ご
く
一
般
的
な
事
象
と
し
て
「
日

常
化
」
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
例
を

申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
。

あ
る
報
告
書
に
よ
り
ま
す
と
、
二
〇
〇
三
年
ま
で
に
日
本
で

体
外
受
精
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
子
の
数
は
十
万
百
八
十
九
人
で
、
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二
〇
〇
二
年
の
一
年
間
で
は
一
万
五
千
二
百
三
十
三
人
と
さ
れ

て
い
ま
す
（
坂
本
・
山
田
・
青
木
著
『
二
十
一
世
紀
の
グ
ロ
ー
バ
ル
バ

イ
オ
エ
シ
ッ
ク
ス
　
生
命
倫
理
』
北
樹
出
版
　
二
〇
〇
五
年
九
月
　
一

一
九
頁
）。
体
外
受
精
は
今
で
は
子
供
が
欲
し
く
て
も
得
ら
れ
な

い
夫
婦
の
悩
み
を
解
決
す
る
、
ご
く
普
通
の
「
治
療
」
方
法
の

一
つ
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
一
方
で
は
ち
ょ
っ
と
深
刻
な
数
字
も
ご
ざ
い

ま
す
。
人
工
妊
娠
中
絶
で
す
が
、
厚
生
省
の
統
計
で
は
一
九
九

七
年
は
三
十
三
万
七
千
七
百
九
十
九
件
、
二
〇
〇
一
年
は
三
十

四
万
千
五
百
八
十
八
件
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
同
じ
年
の
新
生

児
の
数
は
一
九
九
七
年
は
百
十
九
万
千
六
百
六
十
五
人
、
二
〇

〇
一
年
は
百
十
七
万
六
百
六
十
二
人
で
す
か
ら
、
新
生
児
に
対

し
て
人
工
中
絶
さ
れ
た
胎
児
の
割
合
は
そ
れ
ぞ
れ
二
八
・
三
％
、

二
九
・
二
％
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
人
工
妊
娠
中
絶
数
と

こ
れ
に
新
生
児
を
足
し
た
も
の
の
割
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
二
・

一
％
、
二
二
・
六
％
に
な
り
ま
す
。
要
す
る
に
い
っ
た
ん
母
胎

に
宿
っ
た
新
し
い
生
命
が
、
五
人
に
一
人
強
の
割
合
で
、
人
工

中
絶
で
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
は
表
面
に
現
れ
た
数
字
で
、
実
際
に
は
こ
の
数

倍
の
堕
胎
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
だ
れ
し
も
が
認
め
る
と
こ

ろ
で
す
。
あ
る
報
告
書
に
よ
り
ま
す
と
、
中
絶
に
必
ず
使
わ
れ

る
薬
の
年
間
使
用
量
か
ら
推
測
す
る
と
、
多
く
て
五
百
万
件
、

ど
ん
な
に
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
三
百
万
件
は
あ
る
と
推
定
さ

れ
る
と
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
新
生
児
の
三
倍
に
も
四
倍

に
も
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
多
す
ぎ
る
と
し
て
も
、
し
か
し

統
計
的
数
字
に
表
れ
た
人
工
中
絶
の
三
倍
は
闇
の
堕
胎
が
行
わ

れ
て
い
る
と
見
る
の
は
常
識
的
な
線
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
新
生
児
の
数
以
上
の
胎
児
の
命
が
日
の
目
を
見
な

い
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

仏
教
の
世
界
観
か
ら
い
え
ば
、
人
間
の
一
生
は
お
母
さ
ん
の

お
腹
の
中
で
、
受
精
卵
が
生
ま
れ
た
と
き
に
始
ま
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
か
つ
て
イ
ン
ド
で
は
年
齢
は
こ
の
時
点
か
ら
数
え
て

お
り
ま
し
た
。
お
釈
迦
さ
ま
は
八
十
歳
で
亡
く
な
っ
た
と
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
お
母
さ
ん
で
あ
る
摩
耶
夫
人
の
お
腹
に

入
っ
た
時
点
か
ら
数
え
た
も
の
で
す
。
お
釈
迦
さ
ま
の
誕
生
日

は
日
本
で
は
四
月
八
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
母
さ

ん
の
お
腹
か
ら
お
ぎ
ゃ
ー
と
生
ま
れ
た
日
で
あ
り
ま
し
て
、
本

当
の
誕
生
日
は
摩
耶
夫
人
の
お
腹
の
中
に
入
っ
た
そ
の
十
ヶ
月



前
に
な
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
人
は
お
母
さ
ん
の
お
腹
の

「
中
か
ら
」
生
ま
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
お
母
さ
ん
の
お
腹
の

「
中
に
」
生
ま
れ
る
の
で
す
。
後
で
お
話
し
し
ま
す
が
、
仏
教
で

は
人
は
輪
廻
転
生
す
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
か
ら
、
入
胎
の
日

を
誕
生
と
し
な
い
と
、
死
ん
で
か
ら
生
ま
れ
る
ま
で
の
間
に
空

白
の
期
間
が
生
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

こ
の
よ
う
に
胎
児
は
す
で
に
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
で
人
生

を
歩
み
は
じ
め
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
も
し
お
坊
さ
ん
が
堕

胎
処
置
を
し
た
と
し
た
ら
、
仏
教
の
戒
律
で
は
殺
人
罪
と
し
て

教
団
を
追
放
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
日
本
で

は
大
体
年
間
百
万
人
ほ
ど
の
赤
ち
ゃ
ん
が
誕
生
を
祝
福
さ
れ
て

生
ま
れ
て
く
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
数
以
上
の
赤
ち
ゃ
ん
が
殺

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
殺
人
」
が
日
常

化
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
れ
は
大
変
由
々
し
い
事
柄
で
す
。
決

し
て
「
風
化
」
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
も
う
一
度

生
命
倫
理
の
舞
台
に
引
き
上
げ
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

「
生
命
倫
理
」
と
い
う
言
葉
は
、bioethics

と
い
う
英
語
の

訳
語
で
す
が
、
こ
の
言
葉
は
ア
メ
リ
カ
の
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大

学
の
医
学
部
の
教
授
で
あ
っ
たV

.R
.P

otter

と
い
う
人
が
最
初
に

使
い
は
じ
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
一
九
七

〇
年
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
だ
三
十
五
年
く
ら
い
し
か
た
っ
て

お
り
ま
せ
ん
。

イ
ギ
リ
ス
で
最
初
の
い
わ
ゆ
る
「
試
験
管
ベ
ビ
ー
」
が
生
ま

れ
ま
し
た
の
は
一
九
七
八
年
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
日
本
で

は
一
九
八
四
年
の
こ
と
で
す
。
そ
の
子
た
ち
が
今
ど
う
し
て
い

る
の
か
知
り
ま
せ
ん
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
子
は
今
年
で
二
十
八
歳
、

日
本
の
子
は
ま
だ
二
十
二
歳
で
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
体

外
受
精
の
「
風
化
」
も
ち
ょ
っ
と
早
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
な
が
ら
、
確
か
に
生
殖
医
療
や
病
気
治
療
の
技
術
、

あ
る
い
は
遺
伝
子
操
作
の
技
術
は
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
進
み
、

こ
の
こ
と
は
医
療
分
野
の
み
で
な
く
、
福
祉
と
か
環
境
問
題
、

法
律
問
題
、
少
子
化
へ
の
対
応
策
と
い
っ
た
人
口
問
題
、
貧
困

に
よ
る
臓
器
売
買
な
ど
の
犯
罪
や
、
食
料
政
策
、
遺
伝
子
操
作

を
さ
れ
た
食
べ
物
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
る
健
康
へ
の
影
響
と
い

っ
た
問
題
な
ど
、
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
も
影
響
を
及
ぼ
し

始
め
て
お
り
ま
し
て
、
今
で
は
「
生
命
倫
理
」
は
こ
の
よ
う
な
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大
き
な
視
点
で
考
え
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
も
事
実
で

ご
ざ
い
ま
す
。

代
理
出
産
に
つ
い
て
の
識
者
の
意
見

ま
た
い
ち
い
ち
の
事
象
は
個
別
的
で
あ
り
ま
し
て
、
し
か
も

そ
れ
ぞ
れ
の
事
例
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
意
見
が
あ
り
え
ま
す
。

例
え
ば
、
娘
夫
婦
の
子
供
を
代
理
出
産
し
た
閉
経
後
の
母
親

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
十
日
ほ
ど
前
の
十
月
二
十
一
日
の
朝
日

新
聞
は
「
ど
う
み
る
代
理
出
産
」
と
い
う
見
出
し
で
、
三
人
の

識
者
の
意
見
を
載
せ
て
お
り
ま
す
。
皆
さ
ん
の
中
に
も
お
読
み

に
な
ら
れ
た
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。

一
人
は
荒
木
勤
と
い
う
日
本
医
科
大
学
の
学
長
さ
ん
で
、
代

理
出
産
を
禁
止
し
た
「
会
告
」
を
出
し
た
当
時
の
日
本
産
科
婦

人
科
学
会
の
会
長
さ
ん
を
や
っ
て
お
ら
れ
た
方
で
す
。
そ
の
時

に
は①

生
み
の
母
か
ら
引
き
離
す
な
ど
、
産
ま
れ
て
く
る
子
の
福

祉
に
反
す
る
。

②
代
理
母
と
な
る
第
三
者
に
身
体
的
・
精
神
的
負
担
を
負
わ

せ
る
。

③
家
族
関
係
を
複
雑
に
す
る
。

④
代
理
母
契
約
を
社
会
が
容
認
し
て
い
な
い
。

と
い
う
四
つ
の
理
由
を
挙
げ
て
禁
止
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
も

ち
ろ
ん
神
秘
の
領
域
を
侵
す
と
い
う
よ
う
な
理
由
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
も
こ
の
談
話
で
は
荒
木
先
生
は
、
向
井
夫
婦
の
よ
う

に
海
外
で
代
理
出
産
を
す
る
人
が
増
え
て
い
る
と
い
う
現
状
か

ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
危
惧
さ
れ
る
事
柄
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
世
論

や
患
者
の
声
に
応
じ
て
認
め
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
人
は
松
原
洋
子
と
い
う
立
命
館
大
学
大
学
院
の
先
端

総
合
学
術
研
究
科
の
先
生
で
す
が
、
通
常
の
妊
娠
・
出
産
で
も

危
険
性
が
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
る
こ
と

を
恐
れ
て
産
婦
人
科
の
医
師
に
な
り
手
が
な
い
よ
う
な
状
況
で

は
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
と
い
う
こ
と
で
、
反
対
の
立
場
を
取

っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

も
う
一
人
は
こ
の
代
理
出
産
を
実
施
し
た
当
事
者
の
根
津
八

ね

つ

や

紘ひ
ろ

医
師
（
諏
訪
マ
タ
ニ
テ
ィ
ー
ク
リ
ニ
ッ
ク
院
長
）
で
あ
り
ま
し
て
、

「
卵
子
や
精
子
が
な
い
、
子
宮
が
な
い
と
い
う
出
産
が
不
可
能
な
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夫
婦
の
、
そ
れ
で
も
子
供
が
持
ち
た
い
と
い
う
人
の
願
い
に
目

を
背
け
る
の
で
は
私
の
心
が
救
わ
れ
な
い
」
と
語
っ
て
お
ら
れ

ま
す
か
ら
、
患
者
の
願
い
を
か
な
え
る
の
は
医
師
と
し
て
の
務

め
と
い
う
こ
と
が
、
こ
れ
を
実
施
し
た
も
っ
と
も
大
き
な
理
由

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
女
性
を
子

供
を
生
む
道
具
に
し
て
い
る
と
い
う
批
判
は
、
海
外
か
ら
労
働

力
と
子
孫
を
残
す
道
具
と
し
て
花
嫁
を
も
ら
う
の
と
同
じ
で
あ

る
と
か
、
海
外
の
代
理
出
産
を
放
置
し
て
国
内
で
禁
止
す
る
の

は
不
法
廃
棄
物
を
海
外
に
捨
て
る
の
と
同
じ
、
五
十
歳
台
の
妊

娠
出
産
が
危
険
を
伴
う
の
は
高
齢
者
の
ス
ポ
ー
ツ
や
登
山
と
同

じ
、
そ
も
そ
も
医
療
と
い
う
の
は
一
種
の
人
体
実
験
の
積
み
重

ね
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
ち
ょ
っ
と
乱
暴

と
い
え
ば
言
え
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
一
つ
の

理
屈
で
し
ょ
う
。

同
じ
朝
日
新
聞
で
す
が
、
こ
の
代
理
出
産
が
報
じ
ら
れ
た
十

月
十
六
日
の
朝
刊
に
は
、
識
者
の
声
と
し
て
国
際
体
外
受
精
学

会
長
の
森も

り

崇
英

た
か
ひ
で

・
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
「
夫
婦
が
子
を
得
よ

う
と
す
る
の
は
固
有
の
権
利
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
以
外
に
方
法

の
な
い
夫
婦
か
ら
機
会
を
奪
う
こ
と
は
、
幸
福
追
求
権
の
侵
害

と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
談
話
が
載
せ
ら
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
養
い
親
に
よ
る
「
つ
ぎ
き
家
族
の
会
」
の
野
口
佳

矢
子
事
務
局
長
の
談
話
と
し
て
、「
子
供
が
大
き
く
な
っ
て
真
実

を
知
っ
た
と
き
、
ど
う
受
け
止
め
る
だ
ろ
う
か
」「
将
来
の
子
供

の
気
持
ち
を
考
え
た
ら
、
祖
母
が
代
理
母
に
な
る
選
択
は
で
き

な
い
と
思
う
」
と
い
う
言
葉
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
お
話
し
い
た
し
ま
す
よ
う
に
、
私
も
生
ま
れ
て
く

る
子
供
の
気
持
ち
を
も
っ
と
も
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
う
者
で
す
が
、
こ
の
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
つ
い
て
は
、
先

程
の
日
本
医
科
大
学
の
荒
木
先
生
は
、「
出
自
を
知
る
権
利
は
保

障
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
け
れ
ど
も
、
こ
の
代
理
母
で
生

ま
れ
た
子
に
「
親
が
む
や
み
に
代
理
出
産
を
明
か
す
こ
と
は
な

い
と
思
う
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
し
、
根
津
先
生
も
代
理
出

産
や
非
配
偶
者
間
の
体
外
受
精
を
施
す
際
に
も
、「
後
に
続
く
人

の
た
め
、
逃
げ
隠
れ
せ
ず
行
き
ま
し
ょ
う
と
話
し
て
手
続
き
を

始
め
る
」
け
れ
ど
も
、
子
供
が
産
ま
れ
た
後
も
連
絡
を
取
り
続
け

て
く
れ
る
人
は
、
一
割
に
減
っ
て
し
ま
う
と
嘆
か
れ
て
い
ま
す
。

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
方
法
で
子
を
生
む
母
親
・
父
親
や
当

事
者
た
ち
は
、
生
ま
れ
て
く
る
子
に
は
事
実
関
係
を
知
ら
せ
な
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い
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
ど
の
よ

う
な
心
情
が
働
い
て
い
る
の
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
何
か
後
ろ

め
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
事

実
関
係
を
隠
す
と
い
う
の
は
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
た
め
を

考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
し
そ
れ
が
正
し
い
と
い

う
信
念
が
あ
れ
ば
、
生
ま
れ
た
子
供
に
そ
れ
を
隠
す
必
要
は
な

い
は
ず
で
す
。
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
子

供
に
対
し
て
親
の
持
つ
べ
き
責
任
は
、
普
通
の
親
が
持
つ
べ
き

責
任
の
数
倍
も
、
数
十
倍
も
重
い
と
思
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
責

任
を
背
負
い
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

生
命
倫
理
と
人
生
観
・
世
界
観

こ
の
よ
う
に
生
命
倫
理
は
現
代
社
会
に
お
い
て
は
多
様
な
領

域
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
か
ら
議
論
さ
れ
る
こ
と
が
必

要
で
す
。
し
か
し
先
程
か
ら
申
し
上
げ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、

私
は
生
命
倫
理
の
問
題
を
も
う
一
度
原
点
に
立
ち
返
っ
て
、
宗

教
・
哲
学
の
次
元
で
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
う
し
な
い
と
お
そ
ら
く
こ
の
領
域
の
技
術
は
止
め
ど
も

な
く
進
ん
で
、
い
つ
の
間
に
か
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
よ
う
な
恐
れ
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
Ｓ
Ｆ
映
画
が
描
く
よ
う
な
世
界
に
な

っ
て
か
ら
し
ま
っ
た
と
思
っ
て
も
、
も
う
遅
い
わ
け
で
ご
ざ
い

ま
す
。

ま
た
生
命
倫
理
の
問
題
は
、
原
点
に
帰
れ
ば
本
来
は
私
た
ち

一
人
ひ
と
り
の
問
題
で
、
簡
単
に
い
え
ば
、
私
自
身
が
死
の
床

に
横
た
わ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
死
を
ど
う
受
け
入
れ
る
べ
き
か
、

私
自
身
が
不
治
の
病
に
か
か
っ
た
と
き
に
そ
の
病
気
と
ど
う
向

き
合
う
べ
き
か
、
あ
る
い
は
私
自
身
に
子
供
が
授
か
ら
な
い
の

で
あ
れ
ば
、
ど
う
い
う
態
度
で
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
こ
と
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
お
医
者
さ
ん
で
も
、

法
律
家
・
政
治
家
で
も
、
宗
教
家
で
も
、
一
人
の
人
間
と
し
て

な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
そ
の
際
も
っ
と
も
大
切
な
の
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
、
確
固
と
し
た
正
し
い
世
界
観
・
人
生
観
を
も
っ
て
い
る

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
正
し
い
人
生
観
・
世
界
観
に
は
い

ろ
い
ろ
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
仏
教
徒
で
、
し
か
も
釈
迦
佛

教
を
中
心
に
勉
強
し
て
き
て
、
私
は
こ
の
教
え
は
正
し
い
と
信

じ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
今
日
は
こ
の
立
場
の
世
界
観
を
お
話
し
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さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、
生
命
倫
理
を
考
え
る
参
考
に
供
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
「
釈
迦
仏
教
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
聞
き
な
れ
な

い
言
葉
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
実
は
こ
の
言
葉
は
私
も
最
近

に
な
っ
て
使
い
は
じ
め
た
も
の
で
す
か
ら
、
決
し
て
一
般
的
に

な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
今
か
ら
二
千
五
百
年
ほ
ど
前

に
イ
ン
ド
に
お
生
ま
れ
に
な
っ
た
お
釈
迦
様
の
教
え
で
あ
り
ま

し
て
、
一
般
に
は
南
方
上
座
仏
教
と
か
初
期
仏
教
な
ど
と
呼
ば

れ
て
お
り
ま
す
。
あ
る
い
は
大
乗
仏
教
に
対
す
る
小
乗
仏
教
と

い
う
呼
ば
れ
方
も
し
ま
す
が
、
差
別
的
呼
称
で
あ
る
小
乗
仏
教

は
論
外
と
し
て
も
、
南
方
仏
教
に
し
て
も
、
初
期
仏
教
に
し
て

も
、
決
し
て
正
当
な
呼
び
方
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
釈
迦
仏

教
は
決
し
て
ス
リ
ラ
ン
カ
や
タ
イ
な
ど
、
南
方
に
伝
わ
っ
た
の

み
で
は
な
く
、
中
国
に
も
日
本
に
も
伝
わ
っ
た
の
で
す
し
、
七

世
紀
の
半
ば
ご
ろ
に
イ
ン
ド
に
旅
行
し
た
三
蔵
法
師
と
し
て
有

名
な
玄
奘
三
藏
の
旅
行
記
に
よ
れ
ば
、
そ
の
頃
の
仏
教
は
大
乗

仏
教
よ
り
も
む
し
ろ
釈
迦
仏
教
の
方
が
盛
ん
で
あ
っ
た
わ
け
で

す
か
ら
、
決
し
て
時
代
的
に
初
期
だ
け
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
大
乗
仏
教
が
阿
弥
陀
如
来
と
か
、
薬
師
如
来
、
大
日

如
来
、
あ
る
い
は
同
じ
釈
迦
如
来
と
い
っ
て
も
久
遠
実
成
の
釈

迦
如
来
の
教
え
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
初
期
仏
教
や
南
方
仏
教

は
歴
史
上
の
釈
迦
如
来
の
教
え
を
拠
り
所
に
し
て
い
る
と
い
う

意
味
で
、「
釈
迦
仏
教
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
い
う
こ
と
で
ご

ざ
い
ま
す
。

釈
迦
仏
教
の
世
界
観
﹇
１
﹈

―

こ
の
人
生
は
一
度
き
り
で
は
な
い

―

さ
て
釈
迦
仏
教
の
人
生
観
・
世
界
観
の
柱
は
、
ま
ず
第
一
に

私
た
ち
が
今
生
き
て
い
る
こ
の
生
は
一
回
き
り
で
は
な
い
、
前

も
あ
っ
た
し
、
続
き
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
用
語
を

使
っ
て
い
え
ば
、
記
憶
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
ど
こ
か
前
世
か

ら
今
世
に
や
っ
て
来
て
、
は
っ
き
り
は
分
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
、

ど
こ
か
来
世
に
つ
な
が
る
「
輪
廻
」
の
な
か
の
一
コ
マ
で
す
よ

と
い
う
こ
と
で
す
。

よ
く
仏
教
学
者
は
、
お
釈
迦
さ
ん
は
私
た
ち
の
死
後
が
あ
る

か
な
い
か
と
問
わ
れ
た
と
き
に
、
あ
る
と
も
な
い
と
も
答
え
ら

れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
輪
廻
転
生
と
い
う
の
は
俗
説
で
あ
っ
て
、
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お
釈
迦
さ
ん
の
本
当
の
教
え
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
わ
れ

ま
す
。
詳
し
い
こ
と
は
「
死
後
・
輪
廻
は
あ
る
か

―
「
無
記
」

「
十
二
縁
起
」「
無
我
」
の
再
考

―
」（『
東
洋
学
論
叢
』
第
三
十
号

東
洋
大
学
文
学
部
　
二
〇
〇
六
年
三
月
）
と
い
う
私
の
論
文
を
読
ん

で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
お
釈
迦
さ
ん
が
あ
る
と
も

な
い
と
も
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
は
私
た
ち
衆
生
の

死
後
で
は
な
く
、「
輪
廻
を
解
脱
し
た
仏
さ
ま
の
死
後
は
あ
る
か

な
い
か
」
と
問
わ
れ
た
か
ら
で
す
。

し
か
し
私
た
ち
衆
生
が
輪
廻
転
生
す
る
と
い
う
の
は
仏
教
の

人
生
観
・
世
界
観
の
基
礎
で
す
。
も
し
死
ん
だ
ら
そ
れ
っ
き
り

で
、
輪
廻
し
な
い
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
も
そ
も
お
葬
式
や
、
一

周
忌
や
三
周
忌
な
ど
の
年
忌
法
要
を
や
る
意
味
は
あ
り
ま
せ
ん
。

死
後
が
な
け
れ
ば
極
楽
往
生
と
い
う
こ
と
も
あ
り
え
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
釈
迦
仏
教
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
仏
教
に
通
じ
て

い
え
る
こ
と
で
、
お
経
や
日
蓮
上
人
を
は
じ
め
と
す
る
昔
の
祖

師
方
の
書
か
れ
た
も
の
の
中
に
、
私
た
ち
衆
生
は
こ
の
世
で
死

ん
だ
ら
そ
れ
っ
き
り
だ
な
ど
と
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
な
ら
、

お
目
に
か
か
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
こ
れ
を
信
じ
る
か
ど
う
か
は
個
人
の
勝
手
で
す
。
し

か
し
仏
教
学
者
と
し
て
釈
尊
は
輪
廻
を
説
か
れ
な
か
っ
た
、
死

後
が
あ
る
と
言
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
と
す
る
な
ら
ば
、
断
固

反
対
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
個
人
の
信
条
を
問
わ
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
て
、
仏
教
の
教
え
を
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で

す
。こ

の
よ
う
に
人
生
は
こ
れ
っ
き
り
で
は
な
い
、
次
に
続
く
生

も
あ
る
と
考
え
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
信
じ
ら
れ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
た
と
い
病
気
に
な
っ
て
死
期
は
近
い
と
宣
告
さ
れ
て
も
、

そ
の
受
け
止
め
方
は
だ
い
ぶ
違
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

偉
そ
う
な
口
を
き
い
て
、
実
際
に
そ
の
時
に
な
っ
て
み
る
と

醜
態
を
さ
ら
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
学
生
諸
君
の
前
で

も
、
今
私
は
、
私
自
身
が
こ
こ
に
い
る
と
自
覚
し
て
い
る
私
が
、

全
く
の
無
か
ら
偶
然
に
ポ
ン
と
現
れ
て
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
、
記
憶
し
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く

る
前
に
も
私
と
い
う
存
在
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
今
の
私
と
し
て

こ
こ
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持
っ
て
い
る
、
し
た
が

っ
て
私
が
死
ん
だ
ら
、
今
私
と
い
う
自
覚
を
し
て
い
る
私
が
、

雲
散
霧
消
し
て
跡
形
も
な
く
消
え
て
し
ま
う
と
も
考
え
ら
れ
な

い
、
ど
こ
か
別
の
形
で
生
存
を
続
け
る
に
違
い
な
い
と
信
じ
て
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い
る
か
ら
、
死
ぬ
こ
と
は
怖
く
な
い
、
私
は
悪
い
こ
と
、
や
ま

し
い
こ
と
を
し
て
こ
な
か
っ
た
し
、
そ
こ
そ
こ
よ
い
こ
と
を
し

よ
う
と
努
力
し
て
き
た
か
ら
、
死
ん
で
今
度
生
ま
れ
る
と
き
に

は
ど
ん
な
所
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
か
楽
し
み
だ
、
と
い
う
話
を

し
て
い
ま
す
。

先
日
、
東
大
病
院
の
終
末
期
医
療
班
の
チ
ー
フ
を
し
て
お
ら

れ
る
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。
先
生
は
終
末
医
療
の
担
当

者
に
任
命
さ
れ
た
と
き
に
、
そ
の
精
神
的
支
柱
を
仏
教
に
期
待

し
て
勉
強
し
て
み
た
が
、
求
め
る
よ
う
な
も
の
は
得
ら
れ
な
い

の
で
失
望
し
た
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
、
私
は
こ
れ
が
仏
教
の
人

生
観
だ
と
思
い
ま
す
よ
と
、
今
の
よ
う
な
お
話
し
を
し
ま
し
た

ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
求
め
て
い
た
の
だ
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の

で
、
私
の
本
を
さ
し
上
げ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
多
分
先
生
は
、

仏
教
は
死
後
を
説
か
な
い
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
説
を
お
読
み

に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

「
こ
の
人
生
は
こ
れ
き
り
で
は
な
い
」
と
い
う
世
界
観
は
、

生
命
倫
理
を
考
え
る
と
き
の
一
つ
の
指
針
に
な
り
う
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

釈
迦
仏
教
の
世
界
観
﹇
２
﹈

―

人
は
自
分
の
意
思
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る

―

釈
迦
仏
教
の
も
う
一
つ
の
人
生
観
・
世
界
観
の
柱
は
、
人
は

自
ら
の
意
思
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

私
の
子
供
も
「
お
父
さ
ん
た
ち
が
勝
手
に
生
ん
で
お
い
て
」
な

ん
て
、
け
し
か
ら
ん
こ
と
を
い
い
ま
す
が
、
本
当
は
自
分
の
意

思
で
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
の
が
仏
教
の
世
界
観
で
す
。
親
た

ち
が
勝
手
に
生
め
る
ん
で
し
た
ら
、
も
っ
と
ま
し
に
生
ん
で
い

る
は
ず
で
す
し
、
第
一
不
妊
で
悩
む
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

釈
迦
仏
教
の
経
典
に
は
、
こ
の
私
達
の
生
き
て
い
る
世
界
や

社
会
、
あ
る
い
は
私
達
一
人
ひ
と
り
の
人
生
は
、
神
が
創
造
し

た
も
の
＝
尊
祐
論
（issaranim

m
å nahetu

）
で
も
な
く
、
偶
然
に
で

き
上
が
っ
た
も
の
＝
無
因
無
縁
論
（ahetu-apaccaya

）
で
も
な
く
、

ま
た
運
命
的
に
決
定
し
て
い
た
も
の
＝
宿
命
造
論

（pubbekatahetu

）
で
も
な
い
、
自
ら
の
行
為
に
よ
っ
て
作
り
だ
し

た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
業
論
（k

a
m

m
a

v
å

d
a

）
・
行
為
論

（kiriyavå da
）
・
精
進
論
（viriyavå da

）
と
呼
ば
れ
る
、
と
い
う
こ

と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
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要
す
る
に
幸
せ
な
人
生
を
築
く
責
任
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
し
不
幸
に
な
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
親
の
せ
い
で
も
な
い
し
、
社
会
の
せ
い
で
も
な
い
、
自

分
の
せ
い
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
親
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
子

供
の
苦
し
み
を
親
が
代
わ
っ
て
は
あ
げ
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
い
や
が
お
う
に
も
自
分
が
背
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
す
。
仏
教
用
語
で
い
う
と
「
自
業
自
得
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
し
て
こ
れ
は
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、

こ
の
社
会
、
あ
る
い
は
世
界
も
同
様
で
す
。
私
た
ち
が
ど
ん
な

一
票
を
行
使
す
る
か
で
社
会
は
変
わ
り
ま
す
し
、
無
駄
な
電
気

や
ガ
ス
を
使
う
こ
と
を
や
め
れ
ば
地
球
環
境
も
変
わ
る
の
で
す
。

こ
れ
を
仏
教
で
は
「
共
業

ぐ
う
ご
う

」
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
釈
迦
仏
教

で
は
、
こ
の
よ
う
な
共
業
が
こ
の
太
陽
系
宇
宙
を
作
り
、
ま
た

壊
し
て
い
る
、
と
説
明
し
ま
す
。
美
食
に
耽
っ
た
り
、
怠
け
た

り
す
る
と
、
戦
争
が
起
こ
っ
た
り
、
疫
病
が
流
行
っ
た
り
、
飢

饉
に
襲
わ
れ
た
り
し
て
、
地
球
滅
亡
の
原
因
に
な
り
ま
す
が
、

殺
生
し
な
い
、
薬
や
食
べ
物
を
人
に
布
施
す
る
な
ど
す
れ
ば
、

こ
れ
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
地
球
が
よ
く

な
る
の
も
悪
く
な
る
の
も
、
地
球
上
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
衆

生
の
業
の
結
果
だ
と
い
う
の
で
す
。
私
た
ち
は
、
私
た
ち
一
人

ひ
と
り
の
人
生
を
自
ら
が
作
り
な
が
ら
、
同
時
に
私
た
ち
が
住

む
社
会
や
地
球
を
も
作
り
だ
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

こ
の
よ
う
に
よ
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に
つ
け
、
結
果
を
も
た

ら
す
行
為
を
「
業
」
と
い
う
の
で
す
が
、
行
為
は
意
思
の
結
果

と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
け
っ
き
ょ
く
業
の
本
体
は

「
意
思
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
た
ち
日
本
人
は
人
が
死
に
ま
す
と
四
十
九
日
間
の
喪
に
服

し
ま
す
。
そ
れ
を
中
有
と
か
中
陰
と
い
い
ま
す
。
中
有
と
か
中

陰
の
「
有
」
と
か
「
陰
」
と
い
う
の
は
、
皆
さ
ん
ご
存
知
の

『
般
若
心
経
』
の
「
色
即
是
空
、
空
即
是
色
、
受
想
行
識
亦
復
如

是
」
と
い
う
句
の
な
か
の
色
・
受
・
想
・
行
・
識
の
こ
と
で
あ

り
ま
し
て
、
私
た
ち
を
構
成
し
て
い
る
五
つ
の
肉
体
的
・
精
神

的
要
素
を
さ
し
て
い
ま
す
。

今
生
き
て
こ
こ
で
こ
の
よ
う
に
活
動
し
て
い
る
状
態
を
「
本

有
」
と
い
い
、
死
ぬ
瞬
間
を
「
死
有
」
と
い
い
、
次
の
生
に
生

ま
れ
る
瞬
間
、
母
親
の
母
胎
に
生
ま
れ
る
瞬
間
を
「
生
有
」
と

い
い
、
こ
の
「
死
有
」
と
「
生
有
」
の
中
間
の
存
在
を
「
中
有
」
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と
い
う
の
で
す
。
こ
れ
は
目
に
は
見
え
ま
せ
ん
が
、
先
程
の

色
・
受
・
想
・
行
・
識
と
い
う
五
つ
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て

い
て
、
今
度
生
ま
れ
る
も
の
の
形
を
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
犬
な
ら
犬
、
人
間
な
ら
人
間
の
形
を
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
し
て
香
り
を
食
べ
て
生
き
て
い
る
妖
精
の
名
前
を

と
っ
て
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
と
か
、
意
思
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
「
意
か
ら
生
じ
た
も
の
」
な
ど
と
呼
ば
れ
ま

す
。
こ
の
期
間
が
四
十
九
日
だ
と
い
う
の
で
、
仏
教
で
は
人
が

死
ん
だ
ら
四
十
九
日
間
喪
に
服
し
て
、
亡
く
な
っ
た
人
の
菩
提

を
弔
う
の
で
す
。

要
す
る
に
今
生
き
て
い
て
、
死
ぬ
ま
で
に
行
っ
た
業
の
塊
が

「
中
有
」
と
し
て
結
実
し
て
、
こ
れ
が
受
胎
で
き
る
状
態
に
あ
る

卵
子
と
精
子
が
一
緒
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
入
り
込
ん
で
、
初
め

て
お
母
さ
ん
の
お
腹
の
中
に
新
し
い
生
命
が
宿
る
こ
と
に
な
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
仏
教
の
世
界
観
に
よ
り
ま
す
と
、
子
供
が
生
ま

れ
る
の
は
、
お
母
さ
ん
の
卵
子
と
、
お
父
さ
ん
の
精
子
が
一
緒

に
な
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
決
定
的
要
素
と
し

て
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
の
意
思
か
ら
な
る
ガ
ン
ダ
ル
ヴ
ァ
が

そ
こ
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
新
し
い
生
命

の
誕
生
が
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
健
康
な
夫
婦

が
そ
の
条
件
が
整
っ
た
時
に
性
交
渉
を
行
っ
た
な
ら
ば
、
必
ず

子
供
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
お
釈
迦
さ

ん
の
よ
う
な
聖
者
は
自
ら
の
意
思
で
父
と
母
を
選
ん
で
生
ま
れ

て
き
ま
す
が
、
私
た
ち
凡
夫
は
業
の
結
果
と
し
て
、
無
意
識
的

に
父
親
・
母
親
が
選
ば
れ
て
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
く
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
母
さ
ん
、
お
父
さ
ん
は
間
接
的
な
要

因
で
、
実
は
私
の
意
思
の
現
れ
で
あ
る
業
が
直
接
原
因
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
話
は
に
わ
か
に
は
信
じ
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
ま

せ
ん
が
、
輪
廻
と
い
う
先
程
の
仏
教
の
世
界
観
と
関
連
さ
せ
て

考
え
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
分
か
ら
な
い
で
も
な
い
と
思
う
の

で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

オ
ー
ト
ノ
ミ
ー

と
こ
ろ
で
、
生
命
倫
理
の
基
本
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン

セ
ン
ト
（inform

ed
concent

）
と
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
（autonom

y

）
と

い
わ
れ
ま
す
。
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー
は
「
自
己
決
定
」
と
い
う
こ
と
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で
す
が
、
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
正
し
く
こ
の

「
自
己
決
定
」
が
な
さ
れ
る
た
め
の
条
件
整
備
で
す
。
し
た
が
っ

て
生
命
倫
理
の
基
本
は
「
自
己
決
定
」
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
と

思
い
ま
す
。

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
は
日
本
語
の
訳
と
し
て

「
説
明
と
同
意
」「
説
明
と
理
解
・
納
得
・
同
意
」「
十
分
な
説
明

と
理
解
に
基
づ
く
同
意
」「
十
分
理
解
し
た
う
え
で
自
分
で
決
定

す
る
こ
と
」
な
ど
が
提
出
さ
れ
て
き
た
そ
う
で
、『
生
命
倫
理
の

キ
ー
ワ
ー
ド
』（
曽
我
、
棚
橋
、
長
島
編
　
理
想
社
　
一
九
九
九

年
六
月
　
二
四
頁
）
で
は
、「
同
意
」
の
中
に
「
自
己
決
定
」
が

含
ま
れ
る
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
オ
ー
ト
ノ
ミ
ー

と
の
区
別
を
す
る
た
め
に
、「
同
意
を
得
る
た
め
の
十
分
な
説
明

と
理
解
」
と
解
し
て
お
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
人
の
い
の
ち
が
誕
生
す
る
場
面
に
お
い
て
の
「
自

己
決
定
」
の
「
自
己
」
と
は
誰
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
母
親
・

父
親
で
し
ょ
う
か
。
子
供
が
あ
る
程
度
成
長
し
た
ら
、
も
う
大

人
だ
か
ら
自
分
で
決
め
ろ
と
い
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
「
自
己
」

は
や
っ
ぱ
り
子
供
本
人
で
し
ょ
う
。
両
親
は
生
殖
活
動
を
し
て
、

胎
児
を
育
て
ま
す
が
、
生
ま
れ
て
く
る
の
は
子
供
で
す
。
生
ま

れ
た
後
に
自
主
性
や
自
己
決
定
を
要
求
さ
れ
る
な
ら
、
生
ま
れ

る
と
き
に
も
自
主
性
や
自
己
決
定
権
を
付
与
さ
れ
て
し
か
る
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
は
言
い
ま
し
て
も
、
生
ま
れ
て
く
る
子
供
に
そ
の
意
思
を

確
か
め
る
手
だ
て
を
私
た
ち
は
持
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

で
き
れ
ば
子
供
の
一
切
の
重
荷
や
責
任
を
親
が
背
負
っ
て
や
り

た
い
と
い
う
の
は
親
の
自
然
な
思
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
も
で

き
な
い
相
談
で
す
。
簡
単
な
話
、
赤
ん
坊
が
病
気
で
苦
し
ん
で

い
る
の
を
見
て
、
親
が
代
わ
っ
て
や
り
た
い
と
思
っ
て
も
そ
れ

が
で
き
な
い
こ
と
は
皆
さ
ん
も
実
感
さ
れ
て
い
る
通
り
で
す
。

で
す
か
ら
そ
の
一
生
の
責
任
は
子
供
自
身
が
持
た
ざ
る
を
得

な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
生
ま
れ
て
く
る
と
き
の
「
自
己
決
定
」

権
を
子
供
自
身
は
持
ち
得
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
誕
生
に
関
す

る
倫
理
的
な
最
大
の
難
問
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
誕
生
に
係
わ
る
倫
理
的
な
最
大
の

指
針
は
、
事
後
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
子

供
が
成
長
し
て
子
供
自
身
が
、
そ
の
誕
生
の
事
実
関
係
を
「
あ

る
が
ま
ま
」
に
知
っ
て
、
そ
の
う
え
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き

て
よ
か
っ
た
と
自
覚
し
、
自
ら
進
ん
で
自
分
の
一
生
に
責
任
を
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持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
覚
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
条
件

を
整
え
て
や
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
普
通

の
場
合
と
順
序
が
後
先
に
な
り
ま
す
が
、
誕
生
の
場
合
に
は
こ

れ
が
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
し
か
し
も
し
親
た
ち
が
子
供
が
生
ま
れ
て
き
た
事

実
関
係
を
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
イ
ン
フ

ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

仏
教
は
死
を
大
き
く
二
つ
に
分
類
し
ま
す
。
一
つ
は
寿
命
が

尽
き
る
こ
と
に
よ
る
死
で
、
も
う
一
つ
は
寿
命
が
残
る
に
拘
わ

ら
ず
悪
縁
に
よ
っ
て
死
ぬ
死
で
す
。
寿
命
に
よ
っ
て
死
ん
だ
人

の
葬
式
な
ら
、
遺
族
を
慰
め
る
言
葉
も
そ
う
難
し
く
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
事
故
と
か
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
て
、
若
く
し
て
死
ん

だ
人
の
葬
式
で
は
、
慰
め
る
言
葉
も
見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

ら
は
「
非
業
の
死
」
と
か
、「
横
死
」
と
か
、「
中
夭
」
と
か
と

呼
ば
れ
ま
す
。

寿
命
と
い
う
の
も
業
の
結
果
で
、
決
し
て
運
命
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
節
制
す
れ
ば
寿
命
は
延
び
ま
す
し
、
不
節
制
で
あ
れ
ば

寿
命
は
損
減
し
ま
す
。
で
す
か
ら
寿
命
が
尽
き
て
死
ぬ
死
は
自

分
が
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
死
で
す
が
、
横
死
は
横

か
ら
横
や
り
が
入
っ
て
自
分
で
責
任
を
と
り
た
く
て
も
と
れ
な

い
死
で
す
。
だ
か
ら
「
非
業
の
死
」
と
い
う
の
で
す
。
死
ぬ
の

に
幸
福
な
死
、
不
幸
な
死
と
い
う
の
は
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し

か
し
敢
え
て
い
え
ば
前
者
は
幸
福
な
死
で
あ
り
、
後
者
は
不
幸

な
死
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
も
っ
と
も
交
通
事
故

も
寿
命
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
そ
う
な
る
と
す
べ
て

は
寿
命
で
運
命
論
と
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
く
な
り
ま
す
か
ら
、

私
は
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。
体
外
受
精
、
借
り
腹
な
ど
で
生
ま

れ
る
の
も
、
業
の
塊
が
そ
う
い
う
状
況
下
で
受
精
卵
に
入
り
込

む
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
も
子
供
の
意
思
と
言
え
な
い
こ
と
も
あ

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
生
ま
れ
て
き
た
子
供
が
成
長
し
て
、
さ
て

う
ま
く
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
取
れ
な
い
と
す
る

と
問
題
で
す
。
そ
の
時
点
で
は
す
で
に
生
ま
れ
て
き
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
か
ら
、
親
に
責
任
を
と
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
如

何
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
「
非
業
の

生
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
業
に
し
た
が
っ
て
自

然
に
生
ま
れ
て
き
た
子
供
は
自
分
が
自
分
の
責
任
を
と
ら
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
納
得
し
や
す
い
誕
生
で
、
幸
せ

な
誕
生
で
す
が
、
体
外
受
精
や
借
り
腹
で
生
ま
れ
て
き
た
子
供

は
自
分
で
責
任
を
と
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
取
り
に
く
い
不
幸
せ

な
誕
生
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
確
か

に
体
外
受
精
で
生
ま
れ
、
借
り
腹
で
生
ま
れ
た
子
が
、
生
ま
れ

て
き
て
よ
か
っ
た
と
実
感
で
き
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で

し
ょ
う
。
し
か
し
も
し
そ
う
実
感
で
き
な
い
子
が
自
分
の
人
生

の
責
任
を
と
れ
と
親
に
迫
っ
た
と
し
た
ら
、
親
は
ど
の
よ
う
な

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

釈
迦
仏
教
の
世
界
観
﹇
３
﹈

―

有
り
難
い
人
生
に
も
い
つ
か
は
必
ず
死
が
訪
れ
る

―

そ
し
て
釈
迦
仏
教
の
も
う
一
つ
の
世
界
観
・
人
生
観
の
柱
は
、

人
間
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
有
り
難
い
と
い

う
こ
と
と
、
し
か
し
な
が
ら
生
ま
れ
て
き
た
か
ら
に
は
遅
か
れ

早
か
れ
誰
で
も
一
回
は
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
仏
教
用
語
で
い
え
ば
「
諸
行
無
常
」「
諸
法
無
我
」
と
い

う
こ
と
で
す
。
だ
か
ら
元
気
で
長
生
き
と
い
う
こ
と
は
そ
う
願

っ
て
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
思
い
の
ま
ま
に
な
る
も
の
で
は

な
い
、
無
理
な
欲
望
を
抱
く
と
か
え
っ
て
苦
し
み
が
深
く
大
き

く
な
る
だ
け
だ
よ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

皆
さ
ん
も
ご
存
知
と
思
い
ま
す
が
、
落
語
の
「
花
見
の
仇
討

ち
」
と
い
う
話
は
下
谷
の
若
い
衆し

が
、
た
だ
花
見
を
す
る
だ
け

で
は
面
白
く
な
い
か
ら
、「『
あ
あ
っ
』
て
ん
で
開
い
た
口
が
ふ

さ
が
ら
ね
え
よ
う
な
、
し
か
も
銭
が
か
か
ら
ね
え
趣
向
は
ね
え

か
」
っ
て
ん
で
、
仇
討
ち
の
ま
ね
を
し
て
、
や
じ
馬
を
引
き
つ

け
て
お
い
て
、
こ
ろ
合
い
を
計
っ
て
六
部
（
経
典
六
十
六
部
を
負

い
櫃
に
入
れ
て
全
国
の
国
分
寺
を
め
ぐ
っ
て
納
め
る
修
行
者
）
が
仲
裁

に
入
っ
て
、
負
い
櫃
の
中
か
ら
酒
、
肴
、
三
味
線
を
出
し
て
、

酒
盛
り
を
始
め
る
と
い
う
趣
向
を
や
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
本

物
の
侍
が
助
太
刀
に
入
っ
て
大
慌
て
す
る
と
い
う
お
話
で
す
。

こ
の
仇
討
ち
が
敵
に
会
う
場
面
で

「
や
あ
や
あ
、
汝
は
団
子
串
助
よ
な
、
七
年
前
、
国
許
に
お
い

て
我
が
父
を
討
っ
て
立
ち
退
き
し
大
悪
人
、
こ
こ
で
会
う
た

は
盲
亀
の
浮
木
優
曇
華
の
花
待
ち
得
た
る
今
日
の
対
面
、
い

ざ
立
ち
上
が
っ
て
尋
常
に
勝
負
勝
負
」

と
い
う
こ
と
ば
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
も
「
高
田
馬
場
」
と
い
う
落
語
で
、
高
田
馬
場
と
い
え
ば
、
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忠
臣
蔵
の
堀
部
安
兵
衛
の
あ
だ
討
ち
で
有
名
で
す
が
、
こ
れ
も

仇
討
ち
劇
を
仕
立
て
て
人
を
集
め
て
、
掛
け
茶
屋
か
ら
割
り
前

を
取
る
商
売
を
し
て
い
る
浪
人
者
親
子
の
話
で
、
こ
こ
で
も

「
汝
を
討
た
ん
た
め
に
、
雨
に
打
た
れ
風
に
さ
ら
さ
れ
、
一
日

千
秋
の
思
い
を
な
し
、
こ
こ
で
会
う
た
は
盲
亀
の
浮
木
優
曇

華
の
花
待
ち
得
た
る
今
日
た
だ
今
、
親
の
仇
だ
、
い
ざ
尋
常

に
勝
負
さ
っ
し
ゃ
い
」

と
い
う
セ
リ
フ
が
出
て
き
ま
す
。

こ
の
セ
リ
フ
の
中
の
「
盲
亀
の
浮
木
」
と
い
う
の
は
、
盲
目

の
亀
が
百
年
に
一
ぺ
ん
息
を
つ
き
に
海
面
に
頭
を
出
す
と
き
に
、

大
海
を
風
に
吹
か
れ
て
西
に
東
に
漂
っ
て
い
る
穴
の
あ
い
た
浮

木
に
、
偶
然
に
首
を
突
っ
込
む
ほ
ど
に
確
率
が
低
い
と
い
う
意

味
で
す
。
経
典
に
よ
っ
て
は
瞎
目

か
つ
も
く

の
亀
＝
片
目
の
亀
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
意
味
は
同
じ
で
す
。

「
優
曇
華
」
は
無
量
億
劫
に
一
度
花
を
咲
か
せ
る
と
い
う
花

の
名
で
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
でudum

bara

と
い
い
ま
す
。
イ

チ
ジ
ク
科
の
植
物
で
、
イ
チ
ジ
ク
は
無
花
果
と
書
く
よ
う
に
、

花
托
が
果
実
を
形
成
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
た
く
さ
ん
の
花

を
包
み
込
む
の
で
、
外
か
ら
は
見
え
な
い
の
だ
そ
う
で
す
。
一

説
で
は
三
千
年
に
一
度
咲
く
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
仏
典

は
「
白
髪
三
千
丈
」
ふ
う
に
大
袈
裟
で
す
か
ら
、
億
劫
と
か
無

量
劫
と
い
う
わ
け
で
す
。
億
劫
と
か
無
量
劫
と
い
う
の
は
何
百

億
年
、
何
千
億
年
と
い
う
単
位
と
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い

と
思
い
ま
す
。

こ
の
ご
ろ
は
ペ
ッ
ト
が
大
事
に
さ
れ
て
お
り
ま
す
か
ら
、
ひ

ょ
っ
と
す
る
と
犬
に
生
ま
れ
た
ら
よ
か
っ
た
、
今
度
生
ま
れ
る

と
き
に
は
猫
に
生
ま
れ
変
わ
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
も
な
い

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
魔
法
使
い
に
犬
に
し
て
や

る
ぞ
と
い
わ
れ
て
、
犬
に
し
て
も
ら
う
人
は
い
な
い
と
思
い
ま

す
。と

も
か
く
こ
の
言
葉
は
、
私
た
ち
は
い
ま
幸
い
に
、
牛
で
も

な
く
馬
で
も
な
く
、
ま
し
て
嫌
わ
れ
る
蝿
と
か
ゴ
キ
ブ
リ
で
は

な
く
、
人
間
に
生
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
は
極
め
て
有
る
こ
と
が

得
難
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
有
り
難
が
ら
な
い
で
、
人
生
を

粗
末
に
し
て
い
る
、
人
間
と
し
て
生
ま
れ
て
く
る
の
は
難
し
い

の
だ
か
ら
、
こ
の
生
を
悔
い
の
な
い
よ
う
に
生
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ん
と
し
た
も
の
で
す
。
そ
の
上
に
、

こ
の
生
は
、
次
に
生
ま
れ
る
生
を
ど
の
よ
う
な
も
の
な
ら
し
め

仏教の世界観から見る生命倫理193

「東洋学術研究」第46巻第１号



る
か
の
決
定
的
要
因
に
な
る
の
で
す
か
ら
、
よ
り
よ
く
精
い
っ

ぱ
い
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

し
か
し
人
生
は
「
諸
行
無
常
」
で
す
か
ら
、
好
む
と
好
ま
ざ

る
と
に
拘
わ
ら
ず
い
つ
か
必
ず
死
が
訪
れ
ま
す
。
不
死
を
望
ん

で
も
そ
れ
は
絶
対
に
不
可
能
な
の
で
す
。
寿
命
は
寿
命
と
し
て

受
け
入
れ
る
し
か
な
い
の
で
す
。
先
程
も
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、

寿
命
は
運
命
で
は
な
く
自
分
で
作
り
上
げ
る
も
の
で
す
か
ら
、

さ
ま
ざ
ま
な
不
可
抗
力
的
な
条
件
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
規

則
正
し
く
節
制
し
て
生
活
す
る
努
力
を
す
れ
ば
、
健
康
で
長
生

き
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
百
年
が
二

百
年
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
自
分

の
業
で
作
り
上
げ
た
寿
命
の
中
で
、
よ
り
よ
く
生
き
る
と
い
う

こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

も
っ
と
も
、
よ
り
よ
く
生
き
る
と
い
う
生
き
方
が
ど
の
よ
う

な
生
き
方
か
と
い
う
こ
と
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
皆
さ
ん

の
大
多
数
は
仏
教
徒
で
し
ょ
う
か
ら
、
仏
教
の
教
え
に
し
た
が

っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
私
ご

と
き
も
の
が
、
皆
さ
ん
に
お
話
し
す
る
の
は
ま
さ
し
く
釈
迦
に

説
法
で
し
ょ
う
か
ら
詳
し
い
こ
と
は
申
し
上
げ
ま
せ
ん
が
、
た

だ
一
つ
申
し
上
げ
る
と
す
れ
ば
、
釈
迦
仏
教
の
処
世
訓
の
基
本

は
「
少
欲
知
足
」
だ
と
思
い
ま
す
。
欲
望
を
で
き
る
だ
け
小
さ

く
し
て
、
そ
の
分
満
足
し
て
生
き
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
か
く
人
間
と
い
う
も
の
は
欲
望
の
強
い
も
の
で
、
だ
か
ら

自
分
本
位
に
な
り
や
す
い
の
で
す
が
、
欲
望
が
小
さ
く
な
る
と
、

俺
が
俺
が
と
い
う
気
持
ち
が
薄
れ
て
、
他
人
の
立
場
が
よ
く
理

解
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
偏
見
も
な
く
な
っ

て
、「
中
道
」
の
生
き
方
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
な

る
と
「
人
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
」「
人
の
悲
し
み
を
我
が
悲

し
み
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

往
々
に
し
て
「
人
の
喜
び
は
我
が
悲
し
み
」「
人
の
悲
し
み
は
我

が
喜
び
」
に
な
り
が
ち
で
す
が
、
本
当
の
喜
び
は
人
と
一
緒
に

喜
ぶ
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ
ん
な
ら
よ
く
お
分
か
り
の

こ
と
と
思
い
ま
す
。

「
少
欲
知
足
」「
人
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
」「
人
の
悲
し

み
を
我
が
悲
し
み
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
キ
ー
・
ワ
ー
ド
に

し
て
考
え
る
と
、
五
十
歳
代
の
女
性
が
代
理
出
産
す
る
こ
と
に
、

「
夫
婦
が
子
を
得
よ
う
と
す
る
の
は
固
有
の
権
利
で
、
こ
れ
以
外

に
方
法
の
な
い
夫
婦
か
ら
機
会
を
奪
う
こ
と
は
、
幸
福
追
求
権
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の
侵
害
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
コ
メ
ン
ト
は
出

て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
。
ド
ナ
ー
に
な
ら
れ
る
方
は
、
ま
さ
し

く
こ
の
よ
う
な
お
気
持
ち
で
ド
ナ
ー
に
な
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
。

だ
か
ら
そ
れ
を
受
け
る
ほ
う
も
そ
の
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
、
臓
器
売
買
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い

と
思
い
ま
す
。
ま
た
い
つ
か
は
ど
う
せ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
た
ら
、
他
人
の
臓
器
を
買
っ
て
ま
で
し
て
自
分
の
病

気
を
治
そ
う
と
い
う
気
持
ち
は
起
こ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
最
近
は
中
国
に
行
っ
て
臓
器
移
植
を
受
け
る
人
が

多
い
そ
う
で
す
。
テ
レ
ビ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
を
受
け
て
中
国
人

が
い
っ
て
お
り
ま
し
た
。「
貴
重
な
資
源
を
お
金
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
外
国
人
に
売
り
渡
す
の
は
割
り
切
れ
ま
せ
ん
」
と
。
中

国
で
は
死
刑
執
行
さ
れ
た
人
の
臓
器
を
利
用
し
て
い
る
と
い
い

ま
す
が
、
こ
れ
で
は
「
人
の
悲
し
み
を
我
が
悲
し
み
と
す
る
」

と
い
う
よ
う
な
次
元
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

体
外
受
精
、
借
り
腹
な
ど
で
生
ま
れ
る
の
も
、
そ
れ
も
子
供

の
意
思
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
と
い
う
こ
と
は

先
に
申
し
上
げ
た
通
り
で
す
が
、
し
か
し
生
ま
れ
て
き
た
子
供

に
う
ま
く
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
が
取
れ
な
い
可
能

性
も
あ
る
の
で
す
か
ら
、
ま
ず
は
親
の
方
が
そ
こ
そ
こ
に
欲
望

を
抑
え
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。ま

と
め

以
上
、
勝
手
な
こ
と
を
申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
。

し
か
し
現
実
に
、
言
葉
に
で
き
な
い
よ
う
な
苦
し
み
を
抱
え

て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
に
、
こ
の
よ
う
な
公
式
的
な
、
通
り
一
遍

の
見
解
を
申
し
上
げ
る
の
は
失
礼
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し

こ
れ
は
最
初
に
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
一
人
ひ
と

り
が
「
ど
の
よ
う
に
生
き
」「
ど
の
よ
う
に
老
い
」「
ど
の
よ
う

に
死
ぬ
べ
き
か
」
と
い
う
視
点
で
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
で
、

だ
か
ら
代
理
出
産
や
臓
器
移
植
は
禁
止
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
た
ち
が
生
命
倫
理
で
問
題
と

な
る
よ
う
な
局
面
に
立
た
さ
れ
た
ら
、
一
人
ひ
と
り
が
き
ち
っ

と
し
た
仏
教
の
教
え
に
基
づ
く
世
界
観
・
人
生
観
に
よ
っ
て
、

信
念
を
持
っ
て
対
処
し
て
い
こ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

ご
ざ
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
倫
理
と
い
う
も
の
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
世
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界
観
・
人
生
観
に
も
と
づ
い
て
、
主
体
的
に
判
断
す
べ
き
も
の

で
す
。
価
値
観
を
共
有
す
る
集
団
の
中
で
、
規
則
の
よ
う
な
も

の
を
作
る
こ
と
は
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
多
様
な
価

値
観
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
社
会
の
基
本

で
す
か
ら
、
私
は
今
ま
で
申
し
上
げ
て
き
た
こ
と
が
絶
対
唯
一

の
価
値
だ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
釈
迦
仏
教
の
世
界
観
・

人
生
観
か
ら
考
え
ら
れ
る
生
命
倫
理
の
指
針
は
こ
の
よ
う
な
も

の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
以
上

を
要
約
し
ま
す
と
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。

①
こ
の
世
で
生
き
永
ら
え
る
こ
と
の
み
が
尊
い
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
次
の
生
が
ど
ん
な
生
で
あ
る
か
楽
し
み
に
し
な
が

ら
死
ね
る
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
あ
る
。

②
人
は
自
分
の
意
思
で
こ
の
世
に
生
ま
れ
る
。「
生
命
倫
理
」

の
基
本
は
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
と
オ
ー
ト
ノ

ミ
ー
の
尊
重
と
い
わ
れ
る
。
誕
生
と
い
う
場
面
の
「
自
己

決
定
」
は
父
親
・
母
親
で
は
な
く
、
生
ま
れ
て
く
る
子
自

身
の
「
自
己
決
定
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

順
序
が
逆
に
な
る
が
、
こ
の
子
が
成
長
し
て
、
自
分
の
出

生
の
「
あ
る
が
ま
ま
」
を
聞
い
て
、
な
る
ほ
ど
自
分
の
一

生
は
自
分
が
責
任
を
も
っ
て
生
き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
納
得
で
き
る
こ
と
が
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ

ン
ト
と
な
る
。

③
人
間
は
無
常
で
あ
り
無
我
で
あ
る
か
ら
、
生
死
を
自
由
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
と
思
い
知
り
、
限
ら
れ
た

有
り
難
い
人
生
を
よ
り
よ
く
生
き
る
こ
と
が
最
善
で
あ
る
。

そ
の
最
善
の
生
き
方
は
「
人
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
」

「
人
の
悲
し
み
を
我
が
悲
し
み
と
す
る
」
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ド
ナ
ー
は
も
ち
ろ
ん
、
受
け
手
に
な
る
者
も
こ
の
よ
う
な

生
き
方
で
あ
り
た
い
。

と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
私
の
お
話
を
終
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
も
り
　
し
ょ
う
じ
／
東
洋
大
学
教
授
）

（
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
十
月
三
十
日
に
行
わ
れ
た
当
研
究
所
主
催
の

公
開
講
演
会
の
内
容
に
加
筆
い
た
だ
い
た
も
の
で
す
）
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