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今
日
は
お
集
ま
り
い
た
だ
き
、
ま
た
温
か
い
歓
迎
を
賜
り
、

心
よ
り
感
謝
い
た
し
ま
す
。

本
日
は
、
理
論
的
な
提
案
を
少
し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

そ
の
前
に
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
皆
さ
ま
に
、

あ
ら
か
じ
め
、
お
許
し
を
い
た
だ
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

私
は
、
い
わ
ゆ
る
�
日
本
学
の
研
究
者
�
で
は
な
く
、
単
な

る
日
本
の
愛
好
家
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
申

し
上
げ
る
こ
と
は
明
ら
か
に
、
私
の
知
っ
て
い
る
地
平
か
ら
の

指
摘
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
観
点
か
ら
の
指
摘
で

あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
で
す
。

ま
た
、
本
日
は
、
皆
さ
ま
方
東
洋
哲
学
研
究
所
で
講
演
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
大
変
に
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま
す
。
私

は
、
創
価
学
会
の
皆
さ
ま
方
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
交
流
が
あ
り
、

だ
い
ぶ
昔
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
池
田
Ｓ
Ｇ
Ｉ
会
長
に
も
二

度
、
三
度
と
お
目
に
か
か
り
対
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と

を
、
大
変
に
素
晴
ら
し
い
出
会
い
で
あ
っ
た
と
感
謝
し
て
お
り

ま
す
。

創
価
学
会
が
ど
の
よ
う
な
立
場
で
運
動
を
進
め
て
お
ら
れ
る

か
は
よ
く
存
じ
上
げ
て
お
り
ま
す
の
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
地
に
お

い
て
、
必
要
な
時
は
常
に
擁
護
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
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「
日
常
生
活
へ
の
根
」
と
「
想
像
力
の
翼
」

私
は
、
パ
リ
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
に
お
い
て
、「
現
在
性
・
日

常
性
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
主
宰
し
て
お
り
ま
す
が
、
私
が
極
め

て
重
要
だ
と
認
識
す
る
こ
の
「
日
常
生
活
」
と
い
う
も
の
に
つ

い
て
、
皆
さ
ま
方
は
大
変
深
い
ご
理
解
を
、
す
で
に
お
も
ち
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。

少
し
逆
説
的
な
や
り
方
で
す
が
、
日
常
の
レ
ベ
ル
に
い
る
こ

と
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
を
示
す
た
め
に
、
ド
イ
ツ
の
偉
大
な
る

社
会
学
者
に
し
て
経
済
学
者
、
政
治
学
者
で
あ
っ
た
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax
W

eber

）
を
思
い
起
こ
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
非
現
実
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
根
無
し
草
で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
抽
象
的
に
考
え
、
生
き
て
い
る
の
で
は
ダ
メ

だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

む
し
ろ
そ
の
逆
に
、
具
体
的
に
日
々
の
生
活
を
形
づ
く
っ
て

い
る
も
の
の
中
で
考
え
、
生
き
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
す
。
そ

こ
に
挑
戦
が
あ
る
の
で
す
。
宗
教
的
観
点
の
上
で
も
、
ま
た
、

私
に
と
っ
て
は
、
理
論
的
な
観
点
で
も
、
こ
の
こ
と
が
挑
戦
な

の
で
す
。

ま
た
、
別
な
観
点
か
ら
申
し
上
げ
れ
ば
、
世
界
中
の
全
て
の

人
々
に
と
っ
て
問
題
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
提
起
す
る
や
り
方

が
、「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
（im

aginaire

）」（
想
像
上
の
も
の
）
の
数
理

で
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
パ
リ
で
、
も
う
ひ
と
つ
別
の
研

究
所
で
あ
る
「
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
研
究
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
し
研

究
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
私
が
思
い
ま
す
に
は
、
現
在
進
行
し
て
い
る
社
会
的

変
動
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
社
会
の
底
流
の
大
き
な
変
化
を
、
も

し
本
当
に
理
解
し
た
い
と
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
角

度
、
日
常
性
に
根
を
張
り
つ
つ
も
、
私
た
ち
を
包
み
こ
む
、
イ

マ
ジ
ネ
ー
ル
に
つ
い
て
思
索
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
こ
の
両

者
を
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
で
要
約
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
根
っ
こ

（les
racines

）」
と
「
翼
（les

ailes

）」
と
言
え
ま
し
ょ
う
。

時
代
の
共
通
認
識

あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
話
し
て
い
ま
す
が
、
人
間
と
い
う
種

の
特
殊
性
は
、「
自
ら
に
つ
い
て
語
り
、
自
分
が
何
も
の
で
あ
る

か
」
を
語
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
は
、
自
ら
の
物
語
（histoire

）

を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
分
が
存
在
す
る
の
で
す
。
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家
族
も
、
一
族
の
物
語
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
家
族

で
あ
り
得
る
の
で
す
。
集
団
も
、
そ
の
集
団
の
物
語
を
語
り
合

う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
の
集
団
た
り
得
る
の
で
す
。

さ
ら
に
、
国
に
も
物
語
が
あ
る
…
…
と
い
う
よ
う
に
、
存
在
す

る
た
め
に
は
、
自
ら
に
つ
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

す
。
私
た
ち
を
包
み
こ
ん
で
い
る
何
か
を
。
そ
の
何
か
こ
そ
が
、

わ
た
し
た
ち
が
自
分
自
身
で
あ
る
た
め
に
、
わ
た
し
た
ち
自
身

を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

歴
史
的
、
理
論
的
な
二
つ
の
実
例
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
（M

ichel
F

oucault

）
と
い
う
、
お
そ
ら
く

は
二
十
世
紀
の
最
も
偉
大
な
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
の
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
（épistém

è

）」（
時
代
の
共
通
認

識
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
念
頭
に
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
時
代
を

把
握
す
る
こ
と
が
い
か
に
不
可
能
で
あ
る
か
を
示
し
ま
し
た
。

こ
の
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
は
、
ギ
リ
シ
ャ
語
で
「
認
識
」

を
意
味
し
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
す
が
、
純
粋
に

抽
象
的
な
認
識
を
指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
根
を
張
り
、
有

機
的
に
構
成
す
る
、
そ
う
い
う
認
識
の
あ
り
方
を
フ
ー
コ
ー
は

「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
彼
は
さ
ら
に
、
人
類

の
歴
史
を
み
れ
ば
、
実
に
、
複
数
の
「
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
」
が

存
在
し
、
複
数
の
具
体
的
な
認
識
の
仕
方
が
あ
り
、
有
機
的
に

構
成
さ
れ
た
複
数
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
の
伝
統
を
見
れ
ば
、
ギ
リ
シ

ャ
の
各
都
市
は
各
々
の
神
話
を
つ
く
り
あ
げ
、
そ
の
神
話
に
応

じ
て
、
都
市
国
家
が
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、
ア
テ
ネ
の

人
々
に
よ
る
都
市
国
家
の
解
釈
は
、
ス
パ
ル
タ
の
人
々
に
よ
る

解
釈
と
は
違
っ
て
い
た
の
で
す
。
ア
テ
ネ
風
の
生
活
が
あ
る
一

方
、
ス
パ
ル
タ
風
の
生
活
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
違
い
は
、
ひ
と
え
に
「
知
的
風
土
（clim

at
intellectuel

）」

の
違
い
に
端
を
発
し
て
い
た
の
で
す
。
ま
さ
に
、
こ
れ
が
「
イ

マ
ジ
ネ
ー
ル
」
で
す
。

中
世
で
も
同
じ
で
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
、
神
学
の
解
釈

が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
司
教
区
や
同
業
組
合
に
基
づ
い
て
、
都
市

が
組
織
さ
れ
ま
し
た
。

以
上
の
二
つ
の
例
は
、
神
話
と
か
神
学
と
い
う
ひ
と
つ
の
言

説
（
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
）
が
、
い
か
に
、
包
括
的
な
次
元
を
、
構
造

的
な
次
元
を
も
つ
か
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。

ゆ
え
に
、（
他
の
理
論
的
表
現
も
多
少
あ
る
か
と
思
い
ま
す
が
）
ひ
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と
言
で
言
え
ば
、「
現
実
（le

réel

）」
は
、「
非
現
実
（l’irréel

）」

を
通
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
存
在
す
る

も
の
」
は
、
か
え
っ
て
、「
存
在
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、

実
際
に
は
、
含
意
と
重
要
さ
を
も
っ
て
い
る
も
の
」
を
通
し
て

し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
れ
こ
そ
が
、
再
び
私
た
ち
を
長
期
に
わ
た
っ
て
形
づ
く
っ

て
い
る
「
集
合
無
意
識
」
の
種
概
念
（espèce

）
な
の
で
す
。

近
代
の
特
徴
①
「
目
的
を
も
つ
時
間
」

二
つ
の
時
代
を
取
り
上
げ
て
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
こ
と
が

ど
う
い
う
意
味
か
を
示
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
時
代

と
は
、「
近
代
」
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
と
、「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」

の
時
代
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
ル
と
で
あ
り
ま
す
。

私
の
言
う
近
代
と
は
、
伝
統
的
に
、
特
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

十
七
世
紀
に
始
ま
り
二
十
世
紀
の
中
葉
な
い
し
は
二
十
世
紀
の

末
に
終
焉
を
迎
え
る
時
代
で
す
。
歴
史
学
者
が
「
近
代
（les

T
em

ps
M

odernes

）」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
が
構
築
さ
れ
た
長
い

時
間
を
指
し
ま
す
。

再
び
図
式
的
な
や
り
方
で
提
示
し
ま
す
と
、
こ
の
近
代
に
は

三
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
と
さ
れ
ま
す
。

第
一
の
要
素
は
、「
時
間
性
」
に
つ
い
て
で
す
。
あ
る
時
代
を

よ
く
理
解
す
る
に
は
、
時
代
特
有
の
時
代
性
を
把
握
す
る
こ
と

が
重
要
で
す
。
こ
の
時
間
性
と
は
、
束
の
間
の
時
間
が
あ
り
、

過
去
、
現
在
、
未
来
と
い
う
時
間
が
あ
る
こ
と
で
す
が
、
こ
の

中
に
重
要
な
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
。

す
な
わ
ち
、
理
論
的
な
観
点
で
申
し
上
げ
れ
ば
、「
目
的
性
を

も
っ
た
時
間
」
と
い
う
近
代
の
特
質
で
す
。
つ
ま
り
、
す
べ
て

の
こ
と
が
「
到
達
す
べ
き
、
遠
く
に
あ
る
目
的
」
に
向
か
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
意
味
で
は
、
す
べ
て
が
、
西
欧

の
遂
行
性
（perform

ativit é

）
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
西
欧
の
遂

行
性
が
、
い
か
に
社
会
を
未
来
に
向
か
っ
て
構
成
し
て
き
た
か
。

は
る
か
か
な
た
に
あ
る
完
璧
な
社
会
を
求
め
て
、
す
べ
て
の
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
い
か
に
達
成
す
べ
き
目
的
へ
と
向
け
て
き
た
か
。

し
か
し
、
そ
の
目
的
は
随
分
と
あ
と
の
将
来
に
し
か
達
成
さ
れ

な
い
の
で
す
。

更
に
、
十
九
世
紀
に
編
み
出
さ
れ
た
大
い
な
る
哲
学
的
シ
ス

テ
ム
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
シ
ス
テ
ム
、

特
に
都
市
組
織
な
ど
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
ま
し
た
。
そ
れ
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こ
そ
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
で
し
た
。

な
か
で
も
そ
の
（
大
文
字
の
Ｈ
で
始
ま
る
歴
史
と
い
う
、
い
わ
ば
唯

一
絶
対
の
歴
史
と
し
て
の
）
歴
史
哲
学
で
す
。
こ
の
考
え
方
に
あ
っ

て
は
、
人
類
は
、「
野
蛮
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
Ａ
と
い
う
地
点

か
ら
、
漸
進
的
に
、
Ｂ
と
い
う
「
絶
対
的
な
文
明
化
」
の
地
点

へ
と
進
歩
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

ま
さ
に
「
大
い
な
る
進
歩
と
い
う
神
話
」
を
徹
底
し
て
つ
く
り

上
げ
た
の
で
す
。

こ
の
神
話
が
、
西
欧
全
体
に
わ
た
っ
て
、
都
市
組
織
の
中
軸

を
構
成
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
歴
史
哲
学
と
進
歩
と
い
う
神

話
こ
そ
が
、
私
が
「
未
来
へ
の
傾
向
」
と
呼
ん
で
い
る
近
代
の

第
一
の
特
徴
で
す
。

近
代
の
特
徴
②
「
存
在
の
合
理
化
」

第
二
の
大
き
な
特
徴
も
、
第
一
の
特
徴
と
絶
え
ず
連
動
し
て

お
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
構
成
の
シ
ス
テ
ム
が
常
に
あ
る
の
で

す
が

│
。
そ
れ
は
、
存
在
の
「
合
理
化
」
を
一
方
的
に
強
調

す
る
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
』
よ
り
借
り
た
表
現
で
す

が
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
「
一
般
的
な
合
理
化
（ratio

n
alisatio

n

generalisée

）」
を
明
ら
か
に
す
る
際
、
合
理
性
と
い
う
も
の
が
単

に
哲
学
上
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
い
か
に

日
常
的
現
実
に
な
っ
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、
社
会
的
生
活
の
「
合
理
的
な
」
形
成
と
い
う
こ
と

で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
社
会
的
」
と
い
う
言
葉
自
体
も
、

こ
の
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

合
理
的
に
共
に
存
在
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
個
人
と
い

う
存
在
で
あ
れ
、
集
団
と
い
う
存
在
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
要
素

は
、
合
理
性
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
他
の

要
素
は
、
感
情
で
あ
れ
、
情
熱
や
美
意
識
等
々
で
あ
れ
、
す
べ

て
排
除
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
ま
さ
に
存
在
の
一
般
的
な
合
理
化

で
あ
り
ま
す
。

こ
の
合
理
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
特
質
を
ご
説
明
す
る
た
め
に
関

連
し
て
申
し
上
げ
れ
ば
、
ト
ー
マ
ス
・
ク
ー
ン
（T

hom
as

K
uhn

）

と
い
う
英
国
の
偉
大
な
る
科
学
・
技
術
史
家
が
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
語
っ
て
お

り
ま
す
。
ク
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
西
欧
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
あ
り
、
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そ
れ
が
認
識
の
モ
デ
ル
と
な
り
、
雛
形
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

彼
は
、
こ
の
近
代
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
大
き
な
特
徴
を
、
ラ
テ
ン

語
の
言
葉
を
使
い
、「
合
理
性
の
�
ウ
ィ
ア
・
レ
ク
タ
（via

recta

）
�
」

す
な
わ
ち
合
理
性
の
「
直
道
」
と
名
づ
け
て
い
ま
す
。

よ
り
速
く
、
よ
り
遠
く
へ
と
進
む
た
め
に
、
す
べ
て
の
不
要

な
荷
物
は
置
き
去
り
に
し
て
、
突
き
進
む
の
で
す
。
人
生
の
魅

惑
に
富
ん
だ
豊
か
さ
の
次
元
、
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
な
道

な
ど
は
、
ま
さ
に
無
駄
な
も
の
と
し
て
、
脇
に
捨
て
て
、
ひ
た

す
ら
直
線
的
な
道
を
突
き
進
む
の
で
す
。

先
ほ
ど
時
を
超
え
た
非
時
間
的
な
軸
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た

が
、
こ
こ
に
、
あ
る
意
味
で
、
何
が
近
代
の
大
き
な
特
徴
と
な

る
の
か
に
関
し
て
の
哲
学
的
な
軸
が
存
在
す
る
の
で
す
。
つ
ま

り
、
目
的
を
目
指
し
て
直
線
的
に
進
む
と
い
う
行
き
方
で
あ
り
、

二
次
的
と
み
な
す
も
の
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
ま
っ
す
ぐ

の
道
だ
け
を
追
い
求
め
る
の
で
す
。

近
代
の
特
徴
③
「
距
離
を
お
く
」
ス
タ
イ
ル

近
代
の
も
つ
第
三
の
そ
し
て
最
後
の
特
徴
を
表
す
言
葉
と
し

て
「
ス
タ
イ
ル
（
様
式
）」
と
い
う
語
を
示
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
の
言
葉
は
、
美
術
史
か
ら
き
た
語
で
す
。
こ
れ
ま
で
漠
然
と

し
た
意
味
あ
い
の
中
に
浸
り
切
っ
て
い
た
の
で
、
風
土
（clim

at

）

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
語

の
最
も
語
源
的
な
意
味
で
、
ま
た
最
も
強
い
意
味
で
「
ス
タ
イ

ル
」
と
い
う
言
葉
を
提
示
し
た
い
の
で
す
。

そ
れ
は
、
視
覚
的
な
ス
タ
イ
ル
（
様
式
）
で
あ
り
ま
す
。
私
が

こ
う
申
し
上
げ
る
時
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
距
離
を
お

く
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
価
値
の
あ
る
も
の
は
、
遠
く
に
あ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
最
も
広
い
意
味
で
の
言
葉
の
抽
象

化
の
プ
ロ
セ
ス
で
す
。
抽
象
化
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

対
象
か
ら
「
身
を
引
い
て
」
眺
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
時
に
は
、
そ
の
人
は
も
は
や
「
当
事
者
」
で
は
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
視
覚
的
な
様
式
の
本
質
的
概

念
と
は
、
距
離
を
お
き
、
対
象
か
ら
遠
ざ
か
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
こ
れ
も
ま
た
近
代
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
私
は
考
え
て

お
り
ま
す
。

更
に
こ
の
「
距
離
を
お
く
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
三
つ
の
本

質
的
要
素
を
通
し
て
容
易
に
表
わ
れ
て
き
ま
す
。
ひ
と
つ
の
社

会
を
理
解
す
る
時
に
、
こ
の
三
つ
の
要
素
を
通
し
て
見
て
い
け
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ば
よ
い
の
で
す
。

「
自
然
」
と
距
離
を
お
く
と
、
自
然
の
文
化
化
が
起
こ
り
、

や
が
て
自
然
そ
の
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
自
然
と
距

離
を
お
き
、「
他
者
」
と
の
間
に
距
離
を
お
く
と
、
も
は
や
共
同

体
な
ど
存
在
し
な
く
な
り
、
優
先
さ
れ
る
の
は
常
に
�
個
人
�

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
個
人
が
、
自

然
か
ら
切
り
離
さ
れ
、「
神
聖
な
る
も
の
」
か
ら
距
離
を
お
き
、

神
か
ら
も
距
離
を
お
く
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
神
も

極
め
て
遠
い
存
在
と
な
り
ま
す
。
神
は
い
わ
ば
天
上
世
界
に
送

り
返
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
然
と
い
う
他
者
、
集
団
と
い
う
他
者
、
神

聖
な
る
も
の
と
い
う
他
者

―
他
者
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
り
、

他
者
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
三
つ
の

「
距
離
を
お
く
」
こ
と
が
存
在
し
ま
す
。
私
は
、
こ
の
こ
と
が
視

覚
的
様
式
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

最
初
の
概
念
に
戻
っ
て
、
近
代
の
時
代
精
神
で
あ
る
イ
マ
ジ

ネ
ー
ル
は
、
次
の
三
点
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
①
合
目
的
化
さ
れ
た
時
間
②
一
般
的
な
合
理
化
③
距
離

を
お
く
こ
と

―
で
す
。

再
び
、
古
典
的
な
社
会
学
的
定
義
を
用
い
ま
す
が
、
こ
れ
が

有
名
な
「
世
界
の
魔
術
か
ら
の
解
放
」
へ
の
帰
結
で
す
。
マ
ッ
ク

ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、「
魔
術
を
解
く
《dém

agification

》
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
お
り
ま
す
。

す
べ
て
の
分
野
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
方
で
示
し
て
ま

い
り
ま
し
た
が
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
こ
の
魔
術
か
ら
の
解
放
が
、

あ
る
種
の
「
世
俗
化
」、
あ
る
種
の
「
非
神
話
化
」
を
構
成
す
る

よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
形
で

現
れ
る
に
せ
よ
、
こ
れ
は
人
間
存
在
の
素
晴
ら
し
い
側
面
で
あ

る
わ
け
で
す
が
。

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
特
徴

①
「
現
在
と
い
う
時
」
に
価
値
を
お
く

さ
て
、
で
は
、
私
の
講
演
の
第
二
部
へ
と
移
っ
て
ま
い
り
ま

し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
事
態
を
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
適

し
た
言
葉
を
見
つ
け
出
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で

申
し
上
げ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
近
代
と
い
う
モ
デ
ル
の
突
然

の
終
焉
が
訪
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
こ
の
近

代
の
モ
デ
ル
の
緩
慢
な
「
飽
和
」
が
見
ら
れ
ま
す
。



私
は
、
こ
の
「
飽
和
状
態
」
と
い
う
言
葉
を
、
化
学
の
用
語

と
し
て
の
意
味
あ
い
で
使
い
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
疲
労

の
飽
和
状
態
に
な
っ
た
身
体
が
も
う
歩
け
な
い
よ
う
に
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
が
飽
和
状
態
に
達
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
い
か
に
、

他
の
新
た
な
る
も
の
が
再
生
し
つ
つ
あ
る
か
を
見
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
、
あ
る
種
、
私
の
仮
説
な
の
で
す
が
、
近
代
は
、
突

然
の
終
焉
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
あ
ま
り
に

も
し
ば
し
ば
習
慣
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
「
革
命
」
に
よ

っ
て
終
わ
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
そ
の
逆
に
、
こ

の
「
飽
和
状
態
に
な
っ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
」
し
か
な
い
の
で
す
。

ニ
ー
チ
ェ
の
次
の
言
葉
が
、
私
の
言
い
た
い
こ
と
を
大
変
に

よ
く
表
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
真
の
革
命
と
い
う
も
の
は
、

鳩
の
歩
み
に
合
わ
せ
て
進
む
も
の
だ
」。

本
当
の
変
化
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
鳥
の
歩
み
の
よ
う
に
、

静
か
な
小
さ
な
歩
み
の
蓄
積
で
、
な
さ
れ
て
い
く
も
の
な
の
で

す
。
こ
こ
で
私
の
講
演
の
第
二
部
は
終
わ
り
と
な
り
ま
す
。

あ
る
人
々
が

―
私
も
そ
の
一
人
で
あ
り
ま
す
が

―
「
ポ

ス
ト
・
モ
ダ
ン
（
脱
近
代
）」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
こ

で
三
つ
の
特
徴
を
挙
げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

先
ほ
ど
述
べ
た
近
代
の
大
き
な
特
徴
の
後
に
現
わ
れ
た
傾
向

で
す
が
、
こ
れ
は
分
析
す
る
の
に
困
難
な
も
の
で
す
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
今
ま
さ
に
生
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
現
象
で
あ
り
、
特

に
若
い
世
代
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
明
ら
か

に
若
い
世
代
こ
そ
が
、
こ
の
胚
胎
し
て
い
る
新
た
な
傾
向
の
保

持
者
な
の
で
す
。
私
た
ち
の
目
の
前
で
ま
さ
に
生
ま
れ
よ
う
と

し
て
い
る
も
の
を
目
撃
す
る
時
、
私
た
ち
は
、
慄
き
、
震
え
る

よ
う
な
思
い
で
注
目
し
ま
す
。
が
、
そ
れ
は
避
け
が
た
い
も
の

と
し
て
、
そ
こ
に
確
か
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

生
ま
れ
つ
つ
あ
る
「
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
」
の
特
徴
を
端
的
に

示
す
た
め
に
、
三
つ
の
特
徴
を
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

第
一
の
要
素
は
、
も
ち
ろ
ん
、
先
ほ
ど
、
近
代
の
と
こ
ろ
で

示
し
た
�
未
来
を
志
向
す
る
合
目
的
な
時
間
�
と
真
っ
向
か
ら

対
立
し
て
ま
す
。
少
々
学
術
的
な
用
語
で
す
が
、
「
内
在
的

（im
m

anentiste

）」
と
い
う
言
葉
で
す
。
現
在
を
強
調
す
る
こ
と
で

す
。
ラ
テ
ン
語
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、「
カ
ル
ペ
・
デ
ィ
エ
ム

（carpe
diem

＝
今
を
生
き
よ
）」
と
な
り
ま
す
。「
今
、
こ
こ
で
楽

し
め
」
と
い
う
意
味
で
す
。
私
が
思
う
に
は
、
こ
う
し
た
合
目
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的
な
時
間
の
崩
壊
が
、
ま
す
ま
す
人
間
存
在
の
創
造
的
次
元
に

重
点
を
お
く
考
え
方
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

先
ほ
ど
、
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
を
引
用
し
ま
し
た
。
若
い
世
代

に
端
的
に
表
れ
て
い
ま
す
が
、
自
身
の
人
生
を
ア
ー
ト
作
品
と

す
る
よ
う
な
考
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
人
々
が
は
ま
り
込
ん

で
い
る
の
が
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
で
一
番
大
事
な
の
は
、
言
葉

の
本
当
の
意
味
で
の
創
造
性
が
、
遠
い
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て

で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
常
の
レ
ベ
ル
で
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
世
界
の
日
常
的
創
造
と
い
う
わ
け
で
す
。

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
特
徴

②
「
身
体
性
」「
全
体
性
」
の
重
視

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
第
二
の
特
徴
は
、
単
に
、
合
理
に
対
立

す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
何
か
を
強
調
す
る
も
の
で
す
が
、
こ

れ
を
表
現
す
る
に
は
、
よ
り
偽
り
の
な
い
適
切
な
言
葉
を
見
つ

け
出
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
身
体
」
に
、
す
な
わ
ち
個
人
の
身

体
や
共
同
体
と
い
う
集
団
と
し
て
の
身
体
に
、
再
び
意
味
を
与

え
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
身
体
を
飾
る
も
の
と
し
て
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

と
い
っ
た
も
の
が
重
要
に
な
り
ま
す
し
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
、
筋
力

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
い
わ
ば
、「
周

囲
の
状
況
に
お
け
る
身
体
重
視
主
義
（corporéism

e
am

biant

）
」

と
も
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
言
葉
は
決
し
て
蔑

称
的
な
意
味
は
含
ん
で
お
ら
ず
、
人
間
存
在
を
根
本
的
に
、
身

体
も
含
め
て
よ
り
全
体
性
の
中
で
と
ら
え
て
い
こ
う
と
す
る
考

え
方
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
身
体
の
一
部
に
す
ぎ

な
い
頭
脳
だ
け
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
く
、「
存
在
の
全
体
性

（totalité
de

l’être

）」
で
と
ら
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
の
全
体
性

に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
こ
う
し
た
「
身
体
重
視

（corporéism
e

）」
の
考
え
方
は
、
確
か
に
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
第

二
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

仮
説
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
の
過
程
を
特
徴
づ
け
、
確
か

に
時
代
精
神
を
反
映
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

言
葉
が
、「
生
活
の
審
美
化
（esthétisation

de
la

vie

）」
で
す
。
こ

の
審
美
化
と
は
、
対
象
と
し
て
分
離
し
た
も
の
を
問
題
に
す
る

「
美
学
（esthétigque

）」
と
は
違
い
ま
す
。（
審
美
化
の
語
源
で
あ
る
）

ギ
リ
シ
ャ
語
の
「
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
（aisthesis=

感
覚
）」
と
い
う
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言
葉
の
意
味
は
、
情
熱
や
共
感
的
感
情
を
共
有
し
た
り
す
る
こ

と
で
す
。
こ
の
審
美
化
は
、
語
源
に
最
も
近
い
意
味
の
そ
れ
で

あ
り
、
社
会
生
活
が
、
情
熱
や
共
感
的
感
情
を
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
多
様
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
自
然
に
対
す
る
感
情
も

あ
れ
ば
、
宗
教
的
感
情
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
音
楽
的
感
情
、

ス
ポ
ー
ツ
の
感
動
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
ど
う

い
う
感
情
で
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ

う
に
、「
風
土
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
私
た
ち
を
包
み
こ
む
よ
う
な

「
共
有
す
る
感
情
と
い
う
環
境
」
が
存
在
す
る
の
で
す
。

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
特
徴

③
「
他
者
と
触
れ
あ
う
」
ス
タ
イ
ル

第
三
の
要
素
は
、
前
述
の
「
ス
タ
イ
ル
」
と
い
っ
た
も
の
で

す
。
こ
こ
で
も
語
源
を
た
ど
る
こ
と
が
大
事
で
す
。「
ス
タ
イ
ル
」

は
、
時
代
が
自
ら
を
表
現
す
る
万
年
筆
（stylo

）
で
あ
り
、
時
代

が
な
ぜ
自
ら
を
こ
の
よ
う
に
指
し
示
す
か
を
示
す
も
の
で
す
。

そ
の
意
味
で
、
先
ほ
ど
述
べ
た
通
り
、
時
代
の
特
徴
的
な
ス
タ

イ
ル
の
こ
と
で
す
。

ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
で
は
、「
触
知
的
な
ス
タ
イ
ル
（style

tactile

）」

と
な
り
ま
す
。
具
体
的
な
意
味
で
「
触
れ
る
」
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
、「
相
互
依
存
」
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
、
近
代
で
の
他
者
性
に
つ
い
て
申
し
上
げ
た
こ
と
を

思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
ず
自
然
と
の
関
係
も
、
近
代
と
は

異
な
っ
た
関
係
が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
エ
コ
ロ
ジ
ー
へ
の
感

受
性
と
な
り
ま
す
。
他
者
と
の
関
係
が
変
わ
れ
ば
、
共
同
体
が

発
展
し
ま
す
。
私
が
、
社
会
学
的
に
「
部
族
（tribus

）」
と
名
づ

け
て
い
る
小
集
団
の
出
現
が
そ
れ
で
す
。
そ
し
て
、
日
常
生
活

の
中
で
当
事
者
と
な
る
よ
う
な
、
神
聖
な
る
も
の
と
の
も
う
ひ

と
つ
別
の
関
係
も
生
ま
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
を
特
徴
づ
け
る
ス
タ
イ
ル
（
様
式
）

と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
私
は
、「
バ
ロ
ッ
ク
」
様

式
で
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
こ
の
様
式
が
、
他
者
と
触
れ

合
う
何
か
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ

て
い
る
よ
う
に
、
自
然
と
い
う
他
者
と
触
れ
合
い
、
他
の
集
団

と
い
う
他
者
と
も
、
神
性
と
い
う
他
者
に
も
触
れ
る
様
式
だ
か

ら
で
す
。
こ
れ
が
、
私
の
言
う
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
第
三
の
要

素
で
す
。
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「
世
界
は
東
洋
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
」

更
に
も
う
ひ
と
つ
言
葉
を
提
案
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

特
に
エ
ド
ガ
ー
・
モ
ラ
ン
（E

dgar
M

orin

）
を
は
じ
め
幾
人
か
の

友
人
た
ち
が
、
こ
う
し
た
時
代
精
神
を
描
き
出
す
た
め
に
提
起

し
た
フ
ラ
ン
ス
語
の
造
語
を
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、「
ル
リ
ア
ン
ス
（reliance=

結
び
つ
き
）」
と
い
う
概
念

で
す
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
こ
と
を
思
い
出
し
て
く
だ
さ
い
。

も
は
や
「
距
離
を
お
く
」
で
は
な
く
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
概
念

に
移
行
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
言
葉
は
語
源
的
に
言
え
ば
、

ラ
テ
ン
語
の
《
何
か
に
結
び
つ
い
て
い
る
状
態
》
を
意
味
す
る

概
念
で
す
。

こ
こ
で
第
一
に
重
要
な
こ
と
は
、
本
当
の
変
化
が
始
ま
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
い
う
、
根
底
の

変
化
な
の
で
す
。
こ
の
概
念
は
、
ま
ず
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
す
。
再
び
、
神
性
と
、
自
然
と
、
他
者
と
関
係
を
結
ぶ
こ

と
な
の
で
す
。
こ
の
「
結
び
つ
き
」
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（
見

通
し
）
の
中
で
、
あ
る
種
の
感
情
の
文
化
が
発
達
し
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
は
、
純
粋
に
合
理
的
な
要
素
だ
け
で
は
な
く
、
宗
教
の
基

盤
自
体
に
、
ラ
テ
ン
語
で
「
プ
リ
ム
ム
・
レ
ラ
ツ
ィ
オ
ニ
ス

（prim
um

relationis

＝
関
係
の
優
位
性
）」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
存
在

し
、
重
視
さ
れ
ま
す
。

こ
の
「
結
び
つ
き
」
の
概
念
は
、
常
に
現
在
に
結
び
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
三
つ
の
要
素
を
統
合
し
て
い
ま

す
。
こ
こ
に
、
世
界
の
「
再
魔
術
化
」
と
も
呼
ば
れ
る
も
の
の

特
徴
が
現
れ
て
お
り
ま
す
。
現
れ
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、
重

要
な
時
代
の
後
、
す
な
わ
ち
三
世
紀
な
い
し
四
世
紀
の
サ
イ
ク

ル
で
あ
る
「
再
魔
術
化
」
の
サ
イ
ク
ル
の
後
、
大
き
な
特
徴
は

見
ら
れ
る
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
微
か
な
兆
候
と
し
て
し
か
指
摘

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
兆
候
と
い

う
言
葉
は
、
も
ち
ろ
ん
指
摘
（index

）
や
ポ
イ
ン
ト
点
を
意
味
し

て
い
ま
す
。
真
実
や
胚
胎
し
て
い
る
も
の
を
指
し
示
す
兆
候
や

要
素
が
あ
り
ま
す
。
先
ほ
ど
、
お
話
し
し
た
こ
と
を
要
約
す
れ

ば
、
近
代
の
「
目
的
化
さ
れ
た
物
語
」
と
は
異
な
り
、「
運
命
」

と
い
う
言
葉
が
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
な
り
ま
す
。
運
命
の
ま
わ
り

に
は
、
遠
く
を
目
指
す
「
超
越
」
な
ど
存
在
し
ま
せ
ん
。
あ
る

の
は
、
む
し
ろ
「
内
在
性
」
な
の
で
す
。

た
だ
ひ
と
つ
の
も
の
を
重
要
視
す
る
の
で
は
な
く
、
多
様
性



の
形
態
を
重
視
す
る
の
で
す
。
多
様
な
や
り
方
が
存
在
し
、
議

論
を
し
よ
う
と
思
え
ば
膨
大
な
例
を
提
示
す
る
こ
と
も
で
き
る

で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
見
ら
れ
る
の
は
、「
東
洋
的
な
シ
ン
ク
レ
テ

ィ
ズ
ム
（
混
淆
主
義
）
」
を
示
す
よ
う
な
何
か
で
す
。
そ
れ
は
日

常
生
活
の
レ
ベ
ル
に
、
明
ら
か
に
数
多
く
存
在
し
ま
す
。

世
界
の
「
再
魔
術
化
」
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
三

つ
の
大
き
な
特
徴
は
、
映
画
の
中
に
、
書
籍
の
中
に
、
ロ
ー

ル
・
プ
レ
イ
・
ゲ
ー
ム
の
中
に
、
さ
ら
に
す
べ
て
の
中
に
、
そ

れ
相
応
に
存
在
す
る
の
で
す
。

最
後
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
逆
説
）
が
残
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
、

ト
ポ
ロ
ジ
ー
（
位
相
幾
何
学
）
の
用
語
で
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
位
相
幾
何
学
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
時
代
が
理
解
さ

れ
る
か
ら
で
す
。
か
つ
て
の
習
慣
的
な
図
式
は
「
線
形
的
な
図

式
」
で
し
た
。
Ａ
と
い
う
地
点
か
ら
Ｂ
と
い
う
地
点
に
移
動
す

る
と
い
う
図
式
で
す
。
ま
た
一
方
で
、「
代
替
的
な
図
式
」
と
し

て
の
「
ニ
ー
チ
ェ
の
円
環
」
す
な
わ
ち
「
自
己
自
身
へ
回
帰
し

て
い
く
」
と
い
う
図
式
も
あ
り
ま
し
た
。

私
が
こ
こ
で
提
起
し
た
い
の
は
、「
螺
旋
状
の
イ
メ
ー
ジ
」
で

す
。
古
い
も
の
が
蘇
っ
て
く
る
の
を
人
は
見
る
わ
け
で
す
が
、

そ
れ
は
、
ま
っ
た
く
同
じ
レ
ベ
ル
で
蘇
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

で
す
。

私
に
と
っ
て
、
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
の
定
義
は
、「
擬
古
主
義
」

と
「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
達
」
の
相
乗
作
用
（
シ
ナ
ジ
ー
）
な
の

で
す
。「
宗
教
回
帰
」
と
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
が
同
時
に
あ
る

こ
と
に
よ
り
、
効
果
の
減
速
が
起
こ
る
。
ま
さ
に
本
当
の
意
味

で
の
「
逆
説
」
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
レ
ベ
ル
も
あ
り
得
る

わ
け
で
す
が
。

私
の
視
点
で
は
、
こ
の
「
再
魔
術
化
」
が
回
帰
し
な
が
ら
も
、

同
時
に
ウ
ェ
ッ
ブ
・
サ
イ
ト
が
あ
り
、
ブ
ロ
グ
が
あ
り
、
討
議

フ
ォ
ー
ラ
ム
が
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
あ
る
よ
う
な
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
が
、
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
ポ
ス
ト
・
モ
ダ
ン
を
特
徴
づ

け
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
「
螺
旋
状
の
イ
メ
ー
ジ
」

が
、
私
に
と
っ
て
は
、
現
在
社
会
を
特
徴
づ
け
て
い
る
よ
う
に

思
え
る
の
で
す
。

最
後
に
、
こ
こ
で
日
本
の
皆
さ
ま
方
に
申
し
上
げ
た
ほ
う
が

よ
い
の
か
否
か
私
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
の
講

演
で
い
つ
も
申
し
上
げ
て
い
る
こ
と
を
い
い
ま
し
ょ
う
。
し
か

し
詳
し
く
展
開
す
る
こ
と
は
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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近
代
が
世
界
の
西
欧
化
で
あ
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
今
の

変
化
は
、
世
界
の
東
洋
化
（orientalisation

）
を
示
し
て
い
る
よ

う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。
こ
れ
ま
で
私
が
指
摘
を
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
す
べ
て
の
大
き
な
特
徴
は
み
な
、
む
し
ろ
こ
の
「
東
洋

化
」
に
帰
着
す
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
こ
れ
以
上
、

展
開
は
い
た
し
ま
せ
ん
。

結
論
と
し
て
申
し
上
げ
た
い
の
は
、
私
に
と
っ
て
、
こ
う
し

た
変
化
は
、
あ
る
時
代
の
生
命
力
の
現
れ
方
と
し
て
の
プ
ロ
セ

ス
で
あ
っ
て
、「
破
局
的
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
を
も
つ
余
地
は
あ
り
ま

せ
ん
。
実
は
、「
ひ
と
つ
の
世
界
の
終
焉
」
と
い
っ
て
も
、
世
界

と
い
う
も
の
の
終
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
が
指
摘

し
た
通
り
、「
飽
和
」
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
の
み
、
あ
る
世
界

が
終
焉
す
る
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
す
。

こ
の
原
理
か
ら
出
発
す
れ
ば
、
適
応
し
な
が
ら
も
、
時
代
の

「
真
の
生
命
力
」
と
い
っ
た
も
の
が
、「
世
界
の
再
魔
術
化
」
を

通
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
実
に
よ
く
示
す
多
く
の
要
素
が

あ
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で
す
。
こ
う
し
た
時
代
の
「
生
命
力
」

を
表
す
た
め
に
、「
生
気
論
（vitalism

）」
を
機
能
さ
せ
る
こ
と
こ

そ
、
私
ど
も
知
識
人
の
な
す
べ
き
仕
事
な
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
実
の
と
こ
ろ
、
生
命
そ
れ
自
体
は
続
い
て
い

く
か
ら
で
す
。

（
ミ
シ
ェ
ル
・
マ
フ
ェ
ゾ
リ
／
パ
リ
第
五
大
学
教
授
）

（
訳
・
ま
ん
ぞ
く
　
た
ま
え
／
東
洋
哲
学
研
究
所
海
外
研
究
員
）

（
本
稿
は
二
〇
〇
六
年
十
月
八
日
、
東
京
で
行
わ
れ
た
当
研
究
所
主
催
の

特
別
公
開
講
演
会
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
）


