
師
い
は
く
︑﹁
い
か
に
し
て
か
自
己
を
転
じ
て
山
河
大
地
に
帰
せ
し
め
ん
﹂︒

︱
︱
︱
長
砂
景
岑
(
1

)

一

悟
道
を
待
ち
な
が
ら

も
は
や
︑
自
然
と
一
体
化
す
る
だ
け
で
は
︑
十
分
で
は
な
い
︒

﹁
地
球
環
境
問
題
﹂
と
は
︑
二
〇
世
紀
後
半
に
テ
ー
マ
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
農
薬
で
あ
る
D
D
T
の
散
布
に
よ
る
生

態
系
の
汚
染
と
生
物
や
人
間
へ
の
健
康
被
害
を
告
発
し
た
︑
カ
ー
ソ
ン
に
よ
る
﹃
沈
黙
の
春
﹄︵
一
九
六
二
年
︶
を
端
緒
と
す
る
も
の

で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
こ
う
し
た
問
題
提
起
が
一
つ
の
き
っ
か
け
と
な
り
︑
一
九
七
二
年
に
は
﹁
国
連
人
間
環
境
会
議
﹂
が
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
︑
一
九
九
二
年
に
は
リ
オ
デ
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で
﹁
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
﹂︵
地
球
サ
ミ
ッ
ト
︶
が
開
催

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
会
議
で
は
︑
今
日
﹁
環
境
問
題
﹂
の
大
元
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
気
候
変
動
と
生
物
多
様
性
が
参
加

国
の
条
約
締
結
の
テ
ー
マ
と
な
っ
た
︒
さ
ら
に
︑
二
〇
一
五
年
に
は
︑
気
候
変
動
問
題
に
関
す
る
﹁
パ
リ
協
定
﹂
が
採
択
さ
れ
︑﹁
持

続
可
能
な
開
発
目
標
﹂︵S

u
stain

ab
le
D
evelop

m
en
t
G
oalʼs

＝
S
D
G
s

︶
が
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
達
成
さ
れ
る
べ
き
目
標
と
し
て
登

場
す
る
こ
と
に
な
る
(
2

)

︒
地
球
温
暖
化
︑
オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
︑
砂
漠
化
︑
熱
帯
林
の
減
少
︑
酸
性
雨
︑
海
洋
汚
染
︑
野
生
生
物
種
の
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減
少
︑
有
害
廃
棄
物
の
越
境
移
動
⁝
⁝
︒
あ
ら
た
め
て
地
球
環
境
問
題
を
こ
う
し
て
数
え
る
だ
け
で
も
︑
こ
れ
ら
が
し
ば
し
ば
主
張

さ
れ
る
よ
う
な
︑
過
去
の
素
朴
な
自
然
回
帰
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
な
る
ほ
ど
に
単
純
で
は
な
く
︑
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
と
同
時
に

﹁
待
っ
た
な
し
﹂
と
い
う
切
迫
感
を
と
も
な
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
だ
が
同
時
に
︑﹁
持
続
可
能
な
開
発
﹂
と
い

う
よ
う
に
︑
環
境
問
題
の
解
決
に
向
け
て
の
枠
組
み
は
︑﹁
開
発
﹂
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
︒

今
日
の
経
済
発
展
は
そ
の
ま
ま
で
︑
や
が
て
は
人
類
の
英
知
か
科
学
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
︑
こ
う
し
た
諸
問
題
も
解
決
・
解
消
に

向
か
う
の
で
な
い
か
と
い
う
楽
観
も
仄
見
え
る
の
だ
︒

と
こ
ろ
で
︑
思
想
家
の
ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
︑
環
境
問
題
へ
の
注
意
深
い
検
討
を
通
し
て
︑
文
字
通
り
﹁
個
を
超
え
る
﹂
と
い

う
こ
と
を
主
眼
と
し
つ
つ
︑
個
体
と
し
て
の
人
間
種
の
心
理
的
内
面
に
拘
泥
す
る
傾
向
の
強
い
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
の
限

界
を
批
判
的
に
乗
り
越
え
る
試
み
と
し
て
の
イ
ン
テ
グ
ラ
ル
理
論
を
提
唱
し
て
い
る
(
3

)

︒
そ
の
契
機
と
な
っ
た
主
著
﹃
進
化
の
構

造
﹄︵Sex,E

cology,Spitituality,
1995

︶
に
お
い
て
は
︑﹁
私
の
考
え
で
は
︑
統
合
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
第
一
歩
は
︑
真
の
環

境
倫
理
︑
す
な
わ
ち
非
人
間
の
ホ
ロ
ン
︵
N
onhum
an
holons︶
に
対
す
る
道
徳
的
・
倫
理
的
ス
タ
ン
ス
を
発
展
さ
せ
︑
確
立
す
る
こ

と
で
あ
る
｣
(
4

)

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
こ
で
ホ
ロ
ン
︵
holon
︶
と
は
全
体
／
部
分
︵
w
hole/part︶
の
こ
と
で
あ
り
︑
部
分
と
し

て
相
対
的
自
律
性
を
有
す
る
と
同
時
に
︑
全
体
と
し
て
の
整
合
性
を
持
つ
単
位
の
こ
と
で
あ
る
(
5

)

︒
た
と
え
ば
︑
細
胞
は
有
機
体
に

対
し
て
は
部
分
で
あ
る
が
︑
分
子
に
対
し
て
は
全
体
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
理
解
に
照
ら
せ
ば
︑
人
間
種
も
ま
た
︑
他
の
非
人
間
同
様

に
ホ
ロ
ン
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
近
代
に
お
い
て
︑
主
観
的
な
自
己
・
客
観
的
な
自
然
・
間
主
観
的
な
文
化
が
異
な

る
価
値
領
域
と
し
て
差
異
化
さ
れ
る
と
同
時
に
︑
そ
れ
は
行
き
過
ぎ
て
し
ま
い
︑
可
視
的
な
単
自
然
︵
m
ononature︶
へ
の
還
元
が

起
こ
っ
た
の
だ
と
ウ
ィ
ル
バ
ー
は
指
摘
す
る
(
6

)

︒
こ
こ
に
お
い
て
︑﹁
自
然
﹂
は
﹁
自
己
﹂
や
﹁
文
化
﹂
に
よ
る
操
作
の
対
象
と
し
て
︑

可
感
的
な
事
象
の
単
一
平
面
的
な
網
目
の
み
を
意
味
す
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
こ
で
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
精
神
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的
な
内
面
で
あ
り
︑
深
み
な
の
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
︑﹁
真
の
問
題
は
︒
人
々
が
い
か
に
自
己
中
心
的
な
意
識
か
ら
︑
社
会
中
心
︑
そ
し
て

世
界
中
心
的
な
意
識
へ
と
︿
内
的
変
容
︵
internally
transform
ation
︶﹀
を
遂
げ
る
か
︑
に
あ
る
の
だ
｣
(
7

)

と
彼
は
続
け
る
︒
環
境

問
題
を
め
ぐ
る
国
際
的
世
論
が
進
展
し
︑と
り
わ
け
二
〇
〇
〇
年
代
以
降
︑人
類
が
地
球
全
体
の
環
境
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ

た
地
質
年
代
と
し
て
﹁
人
新
世
｣
(
8

)

が
提
起
さ
れ
て
以
降
も
︑
ウ
ィ
ル
バ
ー
が
説
く
﹁
内
的
変
容
﹂
の
問
題
は
看
過
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
︒
こ
の
新
た
な
地
質
年
代
を
提
唱
し
て
い
る
ク
ル
ッ
ツ
ェ
ン
自
体
が
︑
そ
の
解
消
に
向
け
て
全
惑
星
規
模
の
気
候
工
学

を
提
唱
し
て
い
る
こ
と
(
9

)

か
ら
考
え
れ
ば
︑﹁
人
間
が
モ
ノ
言
わ
ぬ
単
一
の
自
然
環
境
に
対
し
て
操
作
的
に
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
︑
地
球
環
境
問
題
は
解
決
・
解
消
に
向
か
う
﹂
と
い
う
集
合
的
な
マ
イ
ン
ド
セ
ッ
ト
が
変
化
し
て
い
る
と
は
︑
考
え
に
く
い
の
で

あ
る
︒

と
は
い
え
︑
本
稿
の
課
題
は
︑
す
で
に
述
べ
た
惑
星
規
模
の
環
境
問
題
か
ら
す
れ
ば
︑
と
て
も
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
る
︒
以
下

で
は
︑
私
た
ち
に
身
近
で
も
あ
る
﹁
植
物
﹂
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
テ
ー
マ
に
据
え
て
︑
人
間
種
の
外
な
る
自
然
と
内
な
る
自
然
の

相
互
関
連
に
つ
い
て
哲
学
的
に
考
察
す
る
こ
と
を
主
要
な
目
的
と
す
る
︒
そ
の
際
の
起
点
と
し
て
︑
井
上
円
了
が
展
開
し
た
植
物
妖

怪
論
を
選
択
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
に
は
︑
次
の
理
由
が
あ
る
︒
第
一
に
︑
妖
怪
研
究

の
文
脈
か
ら
︑
妖
怪
を
﹁
超
自
然
的
﹂
と
規
定
す
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
(
10

)

︑
第
二
に
︑
こ
う
し
た
理
路
の
背

景
と
な
る
現
代
の
哲
学
と
交
差
す
る
人
類
学
の
領
域
に
お
い
て
︑
自
然
／
文
化
の
二
項
対
立
の
自
明
性
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
(
11

)

︑

そ
し
て
第
三
に
︑
現
代
の
自
然
哲
学
に
お
い
て
︑
自
然
か
つ
人
為
と
し
て
の
非
人
間
的
な
自
然
の
思
考
(
12

)

は
い
か
に
可
能
か
が
問
わ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
諸
傾
向
に
通
底
し
て
い
る
の
は
︑
人
間
の
側
か
ら
見
た
﹁
単
一
の
自
然
﹂
の
表
象
を
懐
疑
し
︑

﹁
多
﹂
と
し
て
の
自
然
に
踏
み
込
も
う
と
い
う
姿
勢
で
あ
る
︒
翻
っ
て
︑
円
了
の
場
合
は
ど
う
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
︒
す
ぐ
に
述
べ
る
よ

う
に
︑
そ
の
妖
怪
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
哲
学
的
な
悟
道
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
植
物
に
関
す
る
﹁
妖
怪
﹂
の
考
察
は
︑
生
物
の
誕

49 植物妖怪に関する｢多自己｣論的考察



生
の
歴
史
を
背
景
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒
現
代
の
環
境
問
題
に
お
い
て
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
人
間
種
の
﹁
内
的

変
容
﹂
で
あ
る
の
な
ら
ば
︑
そ
の
局
面
に
お
い
て
は
︑
他
な
ら
ぬ
人
間
の
社
会
性
や
﹁
自
己
﹂
と
い
う
も
の
の
多
数
性
も
そ
こ
で
問

わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
︒
い
つ
か
到
来
す
る
か
わ
か
ら
な
い
︑
い
や
︑
も
し
か
し
た
ら
す
で
に
足
下
に
あ
る
か
も
し
れ
な
い
﹁
悟
道
﹂

を
再
起
動
さ
せ
る
こ
と
が
︑
か
く
て
本
稿
の
第
二
の
目
的
と
な
る
︒
次
節
で
は
ま
ず
︑
円
了
の
植
物
妖
怪
論
を
取
り
上
げ
る
︒
さ
ら

に
第
三
節
で
は
︑
そ
れ
以
降
の
植
物
を
め
ぐ
る
妖
怪
・
精
霊
に
関
す
る
言
説
を
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
の
諸
文
献
か
ら
一
瞥
し
︑
最

後
に
︑
植
物
を
め
ぐ
る
現
代
の
哲
学
的
考
察
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う
︑
こ
れ
ら
の
作
業
を
通
じ
て
︑
多
社
会
的
で
も
あ
り
︑
多

自
己
的
で
も
あ
る
植
物
た
ち
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
︒

二

井
上
円
了
の
植
物
妖
怪
論

と
こ
ろ
で
︑
現
代
の
妖
怪
研
究
に
お
い
て
︑﹁
超
自
然
﹂
概
念
の
自
明
性
が
問
わ
れ
て
い
る
と
は
︑
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
︒
土

木
工
学
者
の
高
岡
知
紀
と
近
藤
綾
香
は
︑
水
害
と
土
砂
災
害
に
関
す
る
妖
怪
伝
承
の
抽
出
と
分
類
を
行
い
︑
災
害
リ
ス
ク
を
回
避
し

た
い
と
い
う
前
近
代
社
会
に
暮
ら
す
人
々
の
願
望
が
妖
怪
伝
承
に
結
び
つ
い
た
と
と
ら
え
︑
そ
れ
ら
を
防
災
・
減
災
の
知
的
資
源
と

し
て
活
用
す
る
方
途
を
詮
索
し
て
い
る
(
13

)

︒
ま
た
︑
森
林
生
態
学
者
の
中
島
淳
司
は
︑
都
市
伝
説
も
含
め
た
広
範
な
妖
怪
現
象
を
博

捜
し
︑﹁﹁
豊
か
な
自
然
﹂
の
存
在
が
︑﹁
か
つ
て
の
妖
怪
﹂
を
み
る
こ
と
の
で
き
る
条
件
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
｣
(
14

)

と
述
べ
︑
妖

怪
が
生
息
し
︑
認
知
し
︑
活
用
さ
れ
た
背
景
に
は
︑﹁
自
然
環
境
と
人
と
の
﹁
距
離
﹂
が
背
景
に
あ
っ
た
も
の
が
目
立
つ
｣
(
15

)

こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
は
︑
民
俗
学
者
の
宮
田
登
に
よ
る
﹁
自
然
を
破
壊
し
つ
つ
地
域
開
発
が
伸
長
す
る
プ
ロ
セ
ス
で
自

然
と
人
間
は
対
立
関
係
に
入
る
が
︑
人
間
の
営
み
で
あ
る
文
化
の
な
か
に
自
然
が
と
り
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と
︑
逆
に
超
自
然
現

象
が
さ
ま
ざ
ま
に
語
り
出
さ
れ
て
く
る
｣
(
16

)

と
い
う
考
察
に
照
ら
し
て
も
首
肯
で
き
る
点
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
自
然
﹂
と
﹁
文
化
﹂
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の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
︑
後
者
に
属
す
る
人
間
に
よ
る
﹁
自
然
﹂
へ
の
過
剰
な
介
入
を
も
た
ら
す
と
き
︑
そ
の
反
動
と
し
て
﹁
自
然
﹂

の
側
か
ら
︑
そ
れ
を
超
え
て
の
警
告
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
が
妖
怪
現
象
だ
と
解
釈
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
だ
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
に
妖
怪
を
﹁
超
自
然
﹂
と
し
て
規
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
一
面
的
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
民
俗
学
者
・

文
化
人
類
学
者
の
廣
田
龍
平
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
よ
う
な
妖
怪
解
釈
の
背
景
に
は
︑
宗
教
の
非
人
間
カ
テ
ゴ
リ
ー
︵
神
霊
︶
か
ら
外
れ

る
諸
現
象
を
宗
教
的
領
域
に
含
め
る
か
否
か
と
い
う
学
説
史
的
背
景
が
あ
る
︒
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
妖
怪
研
究
に
お
い
て
は
︑
お

お
よ
そ
﹁
神
﹂
と
﹁
妖
怪
﹂
の
関
係
が
問
題
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
(
17

)

︒
し
か
し
︑
た
と
え
ば
﹁
河
童
﹂
は
非
近
代
社
会
の
人
々
に
と
っ

て
は
︑
事
典
類
で
は
﹁
獣
﹂
の
一
種
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
︑
そ
の
限
り
で
は
︑
自
然
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑﹁
神
﹂
と
関
係

す
る
よ
う
な
宗
教
的
事
象
で
は
な
い
(
18

)

︒
こ
こ
で
立
ち
返
っ
て
よ
い
の
は
︑
中
島
に
よ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
だ
ろ
う
︒
自
然
現
象

の
﹁
解
釈
﹂
と
し
て
成
立
し
た
妖
怪
の
多
く
は
︑
科
学
的
知
識
の
普
及
と
と
も
に
説
明
可
能
な
事
実
と
し
て
再
認
識
さ
れ
て
い
く
︒

﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
多
く
の
場
合
で
は
︑
妖
怪
と
認
知
さ
れ
た
現
象
そ
の
も
の
が
消
滅
し
た
わ
け
で
は
な
い
｣
(
19

)

と
い
う
の
だ
︒
す
な

わ
ち
︑
妖
怪
と
自
然
現
象
と
は
差
異
を
孕
み
つ
つ
重
な
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
の
﹁
間
﹂︵
距
離
︶
が
問
題
な
の
だ
︒

こ
こ
ま
で
の
準
備
を
経
て
︑
よ
う
や
く
円
了
に
よ
る
植
物
妖
怪
論
の
理
路
を
た
ど
る
準
備
が
整
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
は
﹃
妖

怪
学
講
義
﹄
の
﹁
第
二

理
学
部
門
﹂
に
お
い
て
︑
そ
の
﹁
第
三
講

草
木
編
﹂
で
展
開
さ
れ
て
お
り
︑
選
集
版
で
は
四
〇
ペ
ー
ジ

に
満
た
な
い
も
の
だ
が
︑
管
見
の
限
り
︑
当
該
箇
所
に
言
及
し
て
円
了
妖
怪
学
の
構
造
に
つ
い
て
考
察
し
た
先
行
研
究
は
見
ら
れ
な

い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
た
と
え
ば
神
学
者
の
菊
池
章
太
は
︑
そ
の
円
了
妖
怪
学
の
基
調
を
迷
信
退
治
と
し
て
と
ら
え
る
一
方
で
︑﹁
円

了
の
時
代
も
円
了
の
妖
怪
学
も
︑
も
は
や
過
去
の
も
の
で
あ
り
ま
す
︒
む
し
ろ
今
だ
か
ら
こ
そ
︑
環
境
と
い
う
こ
と
と
妖
怪
と
が
︑

円
了
の
時
代
と
は
違
っ
て
逆
に
結
び
つ
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
そ
う
い
う
時
代
が
来
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
｣
(
20

)

と
語
っ

て
い
る
︒
ど
う
や
ら
︑
円
了
と
自
然
や
環
境
の
問
題
と
は
︑
相
性
が
悪
い
よ
う
な
の
だ
︒
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し
か
し
︑
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
︒
ま
ず
﹃
妖
怪
学
講
義
﹄
の
﹁
草
木
編
﹂
の
検
討
に
入
る
前
に
︑
そ
の
﹁
緒
言
﹂
と
﹁
第

一

総
論
﹂
か
ら
︑
円
了
に
お
け
る
﹁
妖
怪
﹂
概
念
を
手
短
じ
か
に
取
り
お
さ
え
て
お
こ
う
︒﹁
第
一

総
論
﹂
に
お
い
て
︑
円
了
は

ま
ず
︑
妖
怪
と
は
﹁
不
思
議
と
異
常
を
兼
ぬ
る
も
の
﹂︵16:59

)
(
21

)

と
い
う
定
義
を
し
て
い
る
︒
こ
の
場
合
の
異
常
と
は
︑﹁
全
く
新

奇
︑
変
化
を
義
と
す
る
﹂︵16:170

︶
も
の
で
あ
り
︑﹁
平
常
に
異
な
り
た
る
現
象
﹂︵16:170

︶
を
意
味
す
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
奇
異
草

木
を
見
て
こ
れ
を
妖
怪
と
し
︑
あ
る
い
は
奇
鳥
異
獣
を
見
て
こ
れ
を
妖
怪
と
す
る
こ
と
﹂︵16:170

︶
が
こ
れ
に
あ
た
る
︒
ま
た
︑
通

常
は
見
慣
れ
て
い
る
草
木
や
動
物
の
場
合
で
も
︑
そ
の
年
経
て
い
る
さ
ま
や
︑
異
常
繁
茂
し
て
い
る
場
合
も
妖
怪
が
立
ち
現
れ
る
︒

﹁
老
松
古
杉
の
ご
と
き
こ
れ
を
神
木
と
し
て
祭
る
が
ご
と
き
︑
わ
が
国
に
多
く
見
る
と
こ
ろ
な
り
﹂︵16:170

︶
と
い
う
わ
け
だ
︒
こ

こ
で
﹁
妖
怪
﹂
の
具
体
例
と
し
て
動
物
と
な
ら
ん
で
﹁
奇
異
草
木
﹂
の
よ
う
に
植
物
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
し
て
お
い
て

よ
い
で
あ
ろ
う
︒
円
了
は
す
で
に
﹁
緒
論
﹂
に
お
い
て
妖
怪
の
種
類
を
物
理
的
・
心
理
的
の
二
種
類
と
し
て
提
示
し
︑
さ
ら
に
天
・

太
極
・
真
如
な
ど
と
い
う
宗
教
的
な
原
理
と
同
定
し
う
る
真
怪
を
あ
げ
て
い
る
︵16:22-24

︶︒
こ
の
真
怪
が
開
け
る
こ
と
は
︑﹁
囀て
ん

々て
ん

た
る
鳥
声
も
妍け
ん

々け
ん

た
る
花
容
も
︑
み
な
理
想
の
真
景
実
相
な
る
を
領
得
す
べ
し
︒
こ
れ
︑
哲
学
的
悟
道
な
り
﹂︵16:24

︶
と
い
う
こ
と

に
な
る
︒﹁
か
く
の
ご
と
く
真
怪
を
開
き
き
た
ら
ば
︑
人
を
し
て
泰
然
と
し
て
歓
楽
の
別
世
界
に
安
住
す
る
こ
と
を
得
﹂︵16:25

︶
る

こ
と
に
な
る
︒
円
了
に
お
い
て
は
ま
ず
︑
妖
怪
学
と
は
そ
れ
に
携
わ
る
人
々
の
あ
り
か
た
を
変
容
さ
せ
る
哲
学
的
な
悟
り
の
道
だ
っ

た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
の
よ
う
な
悟
道
と
植
物
的
な
妖
怪
の
探
究
と
は
︑
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
円
了
は
﹁
草
木
編
﹂
の
冒

頭
で
﹁
今
︑
生
物
の
変
態
︑
異
状
を
論
ず
る
に
さ
き
だ
ち
︑
こ
こ
に
生
物
進
化
の
理
に
つ
き
て
一
言
す
る
必
要
あ
り
﹂︵16:401

︶
と

し
て
︑
読
者
を
人
類
誕
生
以
前
に
誘
う
︒
円
了
の
理
解
す
る
進
化
論
と
は
︑﹁
わ
が
地
球
上
に
は
太
初
一
つ
の
生
物
を
も
見
る
こ
と
あ

た
わ
ず
︑
た
だ
無
機
物
の
み
存
在
せ
し
時
代
あ
り
し
が
︑
そ
の
後
よ
う
や
く
草
木
︑
動
物
の
ご
と
き
生
物
生
ず
る
に
至
り
し
﹂︵16:
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402
︶
プ
ロ
セ
ス
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
ま
ず
ど
の
よ
う
に
無
機
物
か
ら
有
機
物
が
発
生
し
た
か
︑
そ

し
て
前
者
と
後
者
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
円
了
は
ま
ず
︑
物
質
・
精
力
・

理
法
の
三
点
か
ら
そ
の
様
態
を
比
較
す
る
︒
ま
ず
︑
第
一
に
物
質
的
に
有
機
元
素
と
無
機
元
素
に
区
別
は
な
い
︒
両
者
と
も
化
学
的

に
は
同
じ
化
合
物
か
ら
生
成
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
形
態
的
に
は
︑
有
機
物
は
無
機
物
よ
り
複
雑
に
組
成
さ
れ
て
お

り
︑
そ
の
意
味
で
両
者
は
異
な
る
と
い
え
る
︒﹁
有
機
物
と
無
機
物
と
の
間
に
は
明
ら
か
な
る
区
画
あ
る
が
ご
と
し
と
い
え
ど
も
︑
そ

は
た
だ
高
等
な
る
有
機
物
と
無
機
物
と
の
間
の
こ
と
に
し
て
︑
も
し
最
下
等
な
る
有
機
物
に
至
り
て
は
そ
の
外
形
か
え
っ
て
無
機
物

に
類
し
︑
と
き
と
し
て
は
こ
れ
を
識
別
す
る
に
苦
し
む
こ
と
さ
え
あ
る
く
ら
い
な
り
﹂︵16:404

︶
と
い
う
わ
け
だ
︒
次
に
勢
力
に
関

し
て
だ
が
︑﹁
有
機
物
に
は
同
化
力
を
有
す
れ
ど
も
︑
無
機
物
に
は
こ
れ
を
有
せ
ず
﹂︵16:404

︶
と
円
了
は
指
摘
す
る
︒
こ
こ
で
﹁
同

化
力
﹂
と
は
外
界
か
ら
種
々
の
食
物
︵
栄
養
分
︶
を
吸
収
し
て
自
身
の
生
育
に
役
立
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
︑
た
と
え
ば
水

流
や
空
気
の
運
動
と
異
な
り
︑
有
機
物
は
﹁
自
ら
有
す
る
と
こ
ろ
の
内
包
の
力
に
よ
り
て
運
動
す
る
﹂︵16:405

︶
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒
勢
力
と
は
つ
ま
り
︑
現
代
的
に
は
生
命
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
第
三
に
理
法
に
つ
い
て
だ
が
︑
こ
れ
は
﹁
無

機
物
の
間
に
行
わ
る
る
規
則
は
ま
た
有
機
物
の
間
に
も
行
わ
れ
て
︑
二
者
と
も
に
同
一
の
規
則
に
支
配
せ
ら
る
る
を
見
る
﹂︵16:407

︶

こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
有
機
物
と
無
機
物
に
明
確
な
差
異
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
こ
れ
ら
の
道
理
よ
り
推
究

す
る
と
き
は
︑
結
局
は
つ
い
に
万
有
一
体
︑
諸
法
一
理
を
も
っ
て
︑
宇
宙
の
真
理
と
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
至
ら
ん
﹂︵16:406

︶

こ
と
に
な
る
︒
円
了
は
こ
う
し
て
物
質
・
精
力
・
理
法
の
三
点
か
ら
︑
無
機
物
か
ら
有
機
物
が
発
生
し
た
と
い
う
進
化
解
釈
を
退
け
︑

﹁
太
初
の
も
の
は
有
機
に
あ
ら
ざ
る
と
同
時
に
ま
た
無
機
に
も
あ
ら
ず
︑
し
た
が
っ
て
有
機
と
も
無
機
と
も
名
付
く
べ
か
ら
ざ
る
未

判
状
態
の
も
の
﹂︵16:407

︶
だ
と
述
べ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
立
論
か
ら
導
き
だ
さ
れ
る
の
は
︑
円
了
に
お
い
て
植
物
・
動
物
・
人
類
は

生
物
発
生
の
原
初
に
お
い
て
は
差
異
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
共
通
祖
先
か
ら
分
化
し
た
地
上
の
諸
生
命
体
に
は
程
度
の
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差
異
は
あ
り
え
て
も
︑
本
質
的
な
そ
れ
は
な
い
︒
円
了
は
こ
こ
か
ら
︑
次
の
よ
う
な
帰
結
に
至
る
︒

こ
れ
を
要
す
る
に
︑
こ
の
世
界
万
有
は
表
面
に
死
物
的
現
象
を
示
す
と
い
え
ど
も
︑
内
部
に
は
活
動
的
勢
力
を
包
有
す
る
も

の
な
れ
ば
︑
そ
の
死
物
と
見
ゆ
る
は
外
観
の
み
に
し
て
︑
内
面
よ
り
見
れ
ば
一
大
活
物
な
り
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
す
で
に

こ
の
世
界
の
内
部
に
こ
の
勢
力
あ
り
︒
こ
れ
を
も
っ
て
︑
よ
く
草
木
︑
禽
獣
お
よ
び
人
類
を
分
化
発
生
す
︒
ゆ
え
に
予
は
︑
草

木
が
有
せ
る
と
こ
ろ
の
発
育
力
も
︑
動
物
が
有
せ
る
と
こ
ろ
の
感
覚
力
も
︑
ま
た
人
類
に
固
有
せ
る
思
想
力
も
︑
み
な
世
界
の

内
部
に
本
来
包
有
せ
し
︑
こ
の
活
動
力
の
発
現
し
た
る
に
ほ
か
な
ら
ず
と
い
わ
ん
と
欲
す
る
な
り
︵16:408

︶︒

こ
こ
で
力
を
こ
め
て
言
わ
れ
て
い
る
の
は
︑﹁
こ
の
世
界
は
一
大
活
物
﹂︵16:408

︶
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
世
界
が

表
面
的
に
死
物
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
︑
物
質
的
な
形
態
と
し
て
外
面
︵
肉
体
的
な
肉
眼
︑
ま
た
は
そ
の
物
理
的
延
長
の
手
段
︶
に

よ
っ
て
観
察
さ
れ
た
と
き
は
︑
固
定
し
静
止
し
た
状
態
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
だ
が
︑
そ
の
よ
う
な
物
質
も
内
面
︑
つ
ま

り
科
学
的
知
見
を
踏
ま
え
た
精
神
の
深
み
か
ら
洞
察
す
れ
ば
︑
生
々
と
活
動
し
て
止
ま
ざ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
︒
草
木
︵
発
育
力
︶・
動
物
︵
感
覚
力
︶・
人
類
︵
思
想
力
︶
も
︑
要
は
同
じ
﹁
活
物
﹂
な
の
だ
︒
そ
れ
だ
か
ら
﹁
古
代
︑
風
を
も
っ

て
天
地
の
呼
吸
と
解
せ
し
は
も
と
よ
り
蛮
民
の
妄
想
に
ほ
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
︑
そ
の
天
地
を
も
っ
て
一
大
活
物
と
み
な
す
に
至
り
て

は
︑
今
日
な
お
当
時
の
見
解
を
改
む
る
こ
と
を
得
ず
﹂︵16:408-409
︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
円
了
は
あ
く
ま
で
古
代
の
神
話
的
想

像
力
と
当
時
の
科
学
的
知
見
に
基
づ
く
自
ら
の
活
物
論
を
区
別
し
て
い
る
が
︑
同
時
に
こ
う
し
た
発
想
の
同
型
性
も
見
逃
さ
な
い
︒

も
し
︑
人
類
の
思
考
の
能
力
︵
思
想
力
︶
で
さ
え
︑
無
機
・
有
機
の
未
判
の
﹁
モ
ノ
﹂
か
ら
生
じ
て
き
た
の
だ
と
す
れ
ば
︑
人
類
史

の
過
程
で
生
ま
れ
た
種
々
の
発
想
の
部
分
的
真
理
性
が
同
型
と
な
る
こ
と
も
︑
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
え
よ
う
︒
た
だ
し
︑
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歴
史
的
な
局
面
に
お
け
る
明
確
な
違
い
は
あ
る
と
し
て
も
︒

そ
し
て
自
然
淘
汰
説
や
そ
の
条
件
と
い
っ
た
一
般
的
な
生
物
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
関
す
る
説
明
も
加
え
︵16:412-420

︶︑
こ
の
よ

う
な
分
厚
い
理
路
に
基
づ
い
て
︑
円
了
は
い
よ
い
よ
﹁
草
木
﹂
そ
の
も
の
の
探
究
に
向
か
う
︒
さ
て
︑
生
物
学
と
は
︑﹁
も
っ
ぱ
ら
動

植
物
の
上
に
生
ず
る
種
々
の
現
象
を
研
究
す
る
部
分
﹂︵16:421

︶
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
心
理
学
・
人
類
学
・
社
会
学
・
生
理
学
な
ど

の
諸
学
と
密
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
生
物
学
に
お
い
て
︑﹁
植
物
の
現
象
を
考
究
す
る
﹂︵16:425

︶
領
域
を
植
物
学
と

い
う
が
︑
そ
れ
は
顕
花
植
物
・
隠
花
植
物
と
い
う
よ
う
に
︑
植
物
を
大
別
す
る
分
類
学
︑
胚
・
根
・
茎
・
枝
・
葉
・
花
・
果
実
の
よ

う
な
形
態
・
組
織
に
つ
い
て
考
察
す
る
植
物
形
態
学
︑
そ
れ
ら
の
構
造
を
分
析
す
る
植
物
構
造
学
︑
そ
し
て
諸
機
能
を
論
じ
る
植
物

生
理
学
に
さ
ら
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
円
了
は
と
り
わ
け
植
物
の
機
能
に
着
眼
し
︑﹁
お
よ
そ
世
人
は
ひ
と
り
幽
霊
︑
鬼
神
等

の
妖
怪
な
る
を
知
り
て
︑
植
物
の
奇
々
妙
々
な
る
作
用
を
現
ず
に
気
付
か
ず
︒
思
う
に
︑
世
人
は
小
妖
怪
を
見
る
目
を
有
す
と
い
え

ど
も
︑
か
つ
て
大
妖
怪
を
見
る
目
を
有
せ
ざ
る
に
よ
る
か
﹂︵16:425

︶
と
歎
じ
て
み
せ
る
︒
た
と
え
ば
︑
植
物
が
根
に
よ
っ
て
自
ら

に
適
す
る
栄
養
分
を
選
択
す
る
能
力
や
︑
大
気
中
か
ら
葉
に
よ
っ
て
炭
酸
ガ
ス
を
吸
収
し
︑
そ
れ
を
炭
素
と
酸
素
に
分
解
し
て
︑
酸

素
の
み
を
大
気
中
に
放
散
す
る
こ
と
は
動
物
の
生
を
助
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
﹁
動
物
と
植
物
と
互
い
に
相
助
け

て
そ
の
発
育
を
遂
ぐ
る
は
︑
す
こ
ぶ
る
奇
と
い
わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
︒
こ
れ
を
妖
怪
と
い
う
に
な
ん
の
不
可
か
あ
ら
ん
﹂︵16:426

︶
と

円
了
は
続
け
る
︒
さ
ら
に
︑
ハ
エ
ト
リ
グ
サ
の
よ
う
に
昆
虫
を
食
物
と
す
る
植
物
や
︑
小
虫
を
捕
え
る
モ
ウ
セ
ン
ゴ
ケ
の
あ
り
よ
う

も
ま
た
︑﹁
植
物
中
の
妖
怪
﹂︵16:426

︶
で
あ
ろ
う
︒
こ
う
し
た
考
察
は
植
物
の
受
粉
シ
ス
テ
ム
に
も
及
ぶ
︒
植
物
は
動
物
の
よ
う

に
自
由
に
動
く
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
受
粉
の
作
用
は
水
や
風
︑
そ
し
て
昆
虫
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
が
︑
そ
も
そ
も
昆

虫
が
花
の
間
を
飛
び
回
っ
て
受
粉
を
助
け
る
こ
と
自
体
︑奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
に
植
物
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑

﹁
吾
人
の
平
素
見
な
れ
た
る
植
物
中
に
︑
か
え
っ
て
種
々
の
奇
怪
な
る
作
用
あ
る
を
発
見
﹂︵16:427

︶
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
す
な
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わ
ち
︑﹁
も
し
活
眼
を
開
か
ば
︑
一
草
一
木
み
な
妖
怪
な
ら
ざ
る
な
き
を
見
ん
﹂︵16:427

︶
と
な
る
の
で
あ
る
︒
円
了
が
植
物
生
理
学

に
目
を
つ
け
た
の
は
慧
眼
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
︒
今
日
に
お
い
て
も
﹁
植
物
の
不
思
議
﹂
が
語
ら
れ
る
と
き
は
︑
こ
の
領
域
が
取
り

上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
(
22

)

︒
た
だ
︑
円
了
が
強
調
し
て
い
た
こ
と
は
︑
通
常
見
慣
れ
て
い
る
当
た
り
前
の
光
景
の
中

の
植
物
は
︑
実
は
当
た
り
前
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
人
は
な
ん
で
も
見
慣
れ
て
し
ま
え
ば
︑
そ
こ
に
不
思
議
は
感
じ
な

い
︒
し
か
し
︑
科
学
的
認
識
を
携
え
る
だ
け
で
な
く
︑
自
ら
を
洞
察
す
る
内
的
視
力
を
養
え
ば
︑
そ
こ
に
当
た
り
前
で
あ
る
が
ゆ
え

の
不
思
議
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

と
は
い
え
︑
こ
こ
で
円
了
が
説
く
﹁
世
人
﹂
が
︑
異
状
・
変
態
︵
通
常
見
慣
れ
て
い
な
い
現
象
︶
を
﹁
妖
怪
﹂
だ
と
捉
え
て
い
る

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
︒
円
了
は
こ
こ
で
狭
義
の
﹁
植
物
的
妖
怪
﹂
の
探
究
に
向
か
う
︒
円
了
は
ま
ず
こ
う
し
た
事
例
と
し
て
︑
菅

原
道
真
を
慕
っ
て
太
宰
府
に
飛
来
し
た
と
い
う
﹁
太
宰
府
の
翔
梅
﹂︑
柳
の
精
が
遊
行
上
人
に
出
会
っ
た
と
い
う
伝
説
を
遺
し
︑
能
の

曲
目
に
も
な
っ
て
い
る
下
野
国
蘆
野
︵
現
・
栃
木
県
那
須
市
芦
野
︶
の
﹁
遊
行
柳
﹂︑
さ
ら
に
は
全
国
各
地
の
﹁
袈
裟
掛
﹂
や
﹁
数
珠

掛
﹂
な
ど
を
あ
げ
︑
こ
れ
ら
は
﹁
い
ず
れ
も
み
な
草
木
そ
の
も
の
が
妖
怪
的
な
る
に
あ
ら
ず
し
て
︑
こ
れ
に
付
会
せ
ら
れ
た
る
伝
説

の
奇
怪
な
る
よ
り
起
こ
り
し
一
種
の
植
物
的
妖
怪
な
り
﹂︵16:428

︶
と
断
ず
る
︒
円
了
は
植
物
的
妖
怪
を
物
理
的
妖
怪
︵
草
木
そ
の

も
の
の
上
に
奇
怪
な
現
象
を
現
出
す
る
も
の
︶
と
心
理
的
妖
怪
︵
伝
説
が
原
因
と
な
り
︑
妖
怪
現
象
を
草
木
の
上
に
見
る
こ
と
に
な

る
も
の
︶
の
二
種
に
大
別
し
︑
さ
ら
に
前
者
を
七
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
考
察
し
て
い
る
︵16:428-432

︶︒
ま
ず
︑︵
一
︶
地
質
の
異

同
に
よ
り
︑
植
生
に
変
化
が
生
じ
る
も
の
と
し
て
︑﹁
京
都
府
下
加
茂
神
社
内
の
柊
﹂︑
越
後
国
雄
勝
郡
湯
沢
町
近
傍
︵
現
・
秋
田
県

湯
沢
市
︶
に
伝
わ
る
﹁
小
町
芍
薬
﹂︑
越
後
七
不
思
議
の
﹁
繋
ぎ
榧
﹂
を
円
了
は
事
例
と
し
て
あ
げ
る
︵16:429-430

︶︒
こ
れ
ら
は
土

地
の
植
生
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
︑
た
と
え
ば
﹁
小
町
芍
薬
﹂
は
芍
薬
を
愛
し
た
と
い
う
小
野
小
町
伝
承
が
付
帯
し
︑
他
の
土
地
で

は
生
育
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
︑﹁
京
都
下
加
茂
神
社
内
の
柊
﹂
は
他
か
ら
植
え
た
植
物
も
柊
に
変
じ
て
し
ま
う
と
い
う
も
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の
で
あ
る
︒
次
に
︵
二
︶
気
候
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
た
草
木
の
妖
怪
と
し
て
は
︑
越
後
国
︵
現
・
新
潟
県
︶
苗
場
山
頂
の
稲
が
あ

げ
ら
れ
る
︒
こ
れ
は
平
地
と
異
な
る
と
い
う
気
象
条
件
の
下
︑
自
然
に
生
育
し
た
稲
だ
と
さ
れ
る
︵16:430

︶︒
さ
ら
に
︑︵
三
︶
土
地

の
気
象
か
ら
受
け
た
草
木
の
変
化
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
︑
遠
州
七
不
思
議
の
﹁
片
葉
の
葦
﹂
が
︑︵
四
︶
古
く
か
ら
あ
る
た
め
に
神

木
と
崇
め
ら
れ
た
も
の
と
し
て
大
阪
府
堺
市
に
あ
る
妙
国
寺
の
蘇
鉄
が
あ
げ
ら
れ
︑︵
五
︶深
山
幽
谷
の
植
物
の
例
と
し
て
中
国
の﹃
山

海
経
﹄
か
ら
の
引
用
が
続
く
︵16:431

︶︒
こ
れ
ら
の
例
と
対
照
的
な
の
は
︑︵
六
︶
人
工
の
造
成
に
よ
る
も
の
が
あ
り
︑
円
了
は
こ
こ

で
播
州
高
砂
︵
現
・
兵
庫
県
高
砂
市
︶
の
﹁
相
生
松
﹂
を
あ
げ
て
い
る
︒
一
つ
の
根
元
か
ら
雌
雄
が
分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

も
の
で
あ
る
︵16:432

︶︒
そ
し
て
最
後
は
︑︵
七
︶
草
木
の
偶
然
発
生
と
し
て
﹁
霊
芝
﹂
に
言
及
さ
れ
る
︵16:433

︶︒
こ
れ
ら
の
事

例
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
の
は
︑
単
体
と
し
て
の
現
象
に
着
目
す
る
の
で
は
な
く
︑
植
物
と
そ
れ
が
生
育
す
る
土
地
︑
そ
し
て
人
間
の

絡
ま
り
合
い
に
︑
円
了
が
深
く
目
を
注
い
で
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
心
理
的
妖
怪
と
い
う
︑
人
間
の
精
神
の
側
か
ら
眺
め
て
み
る
な

ら
ば
︑
そ
れ
は
た
と
え
ば
武
州
河
越
町
︵
現
・
埼
玉
県
川
越
市
︶
か
ら
熊
谷
に
至
る
道
中
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
﹁
首
縊
り
松
﹂

の
よ
う
に
︑﹁
木
そ
の
も
の
が
人
を
招
く
に
あ
ら
ず
︑
人
の
心
が
自
ら
迎
え
て
そ
の
木
に
首
を
縊
る
に
至
る
﹂︵16:434

︶
と
い
う
よ
う

に
︑
か
つ
て
そ
の
場
所
に
縊
死
が
多
発
し
た
と
い
う
記
憶
に
基
づ
く
も
の
や
︑
下
総
国
八
幡
︵
現
・
千
葉
県
市
川
市
八
幡
︶
の
﹁
八

幡
知
ら
ず
の
森
﹂︵16:436

︶
の
よ
う
に
︑﹁
入
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と
い
う
伝
説
が
原
因
と
な
り
︑
精
神
作
用
に
よ
っ
て
迷
っ
て
出
ら

れ
な
く
な
る
と
い
う
現
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
ら
の
現
象
を
理
解
す
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑﹁
生
物
と
環
象
の
関
係
﹂︵16:

437

︶
に
あ
る
と
円
了
は
い
う
︒
植
物
は
周
囲
の
気
象
条
件
や
生
育
場
所
と
い
っ
た
﹁
環
象
﹂
に
影
響
を
受
け
︑
さ
ら
に
人
間
の
関
与

も
加
わ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
こ
に
は
一
見
は
﹁
妖
怪
﹂︵
異
状
・
変
態
︶
的
な
変
化
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
︑
円
了
の
植
物
妖
怪
論
は
二
重
の
戦
略
の
も
と
に
そ
の
理
路
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
︒
そ
の
第
一
は
︑
我
々
が
見
慣
れ
て
い
る
現
象
を
︑
見
慣
れ
て
い
な
い
そ
れ
へ
と
変
容
さ
せ
る
た
め
の
誘
い
で
あ
り
︑
第
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二
に
は
︑
見
慣
れ
な
い
﹁
異
状
﹂
な
現
象
を
︑
見
慣
れ
て
は
い
る
が
説
明
を
要
す
る
そ
れ
へ
と
変
換
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
ま
ず
第
一

点
に
つ
い
て
は
︑
進
化
論
に
基
づ
き
︑
動
植
物
と
人
類
に
程
度
の
差
異
し
か
認
め
ず
︑
世
界
万
有
を
﹁
活
物
﹂
と
す
る
﹁
真
怪
﹂
へ

の
転
回
が
主
眼
と
な
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
日
常
に
見
慣
れ
た
光
景
は
︑
真
に
不
思
議
な
も
の
と
し
て
そ
の
実
相
を
明
か
す
も
の
に
な

る
︒
そ
し
て
第
二
に
︑﹁
世
人
﹂
の
認
定
に
よ
る
﹁
妖
怪
﹂
現
象
の
解
明
が
そ
れ
と
並
行
し
て
続
く
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
局
面
に
お
い

て
円
了
は
︑
第
一
の
転
回
か
ら
も
帰
結
す
る
人
間
と
植
物
︑
気
象
条
件
の
絡
ま
り
合
い
に
留
意
し
つ
つ
も
︑
特
定
の
植
生
の
条
件
に

あ
る
も
の
や
︑
人
間
側
か
ら
見
て
奇
怪
な
形
状
に
見
え
る
植
物
を
単
体
と
し
て
取
り
出
し
て
︑
そ
れ
ら
を
﹁
妖
怪
﹂
と
み
な
す
態
度

に
は
与
し
な
い
︒
要
す
る
に
円
了
は
︑
植
物
の
妖
怪
を
め
ぐ
る
現
象
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
着
目
し
︑
現
象
そ
の
も
の
に
人
間
が
拓
か

れ
て
い
く
筋
道
を
示
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
こ
ま
で
来
て
︑
悟
道
と
植
物
的
妖
怪
の
探
究
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
と

い
う
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
私
た
ち
の
通
常
見
慣
れ
て
い
る
諸
現
象
は
実
は
不
思
議
な
の
で
あ
り
︑
そ
の
点
に
開
か

れ
て
い
く
こ
と
が
哲
学
的
悟
道
だ
と
す
れ
ば
︑
植
物
的
な
妖
怪
現
象
を
考
究
す
る
こ
と
は
︑
動
植
物
・
人
類
を
根
底
で
生
か
し
て
い

る
﹁
活
物
﹂
に
触
れ
る
と
と
も
に
︑
気
象
条
件
や
人
間
界
の
伝
説
と
相
関
し
た
植
物
の
あ
り
よ
う
を
︑
自
己
の
内
外
に
わ
た
る
現
象

と
し
て
感
得
す
る
回
路
を
与
え
る
の
で
あ
る
︒
同
時
に
︑
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
す
れ
ば
︑
円
了
は
今
日
に
い
う
﹁
環
境
問
題
﹂
の

誕
生
の
は
る
か
以
前
に
︑﹁
人
間
﹂
と
﹁
非
人
間
﹂
と
の
間
に
広
が
る
多
様
な
﹁
自
然
﹂
と
の
関
わ
り
に
留
意
し
て
い
た
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
よ
う
な
円
了
の
理
路
は
︑
明
治
近
代
日
本
に
お
い
て
は
︑
さ
し
て
珍
し
く
も
な
い
進
化
論
受
容
の
一
側
面
と
み

な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
︒
思
想
史
家
の
ク
リ
ン
ト
ン
・
ゴ
ダ
ー
ル
は
︑﹁
ダ
ー
ウ
ィ
ン
以
降
︑
世
界
の
再
魔
術
化
は
可
能
か
？
｣
(
23

)

と

い
う
問
い
へ
の
応
答
の
試
み
と
し
て
円
了
の
進
化
論
を
位
置
づ
け
る
︒
し
か
し
ゴ
ダ
ー
ル
も
前
近
代
の
鎌
田
柳
泓
に
よ
る
著
作
﹃
心

学
奥
の
桟
﹄︵
一
八
一
八
年
︶
か
ら
﹁
猶
又
其
至
り
を
論
ぜ
ば
唯
一
虚
の
中
よ
り
天
地
・
日
月
・
星
宿
・
水
火
・
禽
獣
・
虫
魚
・
草
木
・
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人
類
ま
で
変
化
し
来
る
者
な
る
べ
し
｣
(
24

)

と
い
う
語
句
を
引
用
し
︑
円
了
と
鎌
田
の
思
想
上
の
近
さ
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
(
25

)

︑

人
間
と
動
植
物
の
同
源
性
は
︑
進
化
論
以
前
に
遡
る
事
の
で
き
る
思
想
水
脈
で
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
︑
一
見
は
他
者
で

あ
る
植
物
と
人
間
を
︑そ
の
発
生
に
溯
源
し
て
自
己
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
︑円
了
に
よ
る
植
物
妖
怪
論
の
試
み
で
あ
っ

た
と
も
い
え
よ
う
︒
他
者
︵
植
物
︶
は
︑
他
者
の
他
者
︵
未
判
状
態
の
モ
ノ
︶
に
お
い
て
︑
自
己
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
で
は
︑
円
了

以
降
︑
植
物
を
め
ぐ
る
妖
怪
現
象
の
考
察
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒

三

社
会
と
し
て
の
植
物

樹
木
の
生
態
に
即
し
た
森
林
管
理
の
方
法
を
求
め
︑
行
政
の
下
で
の
森
林
管
理
官
か
ら
フ
リ
ー
の
営
林
者
へ
の
道
を
進
ん
だ
Ｐ
・

ヴ
ォ
ー
ル
レ
ー
ベ
ン
は
︑﹁
森
林
社
会
に
と
っ
て
は
︑
ど
の
木
も
例
外
な
く
貴
重
な
存
在
だ
｣
(
26

)

と
断
言
す
る
︒
彼
は
あ
る
時
︑
自
分

が
管
理
す
る
ブ
ナ
林
の
中
で
大
き
な
苔
む
し
た
岩
に
出
会
う
︒
し
か
し
︑〝
岩
〟
に
見
え
た
も
の
は
︑
伐
採
さ
れ
た
ブ
ナ
の
巨
大
な
切

り
株
だ
っ
た
︒
そ
の
樹
皮
を
剥
ぐ
と
︑緑
色
の
層
が
見
え
て
き
た
︒
こ
の
ブ
ナ
の
切
り
株
は
根
を
通
し
て
近
隣
の
樹
木
と
つ
な
が
り
︑

糖
分
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
(
27

)

︒
こ
う
し
た
経
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
を
通
し
て
︑
ヴ
ォ
ー
ル
レ
ー
ベ
ン
は
﹁
森
の
中
の
助
け
合
い

精
神
｣
(
28

)

の
存
在
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
る
︒
し
か
し
︑﹁
森
林
社
会
﹂
な
ど
と
い
う
の
は
︑
擬
人
化
や
︑
よ
く
言
っ
て
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー

で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
だ
ろ
う
︒
本
節
で
は
や
が
て
こ
の
論
点
に
立
ち
返
る
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
︑
森
林
科
学
者
の
Ｓ
・

シ
マ
ー
ル
ら
は
︑
マ
ツ
科
と
カ
バ
ノ
キ
科
に
属
す
る
二
種
の
苗
木
の
間
で
︑
炭
素
の
授
受
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
(
29

)

︒
地
下
の
菌
根
菌
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
し
て
︑
孤
立
し
た
樹
木
と
い
う
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

こ
こ
で
は
し
か
し
︑
ま
ず
人
間
種
も
含
め
た
樹
木
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
︑
妖
怪
現
象
の
角
度
か
ら
着
目
し
て
み
よ
う
︒
環
境
民
俗

学
者
の
野
本
寛
一
は
︑
日
本
国
内
の
巨
樹
に
つ
い
て
ま
ず
実
用
性
と
霊
性
に
大
き
く
区
分
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る
︒
ま
ず
実
用

59 植物妖怪に関する｢多自己｣論的考察



性
と
は
︑
食
料
や
燃
料
︑
種
や
周
囲
の
獣
を
集
め
る
と
い
っ
た
形
で
実
生
活
に
寄
与
す
る
も
の
や
︑
人
々
に
樹
陰
を
提
供
す
る
も
の

が
含
ま
れ
る
︒
こ
れ
に
は
ま
た
︑
土
地
と
土
地
の
境
界
区
分
な
ど
の
指
標
を
も
た
ら
す
こ
と
も
含
ま
れ
る
︒
そ
し
て
霊
性
に
関
し
て

は
︑
神
木
と
し
て
崇
め
ら
れ
て
い
る
も
の
や
︑
特
定
の
伝
承
が
そ
れ
に
付
帯
し
て
い
る
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
(
30

)

︒
し
か
し
こ
の
実
用

性
と
霊
性
も
︑
切
り
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
︒
野
本
が
蒐
集
し
て
い
る
も
の
か
ら
︑
幾
つ
か
の
事
例
を
示
し
て
み
よ

う
︒
焼
畑
の
循
環
に
際
し
て
は
︑
休
閑
地
に
ハ
ン
ノ
キ
を
植
え
る
習
慣
が
あ
る
の
だ
が
︑
そ
れ
は
ハ
ン
ノ
キ
の
巨
木
を
苗
の
種
木
と

し
て
守
り
︑
そ
の
木
の
下
か
ら
苗
を
取
っ
て
き
て
植
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
ハ
ン
ノ
キ
は
根
瘤
菌
の
働
き
で
空
中
の
窒
素
を
固

定
さ
せ
る
の
で
︑
焼
畑
地
を
肥
沃
に
す
る
の
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
岩
手
県
花
巻
市
大
迫
町
内
川
目
で
は
︑
二
〇
年
間
桐
の
間
で
成

長
さ
せ
た
ハ
ン
ノ
キ
を
﹁
コ
バ
ヤ
様
﹂﹁
コ
バ
様
﹂
と
称
し
︑
山
を
肥
や
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
和
歌
山
県
伊
都
郡
か
つ
ら
ぎ
町
花
園
で

は
︑
正
月
の
初
山
入
り
に
際
し
て
︑﹁
ハ
ン
ノ
キ
は
山
の
神
様
の
足
だ
か
ら
絶
対
に
切
っ
て
は
い
け
な
い
﹂
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い

る
(
31

)

︒
野
本
は
前
述
し
た
根
瘤
菌
を
想
起
し
︑﹁
榛
と
人
と
の
共
生
関
係
｣
(
32

)

を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
る
︒﹁
コ
バ
ヤ
様
﹂
と
呼
ば
れ

て
い
る
ハ
ン
ノ
キ
の
場
合
は
︑
祭
祀
が
と
も
な
う
か
は
不
分
明
で
あ
る
も
の
の
︑
樹
木
が
人
格
化
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
︑
焼
畑
を

肥
沃
に
す
る
と
い
う
実
用
に
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
︑﹁
山
の
神
様
の
足
﹂
と
し
て
の
ハ
ン
ノ
キ
は
︑
山
神
で
あ
る
と
同
時
に
︑
土

地
を
豊
か
に
す
る
樹
木
と
し
て
の
機
能
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
霊
性
と
実
利
性
の
交
響
｣
(
33

)

が
あ
る
︒

で
は
︑
一
本
一
本
の
樹
木
で
は
な
く
︑﹁
森
﹂
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
︒
野
本
は
こ
こ
で
無
社
殿
神
社
の
様
態
に
注
意
を
促
し
て

い
る
︒
た
と
え
ば
和
歌
山
県
東
牟
婁
郡
串
本
町
矢
の
熊
に
あ
る
矢
倉
神
社
は
︑
一
本
の
矢
に
な
っ
て
天
か
ら
降
っ
た
神
様
に
ち
な
む

も
の
だ
が
︑
社
殿
は
な
く
︑
矢
の
落
ち
た
と
い
う
伝
承
の
あ
る
井
戸
の
周
辺
の
矢
倉
森
は
︑
ク
ス
・
タ
ブ
・
ユ
ス
ノ
キ
な
ど
の
照
葉

樹
が
茂
り
︑
中
心
部
に
は
浜
石
が
敷
き
詰
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
︒
野
本
は
現
地
の
方
の
案
内
に
よ
り
素
足
で
そ
こ
に
立
っ
た
時
︑

﹁
森
の
中
の
冴
え
た
空
気
と
相
ま
っ
て
︑
お
の
れ
が
別
世
界
に
参
入
し
た
こ
と
を
実
感
し
た
｣
(
34

)

と
い
う
︒
さ
ら
に
沖
縄
の
御
嶽
を
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紹
介
し
た
の
ち
に
︑
こ
れ
ら
の
原
始
の
植
生
が
残
さ
れ
て
い
る
神
の
森
は
︑﹁
明
ら
か
に
人
を
蘇
生
さ
せ
る
場
で
あ
り
︑﹁
再
生
装
置
﹂

で
あ
る
｣
(
35

)

と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
森
﹂
は
雄
大
な
も
の
ば
か
り
と
は
限
ら
な
い
︒
野
本
は
さ
ら
に
遍
在
し
︑
流
動
し
︑
不

可
視
で
あ
る
と
同
時
に
︑
民
俗
神
と
の
境
界
も
定
か
で
な
い
地
霊
(
36

)

に
着
目
し
︑
伐
採
か
ら
免
れ
た
小
さ
な
土
地
に
着
目
し
て
い
る
︒

た
と
え
ば
︑
奈
良
県
五
條
市
西
吉
野
町
白
銀
地
区
の
尾
根
筋
に
は
︑
小
さ
な
森
が
点
在
し
て
い
る
が
︑
そ
こ
に
は
ス
ダ
ジ
イ
・
ア

ラ
カ
シ
・
シ
キ
ミ
・
シ
ノ
キ
・
モ
ミ
ジ
な
ど
が
森
を
な
し
︑﹁
こ
こ
に
こ
の
地
の
地
霊
・
精
霊
︑動
植
物
な
ど
が
集
ま
っ
た
の
で
あ
る
｣
(
37

)

︒

ま
た
︑
静
岡
県
の
牧
之
原
台
地
に
は
︑
茶
園
と
し
て
開
発
さ
れ
尽
く
し
た
か
に
見
え
る
中
に
︑
こ
ん
も
り
と
し
た
照
葉
樹
の
森
が
点

在
す
る
こ
と
が
あ
る
が
︑
そ
の
一
つ
で
あ
る
西
萩
間
の
森
は
︑
そ
の
土
地
を
開
墾
し
た
萩
原
家
に
不
幸
が
続
い
た
さ
い
︑
モ
ノ
見
の

助
言
に
よ
っ
て
︑
祭
祀
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
た
稲
荷
を
再
び
祀
っ
た
場
所
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
に
よ
り
︑﹁
こ
の
地
一
帯
の
地
霊
も
こ

こ
に
宿
り
︑
潜
在
植
物
の
植
生
の
一
部
や
小
動
物
・
昆
虫
ど
も
も
こ
こ
で
命
を
継
承
｣
(
38

)

す
る
こ
と
の
で
き
る
場
所
で
あ
る
︒
さ
ら

に
土
地
を
開
い
た
と
き
に
感
謝
の
意
を
込
め
て
木
を
一
本
祀
り
︑
そ
れ
を
﹁
モ
リ
サ
マ
﹂
と
称
す
る
土
地
も
あ
る
︒
山
口
県
下
関
市

豊
田
町
一
の
俣
で
は
︑﹁
人
の
祈
り
を
長
い
間
受
け
て
き
た
木
は
そ
れ
だ
け
霊
が
強
く
な
っ
て
い
る
も
の
だ
か
ら
絶
対
に
伐
る
も
の

で
は
な
い
﹂
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
野
本
は
こ
の
点
を
捉
え
︑﹁
こ
の
モ
リ
サ
マ
に
は
地
霊
と
木
の
精
と
の
複
合
が
見
ら
れ
る
｣
(
39

)

と

述
べ
て
い
る
︒
一
本
の
樹
木
で
も
﹁
モ
リ
サ
マ
﹂
と
い
う
の
は
︑
潜
在
的
な
多
性
が
そ
の
一
本
に
集
約
さ
れ
て
い
る
表
現
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
こ
に
は
土
地
へ
の
感
謝
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
︑
開
墾
に
ま
つ
わ
る
伐
木
の
記
憶
を
土
地
に
重
ね
描
く
こ

と
で
︑
そ
の
樹
木
も
﹁
多
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
環
境
民
俗
学
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
︑

単
に
人
間
種
と
樹
木
と
の
関
わ
り
で
は
な
い
︒
樹
木
は
︑
そ
こ
に
宿
り
︑
あ
る
い
は
体
現
さ
れ
て
い
る
地
霊
・
精
霊
な
ど
と
︑
実
用

的
側
面
も
含
め
た
植
生
の
管
理
︑
そ
し
て
周
囲
の
動
植
物
・
昆
虫
な
ど
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
た
だ
な
か
に
あ
る
の
で
あ
る
︒

ど
う
や
ら
︑﹁
森
﹂
に
あ
ま
り
に
も
深
入
り
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
︒
こ
こ
で
時
計
の
針
を
今
少
し
巻
き
戻
し
︑
日
本
に
お
け
る
円
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了
以
降
の
植
物
に
関
す
る
妖
怪
現
象
の
解
明
の
あ
と
を
簡
略
に
跡
づ
け
て
お
こ
う
︒
上
述
し
た
現
代
の
環
境
民
俗
学
は
︑
円
了
の
植

物
妖
怪
論
に
照
ら
せ
ば
︑
物
理
的
妖
怪
の
第
四
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
︒
し
か
し
︑
そ
こ
に
は
単
に
人
間
と
の
関
わ
り
で
は
な
く
︑

周
囲
の
気
象
条
件
や
動
植
物
も
含
め
た
﹁
環
象
﹂
の
考
察
も
織
り
込
ま
れ
て
い
る
︒

し
か
し
︑
近
代
に
お
け
る
植
物
を
め
ぐ
る
妖
怪
の
考
察
の
端
緒
は
︑
実
は
む
し
ろ
﹁
森
﹂
で
は
く
一
本
一
本
の
草
木
の
植
生
に
関

す
る
も
の
だ
っ
た
︒
植
物
学
者
の
白
井
光
太
郎
に
よ
る
﹃
植
物
妖
異
考
﹄︵
一
九
二
五
年
︶
が
そ
れ
で
あ
る
︒
白
井
は
︑﹁
平
生
視
聴

に
属
す
る
も
の
は
︑
人
皆
其
奇
に
慣
れ
て
怪
し
ま
ず
︑
稀
観
の
者
出
づ
る
に
及
ん
で
︑
初
め
て
其
殊
異
な
る
に
驚
き
︑
怪
ん
で
措
か

ざ
る
な
り
｣
(
40

)

と
円
了
に
近
い
﹁
異
﹂
と
﹁
怪
﹂
の
定
義
の
も
と
に
︑
植
物
の
形
態
上
の
変
異
で
あ
る
畸
形
︑
遺
伝
的
性
格
を
持
つ
変

異
︑
成
長
や
発
育
に
お
け
る
病
的
変
異
で
あ
る
病
態
の
三
種
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
し
(
41

)

︑
八
二
項
目
を
詳
説
し
て
い
る
︒
円
了
も

言
及
し
て
い
る
も
の
か
ら
一
例
を
あ
げ
れ
ば
︑﹁
京
都
下
加
茂
社
の
柊
﹂
は
﹁
今
日
に
て
は
︑
葉
辺
に
刺
歯
あ
る
種
々
の
小
樹
を
混
植

せ
り
︑
是
皆
各
種
固
有
の
葉
に
し
て
︑
柊
に
変
じ
た
る
に
は
非
ず
｣
(
42

)

と
分
析
さ
れ
て
い
る
︒
白
井
は
植
物
学
者
と
し
て
実
地
の
観

察
に
基
づ
き
な
が
ら
︑
円
了
と
重
な
る
科
学
的
態
度
に
よ
っ
て
︑
植
物
の
﹁
妖
異
﹂
に
取
り
組
ん
だ
の
だ
っ
た
︒
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー

チ
を
継
承
・
発
展
さ
せ
た
の
は
宮
崎
県
の
民
俗
に
関
心
を
寄
せ
て
い
た
農
学
者
の
日
野
巌
で
あ
る
︒
日
野
は
﹃
植
物
怪
異
伝
説
新
考
﹄

︵
一
九
七
八
年
︶
に
お
い
て
︑﹁
正
常
と
異
常
も
ま
た
紙
一
重
で
あ
る
︒
観
察
の
鈍
い
人
に
は
正
常
も
異
常
に
見
え
る
︒
そ
れ
で
︑
植

物
で
は
動
物
に
較
べ
て
妖
怪
が
複
雑
で
あ
る
｣
(
43

)

と
し
た
上
で
︑
霊
異
・
形
異
・
色
異
・
化
異
・
妖
異
に
全
体
を
区
分
し
た
上
で
︑
一

二
一
項
目
に
わ
た
っ
て
解
説
を
行
っ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
化
異
に
属
す
る
﹁
下
加
茂
の
柊
﹂
に
つ
い
て
は
白
井
の
調
査
に
基
づ
き
な

が
ら
︑
ヒ
イ
ラ
ギ
ナ
ン
テ
ン
・
ヒ
イ
ラ
ギ
モ
ク
セ
イ
・
ヒ
イ
ラ
ギ
サ
ザ
ン
カ
・
ヒ
イ
ラ
ギ
バ
ト
ウ
チ
ャ
・
ヒ
イ
ラ
ギ
バ
ア
ラ
カ
シ
が

神
社
境
内
に
混
植
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
モ
ッ
コ
ク
・
ナ
ン
テ
ン
・
ツ
ツ
ジ
が
ヒ
イ
ラ
ギ
の
幼
生
と
見
誤
れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
お
り
(
44

)

︑
妖
異
に
属
す
る
﹁
片
葉
の
蘆
﹂
に
つ
い
て
は
︑
文
献
か
ら
伝
承
を
紹
介
し
た
の
ち
︑﹁
芦
の
片
葉
は
先
天
的

62



の
も
の
で
は
な
い
︒
芦
の
葉
序
は
1/2
で
あ
る
か
ら
︑
片
葉
に
な
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
︑
幼
生
は
決
し
て
片
葉
で
は
な
い
︒
成
長
し

て
風
の
影
響
を
受
け
る
と
葉
が
風
下
に
な
び
い
て
片
葉
状
に
な
る
の
で
あ
っ
て
︑
真
実
の
片
葉
で
は
な
い
｣
(
45

)

と
し
て
い
る
︒﹁
妖

怪
が
複
雑
﹂
で
あ
る
と
し
て
い
る
よ
う
に
︑
日
野
は
個
々
の
個
体
で
は
な
く
︑
現
象
と
い
う
側
面
か
ら
妖
怪
に
着
目
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
が
︑
総
じ
て
そ
れ
は
伝
承
の
内
容
を
植
物
病
理
学
の
立
場
か
ら
解
釈
し
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
で
に
大
正
一
二
年
︵
一
九

二
三
︶
に
は
風
俗
学
者
の
江
馬
務
に
よ
っ
て
﹃
日
本
妖
怪
変
化
史
﹄
が
著
さ
れ
︑
そ
こ
で
は
病
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
異
な
り
︑

植
物
を
中
心
と
し
た
妖
怪
の
複
合
的
形
姿
と
し
て
︑﹃
竹
取
物
語
﹄
や
伐
木
を
忌
む
二
本
杉
な
ど
の
事
例
が
わ
ず
か
に
紹
介
さ
れ
て
い

る
が
(
46

)

︑
そ
れ
ら
が
中
心
的
に
考
察
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
中
︑
森
と
巨
樹
に
触
れ
よ
う
と
し
て
い
た
の
は
︑
や
は
り
民
俗
学
で
あ
る
︒
柳
田
國
男
は
﹁
塚
と
森
の
話
﹂︵
一
九
一
二

年
︶
に
お
い
て
︑﹁
森
と
い
う
も
の
は
︑
要
す
る
に
︑
人
民
が
憚

は
ば
か

っ
て
開
き
残
し
た
る
土
地
の
一
部
を
い
う
こ
と
に
な
る
｣
(
47

)

と
述

べ
︑﹁
社
﹂
と
い
う
字
も
︑
元
は
﹁
土
の
神
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
り
︑
平
地
よ
り
も
一
段
高
い
土
を
盛
っ
た
場
所
の
こ
と
で
あ
る
と
説

い
た
(
48

)

︒
大
正
年
間
の
論
考
を
集
成
し
た
﹃
神
樹
篇
﹄︵
一
九
五
三
年
︶
で
は
︑
神
降
臨
の
木
と
し
て
の
人
工
的
な
柱
に
議
論
が
集
中

さ
れ
な
が
ら
も
︑
宿
り
木
の
現
象
が
神
怪
視
さ
れ
︑
夜
に
発
光
す
る
も
の
や
︑
切
れ
ば
祟
り
の
あ
る
神
木
と
し
て
の
榎
(
49

)

や
︑
枝
が

垂
れ
て
傘
状
に
な
っ
て
い
る
状
態
の
松
を
﹁
神
様
松
﹂
や
﹁
天
狗
松
﹂
と
名
付
け
て
伐
木
を
忌
む
習
慣
に
触
れ
て
い
る
(
50

)

︒
天
狗
と

は
山
の
神
の
こ
と
で
あ
っ
て
︑﹁
今
後
の
日
本
の
民
族
心
理
の
研
究
に
お
い
て
︑
一
番
大
切
な
問
題
と
な
る
べ
き
霊
的
現
象
は
︑
か
く

の
ご
と
く
に
し
て
し
ば
し
ば
奇
形
の
樹
木
を
中
心
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
｣
(
51

)

と
喝
破
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
柳
田
と
交
流
の
あ
っ
た

南
方
熊
楠
が
﹁
南
紀
特
有
の
人
名
﹂︵
一
九
二
一
年
︶
で
紀
伊
藤
白
王
子
社
畔
の
﹁
楠
神
﹂
を
取
り
上
げ
︑
土
地
の
人
々
が
病
気
平
癒

を
祈
る
と
同
時
に
︑
藤
・
楠
・
熊
な
ど
の
名
を
授
か
っ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
(
52

)

︒
近

年
で
も
常
光
徹
は
︑
怪
異
の
生
じ
る
﹁
二
股
の
木
﹂
に
つ
い
て
集
中
的
に
考
察
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
も
と
も
と
一
本
の
木
の
幹
が
途
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中
か
ら
Ｙ
字
形
に
分
か
れ
た
も
の
と
︑
隣
接
す
る
木
が
合
着
し
て
Ｙ
字
形
あ
る
い
は
根
元
か
ら
Ⅴ
字
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
が
あ

る
が
︑
二
本
の
木
の
間
か
ら
太
陽
が
通
る
こ
と
や
︑
二
股
の
間
に
神
が
宿
る
と
い
う
も
の
︑
ま
た
そ
の
形
状
か
ら
︑
男
女
の
契
り
・

交
合
を
表
現
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
(
53

)

︒
さ
ら
に
常
光
は
庭
木
に
も
論
を
展
開
し
︑﹁
鬼
門
に
屋
根
よ
り
高

い
木
が
あ
る
の
は
悪
い
﹂︵
秋
田
県
平
鹿
郡
︶
や
﹁
屋
根
の
近
く
に
屋
根
よ
り
高
い
木
が
あ
る
と
そ
の
木
は
化
け
る
﹂︵
岡
山
︶
と
い
っ

た
俗
信
を
紹
介
し
つ
つ
︑
他
界
と
接
す
る
意
味
の
あ
る
屋
根
よ
り
も
高
い
樹
木
を
忌
む
こ
と
は
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
制
御
の
き
か
な
い

空
間
と
の
接
触
が
起
こ
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
(
54

)

︒
さ
ら
に
こ
の
文
脈
で
︑
樹
木
を
精
霊
の
宿
る

人
格
的
存
在
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
た
と
い
う
論
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
(
55

)

︒
た
と
え
ば
﹁
二
股
の
木
﹂

に
つ
い
て
︑
常
光
は
円
了
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
人
工
的
な
も
の
と
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
︑
伝
承
の
跡
を
丹
念
に
記
述
し
て
い

る
︒
こ
の
よ
う
に
民
俗
学
に
お
い
て
は
︑
妖
怪
現
象
と
と
も
に
樹
木
の
霊
性
に
着
目
さ
れ
て
き
た
が
︑
そ
れ
は
や
は
り
土
地
の
景
観

や
人
々
の
暮
ら
し
と
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
そ
の
意
味
で
は
︑
白
井
や
日
野
が
試
み
た
植
物
個
体
に
焦
点
化
し
た
病
理
学
的
ア
プ

ロ
ー
チ
と
対
照
を
な
す
も
の
の
︑
樹
木
単
体
で
は
な
く
︑
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
人
々
の
心
意
が
行
為
規
範
に
影
響
を
与
え
て
い
る

点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
樹
木
を
め
ぐ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
留
意
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
地
下
茎
同
士
の
関
係

で
は
な
く
︑
地
表
に
も
ま
た
︑
植
物
を
め
ぐ
る
多
種
関
係
が
広
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
こ
う
し
た
事
象
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
の
た
め
の
補
助
線
と
し
て
︑
デ
ス
コ
ラ
の
人
類
学
に

目
を
向
け
て
み
よ
う
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
彼
の
調
査
地
で
あ
っ
た
南
米
ア
マ
ゾ
ン
の
ア
チ
ュ
ア
ル
族
に
お
い
て
︑
周
囲
の
森
は
野
生

の
場
所
で
は
な
い
︒
森
と
見
え
る
も
の
は
栽
培
植
物
の
精
霊
ヌ
ン
ク
イ
に
と
っ
て
︑
自
分
が
創
造
し
た
植
物
を
後
見
す
る
空
間
で
あ

り
︑
女
性
は
日
々
菜
園
を
司
り
︑
自
分
の
息
子
や
娘
の
よ
う
に
し
て
植
物
を
育
て
る
︒
他
方
︑
男
性
は
動
物
種
と
義
兄
弟
の
関
係
に

あ
り
︑
狩
り
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
を
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
56

)

︒
要
す
る
に
︑﹁
森
林
や
開
墾
さ
れ
た
土
地
は
︑
食
料
供
給
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源
と
い
う
散
文
的
な
場
所
に
縮
減
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
細
や
か
な
社
会
性
の
劇
場
︵
theaters
ofa
subtle
sociability︶
を
形
成
し
て

い
る
｣
(
57

)

の
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
事
例
は
︑
少
数
民
族
の
チ
ェ
ウ
ォ
ン
(
58

)

や
︑
タ
イ
ガ
の
狩
猟
民
に
も
見
ら
れ
る
︒
後
者
の
場
合
︑

森
林
は
一
人
の
精
霊
に
よ
っ
て
生
気
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
木
々
は
自
身
の
霊
魂
を
持
つ
こ
と
も
あ
る
が
︑
人
間
の
植
物
的
分
身

と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
若
木
の
伐
採
は
忌
ま
れ
る
(
59

)

︒
こ
う
し
た
諸
事
例
を
解
明
す
る
枠
組
み
と
し
て
︑
デ

ス
コ
ラ
は
人
間
に
お
け
る
肉
体
性
︵
physicality︶
と
内
面
性
︵
interiory︶
と
い
う
同
定
の
手
段
に
着
目
し
︑
内
面
性
は
異
な
る
が
︑

肉
体
性
は
異
な
る
と
す
る
同
定
様
式
を
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
比
定
し
て
い
る
(
60

)

︒
そ
う
な
る
と
︑
人
間
種
と
は
外
形
の
異
な
る
動
植
物

が
︑
内
面
性
に
お
い
て
同
種
の
志
向
性
を
持
つ
と
い
う
ア
チ
ュ
ア
ル
な
ど
の
生
活
様
態
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
西
欧

人
に
と
っ
て
は
野
生
の
森
で
も
︑
先
住
民
の
人
々
や
植
物
の
精
霊
に
と
っ
て
は
菜
園
な
の
だ
︒
こ
こ
で
留
意
し
て
お
い
て
よ
い
こ
と

は
︑
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
︑
西
欧
に
お
け
る
単
一
自
然
／
複
数
の
文
化
に
対
し
て
︑
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
は
多
数
の
自
然
／

単
一
の
文
化
と
い
う
多
自
然
主
義
(
61

)

の
あ
り
か
た
を
確
認
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
︒
多
自
然
的
な
領
域
と
い
う
の
は
︑
実
は
﹁
多

社
会
的
﹂
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
ア
チ
ュ
ア
ル
に
お
い
て
人
間
種
の
男
性
と
女
性
は
︑
菜
園
の
精
霊
と
動
物
の

精
霊
と
は
保
護
者
関
係
と
義
兄
弟
と
い
う
異
な
る
関
わ
り
方
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
れ
は
タ
イ
ガ
の
狩
猟
民
も
同
様
で
︑
植

物
的
身
体
と
人
間
種
的
身
体
は
﹁
霊
魂
﹂
か
ら
す
れ
ば
容
易
に
変
換
で
き
る
た
め
に
︑
両
者
と
も
一
定
の
尊
重
を
受
け
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
︒
要
す
る
に
︑
異
な
る
視
点
を
持
つ
複
数
の
他
者
︵
動
物
・
植
物
・
精
霊
︶
に
開
か
れ
た
複
数
の
社
会
が
あ
る
の
で
あ

る
︒こ

こ
で
本
節
の
出
発
点
に
戻
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒﹁
森
林
社
会
﹂
な
ど
と
い
う
も
の
は
︑
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
し
か
な
い
の
で
は
な

い
か
︑
と
い
う
疑
問
で
あ
る
︒
し
か
し
﹁
社
会
﹂
は
︑
菌
根
菌
で
結
ば
れ
た
地
下
茎
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
は
な

い
︒
人
間
種
が
樹
木
や
植
物
に
霊
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
︑結
果
と
し
て
そ
の
土
地
の
局
地
的
な
植
生
が
守
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
︑
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他
の
動
植
物
や
昆
虫
た
ち
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
そ
こ
か
ら
開
か
れ
て
い
く
こ
と
︒
そ
し
て
︑
人
間
種
が
特
定
の
樹
木
の
伐
木
を
忌
む

こ
と
は
︑
俗
信
に
と
も
な
う
行
為
規
範
を
通
し
て
︑
生
活
的
な
実
益
と
切
り
離
せ
な
い
形
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
︒
こ
れ
ら
の
こ

と
は
︑﹁
森
﹂
を
通
し
た
﹁
社
会
﹂
の
形
成
と
考
え
て
も
︑
あ
な
が
ち
誤
り
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
植
物
の
病

理
的
解
明
は
︑
科
学
の
立
場
か
ら
︑
な
に
を
﹁
異
常
﹂
と
す
る
か
と
い
う
人
間
種
の
観
点
の
相
対
性
を
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
︒
し

か
し
︑
こ
の
よ
う
に
植
物
を
﹁
人
間
﹂
に
引
き
つ
け
て
解
釈
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
そ
れ
ら
を
不
当
に
﹁
自
己
﹂
に
引
き
つ
け
る
こ

と
︑
と
ど
の
つ
ま
り
﹁
擬
人
化
﹂
を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
︒
そ
し
て
ま
た
そ
の
こ
と
は
︑
植
物
の
人
間
と
は
異
な

る
﹁
他
者
﹂
性
を
捉
え
そ
こ
ね
る
こ
と
に
帰
結
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
も
わ
く
だ
ろ
う
︒
次
節
で
は
﹁
植
物
﹂
を
め
ぐ
る

哲
学
に
焦
点
を
移
し
つ
つ
︑
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
︒

四

自
己
と
し
て
の
植
物

ど
う
や
ら
︑
歴
史
も
届
か
な
い
時
代
に
人
は
﹁
草
﹂
だ
っ
た
よ
う
だ
︒
古
代
文
学
研
究
者
の
三
浦
佑
之
は
︑﹃
古
事
記
﹄
神
代
巻
に

地
上
の
神
々
の
一
柱
と
し
て
登
場
す
る
ウ
マ
シ
ア
シ
カ
ビ
ヒ
コ
ヂ
を
め
ぐ
っ
て
︑
ウ
マ
シ
は
立
派
な
︑
カ
ビ
は
萌
え
出
ず
る
芽
︑
ヒ

コ
は
男
︑
ヂ
は
神
格
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
︑
そ
の
名
は
﹁
立
派
な
蘆
の
芽
の
男
神
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
こ
れ
が
人
間
の
元
祖

で
あ
る
存
在
の
出
現
で
あ
る
と
述
べ
る
(
62

)

︒
さ
ら
に
三
浦
は
︑
イ
ザ
ナ
ギ
の
イ
ザ
ナ
ミ
か
ら
の
逃
亡
に
お
け
る
事
戸
渡
し
の
際
に

な
さ
れ
る
会
話
か
ら
﹁
う
つ
し
き
青
人
草
﹂
と
い
う
表
現
を
取
り
上
げ
︑﹁
青
人
草
﹂
の
﹁
草
﹂
を
比
喩
と
と
る
べ
き
で
は
な
く
︑﹁
人

と
草
と
は
同
格
｣
(
63

)

で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
︒
ま
た
思
想
史
家
の
山
下
正
男
は
︑
中
国
思
想
に
お
け
る
﹃
荀
子
﹄﹁
巻
九

王
制
編
﹂

に
お
け
る
﹁
水
火
に
は
気
あ
る
も
生
な
く
︑
草
木
に
は
生
あ
る
も
知
な
く
︑
禽
獣
に
は
知
あ
る
も
義
な
し
︒︹
而
る
に
︺
人
に
は
気
あ

り
生
あ
り
知
あ
り
て
亦
た
且な

お
義
あ
り
｣
(
64

)

と
い
う
文
言
と
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
植
物
・
動
物
・
人
間
と
い
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う
三
層
区
分
の
世
界
観
を
取
り
上
げ
︑
後
者
の
そ
れ
は
植
物
の
合
目
的
的
発
展
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
人
間
中
心
的
存

在
論
で
は
な
く
て
︑
植
物
中
心
的
存
在
論
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
｣
(
65

)

と
論
じ
て
い
る
︒
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
う
し
た
階
層

的
な
世
界
像
を
植
物
の
低
級
視
だ
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
(
66

)

︑
反
面
に
お
い
て
自
然
学
と
存
在
論
は
植
物
を
基
礎
と

し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
人
間
種
に
と
っ
て
︑

植
物
は
潜
在
的
な
﹁
自
己
﹂
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

で
は
︑
現
代
の
哲
学
に
お
い
て
局
面
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
こ
で
は
む
し
ろ
︑
植
物
の
﹁
他
者
﹂
性
が
際
立
つ
︒

哲
学
者
の
Ｆ
・
ビ
ュ
ル
ガ
は
︑﹃
そ
も
そ
も
植
物
と
は
何
か
﹄
に
お
い
て
︑﹁
植
物
と
動
物
の
間
に
共
通
点
は
ま
っ
た
く
な
い
｣
(
67

)

と
述

べ
て
い
る
︒
植
物
は
人
間
の
想
像
を
絶
す
る
存
在
で
あ
り
︑
そ
れ
を
特
徴
づ
け
る
の
は
﹁
潜
在
的
な
不
死
﹂
だ
と
い
う
の
だ
(
68

)

︒
人

間
の
感
覚
は
分
析
的
で
は
な
く
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
あ
る
も
の
を
見
た
時
に
瞬
時
に
別
の
も
の
の
輪
郭
を
思
い
出

し
て
し
ま
う
︒
た
と
え
ば
植
物
︵
花
・
枝
・
茎
︶
を
見
た
と
き
に
︑
ふ
と
人
間
の
姿
︵
頭
・
腕
・
胴
︶
を
思
い
出
す
が
ゆ
え
に
︑
そ

こ
か
ら
感
情
が
芽
生
え
︑
多
く
の
実
が
な
っ
て
た
わ
ん
だ
木
を
み
る
と
﹁
つ
ら
そ
う
だ
な
﹂
と
感
じ
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
そ
の

木
が
﹁
つ
ら
い
﹂
わ
け
で
は
な
い
(
69

)

︒
し
か
し
人
間
側
か
ら
の
植
物
に
対
す
る
こ
う
し
た
観
点
は
︑﹁
あ
た
か
も
〇
〇
の
よ
う
に
﹂
と

い
う
類
推
の
能
力
で
あ
る
︒
植
物
は
脳
や
神
経
系
に
似
た
生
理
的
構
造
を
持
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑﹁
あ
た
か
も
持
っ
て

い
る
か
の
よ
う
に
﹂
生
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
類
推
は
虚
構
の
表
現
と
み
な
さ
れ
て
よ
い
も
の
な
の
で
あ
る
(
70

)

︒

そ
う
だ
と
す
れ
ば
︑
植
物
と
動
物
の
差
異
は
な
ん
で
あ
り
︑
何
を
も
っ
て
共
通
点
は
な
い
な
ど
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
︒
ビ
ュ
ル
ガ

は
こ
こ
で
即
自
的
︵
自
ら
の
存
在
が
自
足
し
て
い
る
状
態
︶
と
対
自
的
︵
自
ら
の
存
在
を
対
象
化
し
て
い
る
状
態
︶
と
い
う
ヘ
ー
ゲ

ル
に
よ
る
区
分
を
参
照
す
る
︒
す
な
わ
ち
︑
動
物
の
存
在
論
上
の
基
準
は
︑
自
主
性
・
自
発
的
な
行
動
・
環
境
と
の
相
関
関
係
・
閉

鎖
的
な
形
態
に
あ
り
︑
自
ら
を
対
象
化
さ
せ
る
存
在
で
あ
る
が
︑
植
物
は
植
わ
っ
た
場
所
か
ら
動
か
ず
︑
茎
・
葉
・
花
・
果
実
は
あ
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る
が
︑
そ
れ
ら
を
統
合
す
る
﹁
自
己
﹂
は
な
い
の
で
あ
る
(
71

)

︒
か
く
し
て
︑﹁
も
し
︑
植
物
が
そ
の
場
所
か
ら
逃
げ
出
し
て
︑
外
の
世

界
と
の
連
続
性
を
断
ち
き
れ
れ
ば
︑真
の
主
観
性
を
持
つ
生
物
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
つ
ま
り
太
陽
光
の
な
か
で
︑

自
ら
の
外
側
に
探
し
あ
て
た
﹁
自
己
﹂
を
内
面
化
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
｣
(
72

)

と
述
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
植
物
が
﹁
本
質

的
な
他
者
性
｣
(
73

)

を
持
つ
と
は
︑
植
物
と
動
物
の
境
界
に
自
己
客
体
化
能
力
の
有
無
と
い
う
分
割
線
を
引
く
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
立
論
か
ら
︑
前
節
で
も
あ
げ
た
ヴ
ォ
ー
ル
レ
ー
ベ
ン
も
含
め
︑﹁
ネ
オ
・
ア
ニ
ミ
ズ
ム
﹂
的
傾
向
に
対
し
て
ビ
ュ
ル
ガ
は
手

厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る
(
74

)

︒

こ
こ
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
生
物
に
お
け
る
自
己
客
体
化
能
力
と
︑
そ
れ
を
自
分
自
身
に
お
い
て
対
自
化
す
る
と
い
う
﹁
自

己
意
識
﹂
の
能
力
の
有
無
だ
ろ
う
︒
ビ
ュ
ル
ガ
の
理
路
を
敷
衍
し
て
み
よ
う
︒
動
物
が
植
物
と
異
な
る
の
は
︑
ま
ず
個
体
と
し
て
周

囲
か
ら
独
立
し
た
境
界
性
を
持
ち
︑
自
ら
動
く
こ
と
に
よ
っ
て
栄
養
分
を
外
界
か
ら
摂
取
す
る
か
ら
だ
︒
こ
れ
は
ヒ
ト
科
の
人
間
と

て
変
わ
ら
な
い
︒
さ
て
︑
自
ら
動
く
︑
と
い
う
こ
と
は
︑
外
界
を
認
知
し
︑
そ
れ
に
つ
い
て
シ
ミ
ュ
レ
ー
ト
で
き
る
こ
と
を
意
味
す

る
︒
た
と
え
ば
︑
外
敵
か
ら
身
を
守
り
つ
つ
餌
場
に
近
づ
き
︑
注
意
深
く
行
動
す
る
た
め
に
は
︑
他
者
側
︵
他
の
動
物
︶
か
ら
自
身

が
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
う
で
な
け
れ
ば
︑
不
意
の
天
敵
に
よ
り
餌
食
と
化
し
て

し
ま
う
可
能
性
も
あ
る
か
ら
だ
︒
人
間
の
場
合
︑
こ
の
自
身
を
他
者
側
に
置
く
能
力
と
い
う
の
は
︑
相
対
的
に
高
度
な
内
省
の
機
能

と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
空
間
的
に
表
現
さ
れ
る
振
る
舞
い
の
み
で
な
く
︑
自
ら
の
行
動
を
振
り
返
り
︑
修
正
可
能
で
あ
る
こ

と
も
意
味
す
る
︒
ま
た
こ
こ
か
ら
︑
非
人
間
︵
と
理
解
さ
れ
て
い
る
存
在
者
︶
に
対
す
る
類
推
も
生
じ
る
︒
類
推
と
は
つ
ま
り
︑﹁
も

し
自
分
が
そ
う
い
う
状
態
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
﹂
と
い
う
想
像
力
で
も
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
あ
た
か
も
〇
〇
の
よ
う
に
﹂
と
表
現
さ
れ

る
こ
と
の
内
実
だ
か
ら
だ
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
植
物
は
そ
の
植
え
ら
れ
て
い
る
場
所
か
ら
動
か
な
い
︒
こ
の
こ
と
が
動
物
と
の
決
定

的
な
差
を
も
た
ら
す
︒
な
ぜ
な
ら
︑
置
か
れ
た
場
所
に
お
け
る
不
動
と
い
う
こ
と
は
︑
自
身
が
他
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
と
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い
う
こ
と
を
認
知
す
る
必
要
を
持
た
ず
︑
自
身
で
栄
養
分
を
補
給
で
き
る
た
め
に
︑
他
者
と
の
関
係
を
表
象
す
る
必
然
性
も
な
い
か

ら
だ
︒
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ビ
ュ
ル
ガ
は
︑
太
陽
光
の
中
で
も
し
植
物
が
動
け
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た
ら
︑
外
界
に
﹁
自
己
﹂
を

見
出
す
だ
ろ
う
と
い
う
の
だ
︒
な
ぜ
な
ら
︑
動
く
こ
と
と
は
︑
自
己
客
体
化
能
力
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
こ
の
よ
う
な
﹁
自
己
﹂
の
解
釈
は
狭
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
も
わ
く
︒
第
一
に
︑
あ
る
こ
と
が
﹁
無
い
﹂
こ

と
や
﹁
あ
る
﹂
と
い
う
こ
と
︵
こ
の
場
合
は
対
自
的
な
時
﹁
自
己
﹂
だ
が
︶
と
い
う
こ
と
を
︑
一
体
ど
こ
か
ら
判
断
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
︒
あ
る
こ
と
が
﹁
無
い
﹂
と
い
う
解
釈
は
︑
そ
の
あ
る
こ
と
が
﹁
あ
る
﹂
と
い
う
一
定
の
理
解
が
一
定
無
い
こ
と
に
は
成
立
し

え
な
い
︒
た
と
え
ば
︑﹁
お
化
け
は
い
な
い
﹂
と
い
う
た
め
に
は
︑
当
の
﹁
お
化
け
﹂
に
つ
い
て
︑
直
感
的
な
も
の
か
ら
精
緻
な
も
の

ま
で
︑
何
ら
か
の
理
解
が
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
︒
あ
る
対
象
に
﹁
自
己
﹂
が
無
い
と
考
え
る
た
め
に
は
︑﹁
自
己
﹂
の
存
在
は
前

提
と
さ
れ
な
れ
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒
次
に
︑
植
物
に
﹁
自
己
﹂
は
な
い
と
い
う
理
解
は
︑
当
の
無
い
﹁
自
己
﹂
に
つ
い
て
か

な
り
限
定
的
な
理
解
を
行
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
そ
の
基
準
は
動
・
不
動
だ
が
︑
こ
れ
は
類
推
の
能
力
の

危
険
を
知
り
つ
つ
︑
そ
の
能
力
を
行
使
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
あ
た
か
も
〇
〇
の
よ

う
に
﹂
と
﹁
あ
た
か
も
〇
〇
が
無
い
か
の
よ
う
に
﹂
と
は
︑
と
も
に
〇
〇
を
類
推
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
︒

い
さ
さ
か
先
を
急
ぎ
す
ぎ
た
か
も
し
れ
な
い
︒
ビ
ュ
ル
ガ
が
主
張
す
る
植
物
の
根
元
的
な
﹁
他
者
性
﹂
と
は
︑
哲
学
的
に
孤
立
し

た
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
︒
哲
学
者
の
黒
田
昭
信
は
︑
植
物
が
群
体
で
あ
る
こ
と
を
基
本
的
な
生
態
と
し
︑
置
か
れ
た
場
所
か
ら
移

動
し
な
い
こ
と
を
指
し
て
︑﹁
こ
の
植
物
固
有
の
生
存
条
件
は
決
定
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
︒
場
所
的
に
固
定
さ
れ
た
生
命
は

自
ず
と
そ
れ
固
有
の
存
在
様
態
を
有
す
る
｣
(
75

)

と
述
べ
て
︑
ビ
ュ
ル
ガ
と
酷
似
す
る
考
察
を
行
っ
て
い
る
し
︑
植
物
人
類
学
を
提
唱

す
る
箭
内
匡
も
︑
植
物
と
動
物
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
獲
得
方
法
や
生
存
と
生
殖
の
方
法
の
差
異
に
留
意
し
つ
つ
︑﹁
自
然
の
中
の
諸
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存
在
に
は
解
消
不
能
な
身
体
の
﹁
多
﹂
性
が
あ
り
︑
言
い
換
え
れ
ば

撼

動

ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス

の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
｣
(
76

)

と
述
べ
て
い
る
か
ら
だ
︒
植

物
は
た
し
か
に
人
間
の
想
像
を
絶
す
る
︒
し
か
し
同
時
に
想
像
の
臨
界
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
形
で
し
か
想
像
さ

れ
え
な
い
よ
う
な
形
で
営
ま
れ
て
い
る
生
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
ビ
ュ
ル
ガ
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
植
物
は﹁
外
在
性
﹂

と
い
う
特
性
を
持
つ
｣
(
77

)

の
で
あ
り
︑
自
分
自
身
の
外
部
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
だ
︒

人
間
の
外
側
に
あ
る
も
の
が
植
物
だ
と
す
る
な
ら
ば
︑
そ
の
植
物
が
外
に
向
か
う
よ
う
に
し
て
︑﹁
外
の
外
﹂
を
思
考
し
︑
触
れ
る

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
手
が
か
り
と
な
る
の
が
︑
一
見
は
ビ
ュ
ル
ガ
と
対
立
的
に
見
え
る
Ｅ
・
コ
ッ
チ
ャ
の
哲
学
で
あ

る
︒
彼
は
﹃
植
物
の
生
の
哲
学
﹄
に
お
い
て
︑
植
物
と
動
物
と
の
差
異
か
ら
出
立
す
る
の
で
は
な
く
︑﹁
植
物
に
つ
い
て
問
う
と
は
︑

世
界
に
在
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｣
(
78

)

と
述
べ
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︒
ま
ず
﹁
植
物
の
生
命
と
は
︑

環
境
と
の
絶
対
的
な
連
続
性
の
も
と
で
︑
全
体
的
な
交
感
を
通
じ
て
︑
自
分
を
す
っ
か
り
さ
ら
け
出
す
し
か
な
い
生
命
｣
(
79

)

な
の
で

あ
る
︒
で
は
︑
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
︒
コ
ッ
チ
ャ
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
の
範
型
は
呼
吸
に
あ

る
︒
息
を
吸
う
と
い
う
こ
と
は
︑
空
気
が
私
た
ち
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の
に
な
る
こ
と
で
あ
り
︑
息
を
吐
く
と
い
う
こ
と
は
︑
私
た

ち
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
が
︑
私
た
ち
を
取
り
巻
く
も
の
と
な
る
こ
と
だ
︒﹁
こ
の
相
互
の
入
れ
子
状
態
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
︑
古

代
の
人
々
が
す
で
に
息
吹
︵
プ
ネ
ウ
マ
︶
と
呼
ん
で
い
た
も
の
｣
(
80

)

で
あ
り
︑﹁
植
物
は
世
界
を
﹁
息
吹
﹂
と
い
う
現
実
に
変
え
た
｣
(
81

)

の
で
あ
る
︒
さ
ら
に
論
を
進
め
て
︑
コ
ッ
チ
ャ
は
生
命
の
特
質
で
あ
る
﹁
浸
り
﹂
に
触
れ
る
︒
生
命
と
は
流
動
環
境
の
中
で
の
み
可

能
な
現
象
な
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
物
質
の
集
積
状
態
な
の
で
は
な
く
︑
世
界
が
生
物
に
対
し
て
自
身
を
構
成
す
る
あ
り
よ
う
の
こ
と

で
あ
る
︒
こ
の
流
動
環
境
に
あ
ら
ゆ
る
生
命
体
は
浸
っ
て
い
る
の
で
あ
り
︑
そ
こ
で
は
運
動
と
静
止
の
対
立
な
ど
は
も
は
や
存
在
し

な
い
の
で
あ
る
(
82

)

︒
た
と
え
ば
海
の
魚
に
と
っ
て
︑
海
の
水
は
主
体
と
し
て
の
魚
に
対
峙
す
る
だ
け
の
環
境
な
の
で
は
な
く
︑
そ
の

魚
の
中
に
も
あ
り
︑
魚
を
通
り
抜
け
て
外
に
出
よ
う
と
し
て
い
る
(
83

)

︒
こ
こ
か
ら
先
に
述
べ
た
﹁
息
吹
﹂
を
想
起
し
て
も
良
い
だ
ろ
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う
︒
自
己
の
内
外
を
通
り
抜
け
る
と
い
う
こ
と
は
︑
自
己
は
そ
の
中
に
浸
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
容
器

の
中
に
物
体
が
あ
る
よ
う
に
し
て
で
は
な
く
︑
そ
の
内
外
が
相
互
に
浸
透
し
て
い
る
よ
う
な
様
態
に
お
い
て
で
あ
る
︒
で
は
︑
こ
の

よ
う
な
角
度
か
ら
︑
植
物
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
︑
自
ら
を
さ
ら
け
出
し
︑
息

吹
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
が
植
物
で
あ
っ
た
︒
コ
ッ
チ
ャ
は
ま
ず
葉
に
注
目
す
る
︒
植
物
の
葉
は
そ
れ
が
属
す
る
植
物
の
生
命
を
支

え
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑
そ
の
植
物
に
表
現
さ
れ
て
い
る
生
息
域
の
生
命
や
︑
生
物
圏
全
体
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
84

)

︒
ま
た
︑

種
子
と
は
合
理
性
の
こ
と
な
の
だ
と
コ
ッ
チ
ャ
は
い
う
︒
そ
れ
は
個
別
の
生
命
が
生
成
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
世
界
そ
の
も
の
を
巻
き

込
む
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
(
85

)

︒
ま
た
根
に
つ
い
て
も
︑
呼
吸
と
い
う
角
度
か
ら
︑
そ
の
機
能
は
植
物
有
機
体
同
士
を
地
下
で

交
流
さ
せ
る
と
と
も
に
︑
根
が
密
着
す
る
コ
ロ
イ
ド
状
の
物
質
や
︑
そ
こ
に
生
息
す
る
動
物
相
だ
け
を
相
手
に
す
る
の
で
も
な
く
︑

大
地
と
太
陽
の
関
係
が
含
意
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
(
86

)

︒
ビ
ュ
ル
ガ
と
同
様
に
コ
ッ
チ
ャ
も
自
己
意

識
の
対
象
化
機
能
を
忘
れ
て
は
い
な
い
(
87

)

︒
し
か
し
重
要
な
の
は
︑﹁
世
界
の
他
の
事
物
が
生
物
の
個
体
に
と
っ
て
の
環
境
で
あ
る

の
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
︑
生
物
は
世
界
に
と
っ
て
の
環
境
で
あ
る
｣
(
88

)

と
い
う
こ
と
で
あ
り
︑
浸
り
は
人
間
的
行
動
の
結
果
で
は

な
い
宇
宙
の
可
能
性
の
条
件
な
の
で
あ
る
(
89

)

︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
息
吹
﹂
か
ら
考
え
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
間
は
自
ら
の
外
と
内
に
同
時
に
贈
り
返
さ
れ
る
︒
自
ら
の
外
と
い

う
の
は
︑
自
身
か
ら
の
外
を
目
指
す
植
物
が
︑
ま
さ
に
人
間
種
を
含
め
た
生
物
の
生
命
維
持
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
︑

内
側
と
い
う
の
は
︑
呼
吸
を
通
し
て
人
間
も
ま
た
世
界
を
自
身
に
巻
き
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
コ
ッ
チ
ャ
が
示
そ
う
と
し
て
い

る
の
は
︑
自
己
と
環
境
︑
動
物
と
植
物
の
よ
う
に
︑
世
界
を
切
り
分
け
て
か
ら
分
析
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
が
成
立
す
る
可

能
性
の
条
件
へ
と
存
在
論
的
に
遡
行
し
︑
そ
こ
か
ら
あ
ら
た
め
て
世
界
を
﹁
息
吹
﹂
と
し
て
捉
え
な
お
す
こ
と
で
あ
る
︒
こ
こ
に
お

い
て
は
も
は
や
︑
自
／
他
の
境
界
は
反
転
し
う
る
も
の
で
︑
自
明
視
さ
れ
て
い
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
で
は
︑
そ
の
こ
と
は
い
か
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な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒
も
う
少
し
︑﹁
自
己
﹂
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
み
よ
う
︒

植
物
の
存
在
論
的
様
態
と
関
わ
る
形
で
︑﹁
自
己
﹂
の
自
明
性
が
解
体
さ
れ
る
地
平
を
説
い
て
い
る
の
は
︑
南
米
エ
ク
ア
ド
ル
の
ル

ナ
族
を
中
心
と
し
た
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
行
っ
た
Ｅ
・
コ
ー
ン
で
あ
る
︒
手
短
か
に
そ
の
理
路
を
追
っ
て
お
く
こ
と
は
︑
植
物
に

関
す
る
哲
学
的
考
察
を
進
め
る
の
に
役
立
つ
だ
ろ
う
︒
コ
ー
ン
は
﹁
要
す
る
に
︑
人
間
的
な
る
も
の
を
超
え
る
人
類
学
が
存
在
論
的

︵
ontological︶
に
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
｣
(
90

)

と
い
う
︒
コ
ー
ン
の
民
族
誌
は
︑
野
営
地
で
寝
て
い
る
際
に
ジ
ャ
ガ
ー
に
接
し

た
経
験
か
ら
始
ま
る
︒
ジ
ャ
ガ
ー
は
人
間
が
仰
向
け
に
寝
て
い
る
場
合
は
︑
自
分
を
振
り
返
る
こ
と
の
で
き
る
﹁
人
間
﹂
と
し
て
人

間
を
襲
わ
な
い
が
︑
も
し
う
つ
伏
せ
に
寝
て
し
ま
え
ば
︑
そ
れ
を
﹁
人
間
﹂
で
は
な
く
﹁
屍
肉
﹂
と
み
な
し
て
襲
う
だ
ろ
う
と
い
う

現
地
人
の
説
明
を
コ
ー
ン
は
受
け
入
れ
る
(
91

)

︒
こ
の
よ
う
に
︑
ジ
ャ
ガ
ー
が
何
ら
か
の
仕
方
で
世
界
を
表
象
す
る
と
い
う
事
実
は
︑

世
界
に
つ
い
て
の
あ
る
洞
察
を
踏
ま
え
た
説
明
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
︒
前
節
で
あ
げ
た
デ
ス
コ
ラ
の
理
路
を
こ
こ
で
思
い
出
し

て
も
よ
い
だ
ろ
う
︒
ジ
ャ
ガ
ー
は
ジ
ャ
ガ
ー
を
﹁
人
間
﹂
と
見
る
が
ゆ
え
に
︑
自
身
と
は
他
の
諸
存
在
を
﹁
獲
物
﹂
と
見
て
し
ま
う
︒

そ
の
危
険
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
は
︑
人
間
は
自
ら
が
﹁
人
間
﹂
で
あ
る
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
コ
ー
ン

は
こ
う
し
た
点
を
敷
衍
し
︑﹁
自
己
性
︵
selfhood
︶
で
あ
る
の
は
︑
脳
を
持
つ
動
物
だ
け
に
限
ら
れ
な
い
︒
植
物
も
ま
た
自
己
︵
selves︶

で
あ
る
︒
さ
ら
に
自
己
の
質
は
身
体
的
に
境
界
づ
け
ら
れ
た
有
機
体
と
同
様
の
広
が
り
を
持
つ
わ
け
で
は
な
い
｣
(
92

)

と
述
べ
る
︒
こ

こ
で
コ
ー
ン
が
手
が
か
り
と
す
る
の
は
Ｃ
・
パ
ー
ス
に
基
づ
く
記
号
概
念
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
あ
る
﹁
誰
か
﹂
に
と
っ
て
何
か
を
表

す
｣
(
93

)

と
い
う
も
の
だ
が
︑
こ
の
﹁
誰
か
﹂
と
は
人
間
と
は
限
ら
ず
︑
ジ
ャ
ガ
ー
の
よ
う
な
動
物
で
も
︑
植
物
で
も
よ
い
︒
こ
う
し
た

生
命
の
持
つ
記
号
論
的
特
性
を
コ
ー
ン
は
﹁
自
己
た
ち
の
生
態
学
︵
an
ecology
of
selves︶｣
(
94

)

と
呼
ぶ
︒
人
間
に
お
け
る
非
人
間

的
な
諸
存
在
で
あ
る
バ
ク
テ
リ
ア
や
細
胞
︑
細
胞
小
器
官
と
い
っ
た
も
の
も
含
め
て
︑﹁
私
た
ち
の
身
体
は
︑
巨
大
な
自
己
た
ち
の
生

態
学
｣
(
95

)

な
の
で
あ
る
︒
コ
ー
ン
は
自
身
の
民
族
誌
の
中
で
︑
記
号
を
解
釈
す
る
﹁
誰
か
﹂
と
し
て
の
植
物
に
つ
い
て
特
に
焦
点
化
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し
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
次
の
よ
う
な
ハ
キ
リ
ア
リ
の
事
例
か
ら
︑﹁
自
己
た
ち
の
生
態
学
﹂
の
具
体
的
あ
り
よ

う
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
る
︒
ハ
キ
リ
ア
リ
は
普
段
︑
草
木
の
切
れ
端
を
巣
ま
で
運
ぶ
姿
し
か
見
せ
な
い
︒
し
か
し
年
に

一
度
︑
交
尾
の
た
め
に
︑
複
数
の
巣
穴
か
ら
一
斉
に
脂
肪
分
の
あ
る
女
王
ア
リ
を
吐
き
出
す
︒
こ
の
女
王
ア
リ
を
狙
う
の
は
ル
ナ
族

の
よ
う
な
人
間
ば
か
り
で
は
な
い
︒
カ
エ
ル
や
ヘ
ビ
︑
小
型
の
ネ
コ
科
動
物
も
そ
う
で
あ
る
し
︑
コ
ウ
モ
リ
は
飛
来
し
て
女
王
ア
リ

の
腹
を
食
い
ち
ぎ
ろ
う
と
す
る
︒
羽
ア
リ
た
ち
も
こ
う
し
た
潜
在
的
な
捕
食
者
た
ち
に
は
敏
感
で
あ
り
︑
襲
撃
さ
れ
に
く
い
夜
明
け

前
の
時
間
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
に
︑
女
王
ア
リ
を
巣
穴
か
ら
放
出
し
よ
う
と
す
る
の
だ
(
96

)

︒
こ
の
事
例
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
︑
羽

ア
リ
・
カ
エ
ル
・
ヘ
ビ
・
コ
ウ
モ
リ
・
人
間
が
各
々
の
﹁
自
己
﹂
を
持
ち
行
動
し
よ
う
と
す
る
姿
で
あ
る
︵
も
ち
ろ
ん
事
例
の
観
察

者
で
あ
る
コ
ー
ン
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
だ
ろ
う
︶︒
前
節
で
は
︑
民
俗
学
的
な
事
例
に
よ
っ
て
︑
非
人
間
に
人
格
や
霊
性
を
認
め
る
と

い
う
こ
と
が
︑
同
時
に
生
活
上
の
実
益
や
環
境
の
観
察
と
深
く
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
︑
図
ら
ず
も
こ
こ
で
︑
そ
の
点
を

想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

植
物
は
た
し
か
に
人
間
種
と
異
な
り
﹁
他
﹂
性
と
﹁
多
﹂
性
を
持
つ
︒
し
か
し
そ
れ
は
植
物
の
持
つ
構
造
や
運
動
／
静
止
と
い
う

条
件
を
お
い
て
︑
人
間
／
非
人
間
を
分
割
す
る
か
ら
で
あ
る
︒
植
物
の
他
者
性
も
認
め
つ
つ
︑
こ
の
境
界
を
動
か
す
に
は
︑﹁
自
己
﹂

概
念
を
︑
自
身
を
客
体
化
す
る
反
省
的
な
自
己
意
識
と
い
う
定
義
か
ら
解
き
放
ち
︑
あ
る
現
象
が
﹁
誰
か
﹂
に
立
ち
現
れ
る
と
い
う

記
号
過
程
と
し
て
再
解
釈
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
︑
植
物
は
外
見
的
な
様
子
か
ら
な
ぞ
ら
え
ら
れ

る
擬
人
化
と
い
う
陥
穽
に
陥
ら
ず
に
︑
植
物
と
い
う
他
者
に
と
っ
て
の
﹁
他
者
﹂
性
で
あ
る
宇
宙
的
な
﹁
浸
り
﹂
の
世
界
へ
と
開
か

れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
こ
で
は
︑
有
機
体
の
内
／
外
と
い
う
境
界
も
ふ
み
こ
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
つ
け
加
え
て
い
い
だ
ろ

う
︒
た
と
え
ば
土
壌
学
者
の
Ｄ
・
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
ら
は
︑﹁
植
物
の
根
を
︑
根
圏
も
何
も
か
も
一
緒
に
裏
返
し
た
と
す
れ
ば
︑
そ
れ

が
消
化
管
に
似
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
｣
(
97

)

と
主
張
し
て
い
る
︒
土
壌
・
根
・
根
圏
を
ま
と
め
た
生
命
活
動
と
そ
の
プ
ロ
セ
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ス
が
︑
腸
の
粘
膜
内
層
と
関
連
す
る
免
疫
組
織
と
鏡
写
し
だ
か
ら
だ
(
98

)

︒
こ
う
し
た
︑
一
見
は
奇
妙
に
見
え
る
解
釈
も
︑﹁
自
己
﹂
概

念
の
拡
張
に
よ
っ
て
そ
の
妥
当
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
土
壌
内
の
植
物
の
根
も
︑
人
体
内
の
腸
も
︑
多
な
る
自
己
た
ち
だ
か

ら
だ
︒
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
植
物
に
対
す
る
存
在
論
的
な
理
解
の
あ
り
方
は
︑
す
で
に
触
れ
て
き
た
妖
怪
論
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る

の
だ
ろ
う
︒
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
︑
哲
学
的
悟
道
に
ど
の
よ
う
に
寄
与
す
る
の
だ
ろ
う
か
︒

五

多
へ
向
か
う
植
物
妖
怪
論

﹁
私
た
ち
は
︑
自
分
た
ち
自
身
を
過
小
評
価
し
が
ち
で
あ
る
｣
(
99

)

︒

デ
ィ
ー
プ
・
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
思
想
運
動
を
提
唱
し
︑
牽
引
し
た
思
想
家
の
ア
ル
ネ
・
ネ
ス
は
︑
か
つ
て
こ
う
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
︑﹁
自
我
﹂︵
ego︶
か
ら
﹁
自
己
﹂︵
self︶
へ
と
人
間
は
自
己
同
一
性
を
深
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
︑

そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
生
態
的
な
自
己
﹂︵
ecologicalself︶
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
文
脈
の
下
に
お
い
て
だ
っ
た
(
100

)

︒

し
か
し
本
稿
冒
頭
の
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
よ
る
立
言
と
照
ら
し
あ
わ
せ
る
と
き
︑
こ
の
こ
と
は
よ
り
立
体
性
を
帯
び
て
く
る
︒
人
間
が
自

身
を
過
小
評
価
し
が
ち
な
の
は
︑
自
我
︵
ego︶
に
と
ど
ま
る
限
り
︑
自
然
と
人
間
を
対
立
さ
せ
︑
自
然
の
中
の
矮
小
な
存
在
と
し
て

自
分
自
身
を
把
握
し
て
し
ま
う
反
面
︑
周
囲
の
脅
威
に
対
し
て
︑
そ
の
恐
怖
心
か
ら
過
剰
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
願
望
を
抱
い
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
り
︑
そ
れ
に
対
し
て
自
己
︵
self︶
へ
の
発
達
は
︑
よ
り
そ
の
自
己
中
心
性
か
ら
解
き
放
た
れ
︑
世
界
中
心
的
な
感
覚
へ
と

開
か
れ
て
い
く
か
ら
だ
︒
こ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
︒
す
な
わ
ち
︑
人
間
種
は
︑
ま
だ
自
分
が

ど
の
よ
う
な
世
界
に
生
き
て
い
る
か
を
知
ら
な
い
︒
そ
れ
は
未
知
の
可
能
性
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
意
味
で
︑ま
だ
我
々
は﹁
人

間
﹂
で
さ
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
︑
と
︒

こ
の
こ
と
は
し
か
し
︑
し
ば
し
ば
喧
伝
さ
れ
る
非
人
間
中
心
主
義
と
は
何
の
関
係
も
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
人
間
よ
り
も
自
然
が
大
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切
だ
と
い
う
た
め
に
は
︑
あ
ま
り
に
も
深
く
そ
の
自
然
は
人
間
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
り
︑
何
か
を
中
心
に
す
る
た
め

に
は
︑
そ
こ
に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
自
己
た
ち
が
犇
め
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒

円
了
に
よ
る
植
物
妖
怪
論
が
解
き
明
か
そ
う
と
し
て
い
た
の
は
︑
人
間
は
他
の
惑
星
上
の
諸
存
在
と
同
様
に
﹁
活
物
﹂
で
あ
り
︑

そ
れ
は
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
植
物
に
も
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
現
象
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
着
目
し
て
︑
あ
る
事
象
を

単
体
で
取
り
出
し
て
︑
そ
こ
に
怪
し
さ
を
認
め
る
こ
と
を
警
戒
し
た
円
了
は
︑﹁
世
人
﹂
に
妖
怪
と
思
わ
れ
る
諸
現
象
を
批
判
す
る
一

方
︑
植
物
の
不
思
議
を
生
命
現
象
と
い
う
文
脈
に
置
き
な
お
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
︒﹁
一
木
一
草
み
な
妖
怪
﹂
で
あ
る
と
は
︑
そ
う

し
た
哲
学
的
悟
道
か
ら
語
り
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒
さ
て
し
か
し
︑
環
境
に
焦
点
化
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
も
含
め
て
︑
民
俗
学
が

明
ら
か
に
し
て
き
た
の
は
︑
無
社
殿
神
社
や
小
さ
く
区
画
さ
れ
た
﹁
森
﹂
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
樹
木
は
単
体
で
生
育
し
て
い
る

の
で
は
な
く
︑
信
仰
に
基
づ
く
行
為
規
範
と
相
関
し
た
社
会
的
実
益
や
︑
そ
の
場
所
に
集
う
他
の
動
植
物
・
昆
虫
た
ち
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
に
お
い
て
生
成
し
て
い
る
こ
と
だ
っ
た
︒
反
面
︑
現
代
の
植
物
を
め
ぐ
る
哲
学
に
お
い
て
は
︑
植
物
の
﹁
他
﹂
性
が
ま
ず
注

目
さ
れ
る
︒
そ
の
場
を
動
か
ず
︑
脳
や
神
経
系
を
持
た
な
い
植
物
は
︑
人
間
や
動
物
と
は
異
な
る
存
在
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
︒
し

か
し
︑
植
物
も
葉
に
お
い
て
呼
吸
し
︑
日
光
か
ら
栄
養
分
を
補
給
す
る
意
味
に
お
い
て
記
号
過
程
的
な
﹁
自
己
﹂
を
持
つ
︒
こ
う
し

た
﹁
自
己
﹂
は
︑
世
界
に
溢
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

こ
う
し
た
こ
と
は
︑自
／
他
の
境
界
に
再
考
を
迫
る
︒
植
物
が
人
間
に
と
っ
て
の
他
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑そ
の
他
者
に
と
っ

て
の
他
者
で
あ
る
流
動
す
る
環
境
へ
の
浸
り
だ
か
ら
で
あ
り
︑
そ
の
他
者
の
他
者
は
人
間
の
中
に
も
浸
透
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

ら
︑
植
物
と
共
通
す
る
﹁
自
己
﹂
を
持
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
︒
つ
ま
り
人
間
の
外
部
に
も
も
ち
ろ
ん
植
物
は
あ
る
わ
け
だ
が
︑
人

間
の
体
内
に
も
植
物
は
い
る
︒
し
か
し
そ
の
見
え
な
い
植
物
は
︑
不
可
視
で
あ
る
が
ゆ
え
に
自
明
の
環
境
と
し
て
︑
ま
た
逆
立
し
た

そ
の
姿
と
し
て
︑
立
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
こ
と
を
︑
単
に
ト
ポ
ロ
ジ
カ
ル
な
変
換
と
し
て
理
解
す
る
こ
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と
は
で
き
な
い
︒
あ
た
か
も
目
の
前
で
図
形
を
裏
返
す
よ
う
に
し
て
こ
の
こ
と
を
表
象
し
て
し
ま
う
こ
と
は
︑
あ
ま
り
に
人
間
を
過

小
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
日
々
の
呼
吸
の
よ
う
に
︑
植
物
は
他
者
で
あ
り
︑
ま
た
自
己
で
も

あ
る
﹁
多
﹂
な
る
自
己
た
ち
と
し
て
︑
そ
こ
に
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
考
察
は
︑
惑
星
規
模
の
﹁
環
境
危
機
﹂
に
対
し
て
︑
そ
の
解
決
の
た
め
に
寄
与
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ

か
そ
う
し
た
わ
か
り
や
す
い
解
が
︑
人
間
の
裡
な
る
自
然
と
外
な
る
自
然
と
い
う
も
の
を
分
離
し
て
し
ま
う
の
だ
と
し
た
ら
︑
手
を

貸
す
こ
と
さ
え
し
な
い
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
身
近
な
他
者
で
あ
る
植
物
に
親
し
む
こ
と
を
通
じ
て
︑
そ
の
他
者
の
他
者
で
あ
る
と
こ

ろ
の
多
な
る
﹁
自
己
﹂
を
想
起
す
る
契
機
に
寄
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
形
の
取
り
組
み
で
あ
れ
︑
そ
こ
に
積
極
的
な
意

義
を
見
い
だ
せ
る
こ
と
に
な
る
︒
植
物
を
め
ぐ
る
妖
怪
学
は
︑
か
く
て
多
な
る
生
態
＝
自
己
と
し
て
の
生
命
の
探
究
へ
と
︑
歩
み
を

進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
過
程
で
︑
も
ち
ろ
ん
円
了
が
遺
し
た
妖
怪
学
の
全
体
的
な
文
脈
か
ら
そ
の
生
命
論
を
解
読

し
て
い
く
こ
と
や
︑
こ
う
し
た
観
点
か
ら
︑
民
俗
学
・
文
化
人
類
学
に
お
け
る
豊
富
な
事
例
を
さ
ら
に
精
査
し
て
い
く
こ
と
は
︑
さ

ら
な
る
課
題
と
な
る
︒

さ
て
︑
た
く
さ
ん
の
﹁
自
己
﹂
た
ち
と
い
う
理
路
に
触
れ
て
︑
少
し
で
も
ざ
わ
ざ
わ
し
た
の
で
あ
れ
ば
︑
そ
の
と
き
︑
す
で
に
生

命
の
蠢
き
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
︒
も
し
か
し
た
ら
︑
そ
れ
は
最
初
少
し
居
心
地
の
悪
い
も
の
か
も
し
れ
な
い
︒
け
れ
ど

も
そ
れ
は
︑
悟
道
が
開
か
れ
て
い
る
証
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
は
や
︑
自
然
と
一
体
化
す
る
だ
け
で
は
︑
十
分
で
は
な
い
︒

唯
一
の
大
き
な
﹁
自
己
﹂
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
何
を
転
ず
る
必
要
が
︑
あ
る
だ
ろ
う
か
︒
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【
註
︼

(1
)

道
元
﹃
正
法
眼
蔵
︵
二
︶﹄
水
野
弥
穂
子
校
注
︑
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
一
一
四
ペ
ー
ジ
︒

(2
)
﹁
地
球
環
境
問
題
﹂
の
こ
こ
ま
で
の
歴
史
的
記
述
に
関
し
て
は
︑
吉
永
明
弘
﹁
環
境
倫
理
学
の
歴
史
と
背
景
︱
︱
﹃
沈
黙
の
春
﹄
か
ら

SD
G
s
ま
で
﹂︵
吉
永
明
弘
・
寺
本
剛
編
﹃3S

T
E
P

シ
リ
ー
ズ

2

環
境
倫
理
学
﹄
昭
和
堂
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
二
︱
七
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(3
)

ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
に
よ
る
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
心
理
学
理
論
の
展
開
に
つ
い
て
は
︑
さ
し
あ
た
り
黒
木
賢
一
﹁
次
世
代
の
統
合
心

理
療
法
⑴

ケ
ン
・
ウ
ィ
ル
バ
ー
の
﹁
ト
ラ
ン
ス
パ
ー
ソ
ナ
ル
理
論
﹂︵﹃
大
阪
経
済
大
学
論
叢
﹄
第
七
三
巻
二
号
︑
二
〇
二
二
年
︶︑
二
八

七
︱
三
一
七
ペ
ー
ジ
参
照
︒
ま
た
イ
ン
テ
グ
ラ
ル
理
論
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
︑
鈴
木
規
夫
・
久
保
隆
司
・
甲
田
烈
﹃
入
門
イ
ン
テ
グ
ラ

ル
理
論
︱
︱
人
・
組
織
・
社
会
の
可
能
性
を
最
大
化
す
る
メ
タ
・
ア
プ
ロ
ー
チ
﹄
日
本
能
率
協
会
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
二
〇

年
を
参
照
︒

(4
)

K
en
W
ilb
er,Sex,

ecology,
Spirituality,

in
T
he
C
ollected

W
orks

of
K
en
W
ilber,

V
ol,
6,
S
h
am
b
h
ala
P
u
b
lication

s.
1999,

p
,

543.

(5
)

ibid
.,
p
,
528.

(6
)

ibid
.,
p
,
491.

(7
)

ibid
.,
p
,
541.

(8
)
﹁
人
新
世
﹂
の
概
念
と
展
開
過
程
に
つ
い
て
は
︑
寺
田
匡
宏
・
ダ
ニ
エ
ル
・
ナ
イ
ル
ズ
﹁
人
新
世
︵
ア
ン
ソ
ロ
ポ
シ
ー
ン
︶
を
ど
う
考
え

る
か
︱
︱
環
境
を
め
ぐ
る
超
長
期
的
時
間
概
念
の
出
現
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
地
球
シ
ス
テ
ム
科
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
展
開
﹂︵
寺
田
匡
宏
・

ダ
ニ
エ
ル
・
ナ
イ
ル
ズ
編
著
﹃
人
新
世
を
問
う
﹄
京
都
大
学
出
版
会
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
一
︱
一
七
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(9
)

近
藤
祉
秋
﹃
犬
に
話
し
か
け
て
は
い
け
な
い
︱
︱
内
陸
ア
ラ
ス
カ
の
マ
ル
チ
ス
ピ
ー
シ
ー
ズ
民
族
誌
﹄
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
︑
二
〇

二
二
年
︑
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(10
)

廣
田
龍
平
﹃
妖
怪
の
誕
生
︱
︱
超
自
然
と
怪
奇
的
自
然
の
存
在
論
的
歴
史
人
類
学
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
二
二
年
︑
二
九
︱
三
一
ペ
ー
ジ
参

照
︒

(11
)

里
見
龍
樹
﹁
人
類
学
の
存
在
論
的
転
回
︱
︱
他
者
性
の
ゆ
く
え
﹂︵﹃
現
代
思
想
﹄
第
四
七
巻
六
号
︑
青
土
社
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
一
一
七

︱
一
二
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(12
)

米
虫
正
巳
﹃
自
然
の
哲
学
史
﹄
講
談
社
︑
二
〇
二
一
年
︑
四
二
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒
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(13
)

高
田
知
紀
・
近
藤
綾
香
﹁
妖
怪
伝
承
を
知
的
資
源
と
し
て
活
用
し
た
防
災
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
一
考
察
﹂︵﹃
土
木
学
会
論
文
集
﹄

第
七
五
巻
一
号
︑
二
〇
一
九
年
︶︑
二
〇
︱
三
四
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(14
)

中
島
敦
司
﹁
論
考

妖
怪
と
自
然
保
護
と
の
関
わ
り
﹂︵
私
家
版
︶︑
三
九
ペ
ー
ジ
︒

(15
)

同
三
八
ペ
ー
ジ
︒

(16
)

宮
田
登
﹃
都
市
空
間
の
怪
異
﹄
角
川
書
店
︑
二
〇
〇
一
年
︑
一
一
五
ペ
ー
ジ
︒

(17
)

廣
田
龍
平
﹃
妖
怪
の
誕
生
︱
︱
超
自
然
と
怪
奇
的
自
然
の
存
在
論
的
歴
史
人
類
学
︱
︱
﹄
青
弓
社
︑
二
〇
二
二
年
︑
二
九
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(18
)

同
上
︑
七
四
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(19
)

中
島
敦
司
﹁
論
考

妖
怪
と
自
然
保
護
と
の
関
わ
り
﹂︵
私
家
版
︶︑
三
九
ペ
ー
ジ
︒

(20
)

菊
池
章
太
﹁
あ
や
か
し
の
ひ
そ
む
森
︱
︱
妖
怪
学
か
ら
環
境
問
題
へ
﹂︵﹃
エ
コ
・
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
研
究
﹄
第
八
号
別
冊
︑
二
〇
一
四
年
︶︑

一
一
ペ
ー
ジ
︒
菊
池
に
は
︑
井
上
円
了
の
思
想
全
体
を
扱
っ
た
次
の
単
著
が
あ
る
︒
菊
池
章
太
﹃
妖
怪
学
の
祖

井
上
圓
了
﹄

K
A
D
O
K
A
W
A
/

角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
三
年
︒

(21
)

以
下
の
井
上
円
了
か
ら
の
選
集
収
載
の
テ
ク
ス
ト
の
引
用
は
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄︵
東
洋
大
学
︑
一
九
八
七
︱
二
〇
〇
四
年
︶
に
よ
る
︒

引
用
に
際
し
て
は
︵
巻
数
：
ペ
ー
ジ
数
︶
の
よ
う
に
記
す
︒
た
と
え
ば
︵1:35

︶
は
第
一
巻
三
五
頁
で
あ
る
︒

(22
)

た
と
え
ば
植
物
の
﹁
お
し
ゃ
べ
り
﹂
と
さ
れ
る
香
り
を
用
い
た
植
物
同
士
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
菌
根
菌
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ

い
て
は
︑
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
﹁
超
・
進
化
論
︵
一
︶
植
物
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
﹂︵
二
〇
二
二
年
一
一
月
六
日
放
送
︶
に
お
い
て
も
印

象
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
︒

(23
)

ク
リ
ン
ト
ン
・
ゴ
ダ
ー
ル
︵
碧
海
寿
宏
訳
︶﹃
ダ
ー
ウ
ィ
ン
︑
仏
教
︑
神
︱
︱
近
代
日
本
の
進
化
論
と
宗
教
﹄
人
文
書
院
︑
二
〇
二
〇
年
︑

一
一
二
ペ
ー
ジ
︒

(24
)

鎌
田
柳
泓
﹁
心
学
奥
の
桟
﹂︵
柴
田
実
校
訂
﹃
石
門
心
学
﹄︵
岩
波
思
想
体
系
四
二
︶︑
岩
波
書
店
︑
一
九
七
一
年
︶︑
四
一
二
ペ
ー
ジ
︒

(25
)

ク
リ
ン
ト
ン
・
ゴ
ダ
ー
ル
︵
碧
海
寿
宏
訳
︶﹃
ダ
ー
ウ
ィ
ン
︑
仏
教
︑
神
︱
︱
近
代
日
本
の
進
化
論
と
宗
教
﹄
人
文
書
院
︑
二
〇
二
〇
年
︑

一
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(26
)

ペ
ー
タ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ル
レ
ー
ベ
ン
︵
長
谷
川
圭
訳
︶﹃
樹
木
た
ち
の
知
ら
れ
ざ
る
生
活
︱
︱
森
林
管
理
官
が
聴
い
た
森
の
声
﹄
早
川
書
房
︑

二
〇
一
七
年
︑
一
三
ペ
ー
ジ
︒

(27
)

同
上
︑
一
〇
︱
一
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(28
)

同
上
︑
一
二
ペ
ー
ジ
︒
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(29
)

S
u
san
n
e
S
im
ard
,
F
inding

the
M
other

T
ree,
P
en
gu
in
,
2011,

p
,
171.

(30
)

野
本
寛
一
﹃
生
態
と
民
俗
︱
︱
人
と
動
植
物
の
相
渉
譜
︱
︱
﹄
講
談
社
︑
二
〇
〇
八
年
︑
三
五
︱
三
七
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(31
)

同
上
︑
三
九
︱
四
一
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(32
)

同
上
︑
四
一
ペ
ー
ジ
︒

(33
)

同
上
︑
七
四
ペ
ー
ジ
︒

(34
)

同
上
︑
七
六
︱
七
七
ペ
ー
ジ
︒

(35
)

同
上
︑
八
〇
ペ
ー
ジ
︒

(36
)

野
本
寛
一
﹃
地
霊
の
復
権
︱
︱
自
然
と
結
ぶ
民
俗
を
探
る
︱
︱
﹄
岩
波
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
︑
八
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(37
)

同
上
︑
一
六
六
ペ
ー
ジ
︒

(38
)

同
上
︑
一
六
八
ペ
ー
ジ
︒

(39
)

同
上
︑
一
六
九
ペ
ー
ジ
︒

(40
)

白
井
光
太
郎
﹃
植
物
妖
異
考
﹄
岡
書
店
︑
一
九
二
五
年
︑
二
ペ
ー
ジ
︒
原
文
は
カ
タ
カ
ナ
・
漢
字
表
記
だ
が
︑
引
用
に
際
し
現
代
仮
名
遣

い
に
改
め
た
︒

(41
)

同
上
︑
二
︱
三
ペ
ー
ジ
︒

(42
)

同
上
︑
一
九
八
ペ
ー
ジ
︒

(43
)

日
野
巌
﹃
植
物
妖
異
伝
説
新
考
︵
上
︶﹄
中
央
公
論
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
一
〇
ペ
ー
ジ
︒

(44
)

日
野
巌
﹃
植
物
妖
異
伝
説
新
考
︵
下
︶﹄
中
央
公
論
社
︑
二
〇
〇
六
年
︑
二
四
︱
二
五
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(45
)

同
上
︑
二
三
二
ペ
ー
ジ
︒

(46
)

江
馬
務
﹃
日
本
妖
怪
変
化
史
﹄
中
央
公
論
社
︑
二
〇
〇
四
年
︑
一
〇
一
ペ
ー
ジ
︒

(47
)

柳
田
國
男
﹁
塚
と
森
の
話
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
一
五
巻
︑
筑
摩
書
房
︑
一
九
九
〇
年
︶︑
四
九
五
ペ
ー
ジ
︒

(48
)

同
上
︑
四
七
八
︱
四
七
九
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(49
)

柳
田
國
男
﹁
争
い
の
樹
と
榎
樹
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
一
四
巻
︑
一
九
九
〇
年
︶︑
一
七
一
︱
一
七
四
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(50
)

柳
田
國
男
﹁
天
狗
松
・
神
様
松
﹂︵﹃
柳
田
國
男
全
集
﹄
第
一
四
巻
︑
一
九
九
〇
年
︶︑
一
九
五
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(51
)

同
上
︑
一
九
五
ペ
ー
ジ
︒

(52
)

南
方
熊
楠
﹁
南
紀
特
有
の
人
名
﹂︵﹃
南
方
熊
楠
全
集
﹄
第
三
巻
︑
平
凡
社
︑
一
九
七
一
年
︶︑
四
三
六
ペ
ー
ジ
参
照
︒
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(53
)

常
光
徹
﹃
妖
怪
の
通
り
道
︱
︱
俗
信
の
想
像
力
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
二
︱
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(54
)

常
光
徹
﹃
魔
除
け
の
民
俗
学
︱
︱
家
・
道
具
・
災
害
の
俗
信
﹄
K
A
D
O
K
A
W
A
︑
二
〇
一
九
年
︑
七
〇
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(55
)

同
上
︑
六
九
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(56
)

P
h
ilip
D
escola

B
eyond

N
ature

and
C
ulture.T

h
e
U
n
iversity

of
C
h
icago

P
ress.p

,
5.

以
下
の
デ
ス
コ
ラ
か
ら
の
引
用
は
同
書

に
よ
る
︒
な
お
﹃
自
然
と
文
化
を
越
え
て
﹄
に
は
︑
小
林
徹
に
よ
る
翻
訳
︵
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
デ
ス
コ
ラ
︵
小
林
徹
訳
︶﹃
自
然
と
文
化
を

越
え
て
﹄
水
声
社
︑
二
〇
一
〇
年
︶
が
あ
る
が
︑
翻
訳
書
は
フ
ラ
ン
ス
語
原
書
か
ら
の
も
の
で
あ
る
た
め
︑
訳
文
は
適
宜
参
照
し
つ
つ

も
︑
基
本
的
に
は
英
文
か
ら
の
も
の
で
あ
る
︒

(57
)

ibid
.,
p
,
5.

(58
)

ibid
.,
p
,
22.

(59
)

ibid
.,
p
,
17.

(60
)

ibid
.,
p
,
121.

(61
)

多
自
然
主
義
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
箇
所
を
参
照
︒E

d
u
ard
o
V
iveiros

D
e
C
astro,

P
ersp
ectivism

an
d
M
u
ltin
atu
ralism

in

In
d
igen
iou
s
A
m
erica

in
:
A
lexan

d
re
S
u
rralles

an
d
P
ed
ro
G
arcia

H
ierro

(ed
).T
he
L
and
W
ithin:Indigeneous

territory
and

perseption
of
envirom

ent.
In
tern
ation

al
W
ork
G
rou
p
for
In
d
igen
iou
s
A
ffairs.

2005,
p
,
54-55.

(62
)

三
浦
佑
之
﹃
古
事
記
講
義
﹄
文
藝
春
秋
社
︑
二
〇
〇
七
年
︑
三
一
︱
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(63
)

同
上
︑
三
七
ペ
ー
ジ
︒

(64
)

金
谷
治
︵
訳
注
︶﹃
荀
子
︵
上
︶﹄
岩
波
書
店
︑
一
九
六
一
年
︑
一
六
三
ペ
ー
ジ
︒

(65
)

山
下
正
男
﹃
思
想
と
し
て
の
動
物
と
植
物
﹄
八
坂
書
房
︑
一
九
九
四
年
︑
三
一
二
ペ
ー
ジ
︒

(66
)

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
に
つ
い
て
は
︑
以
下
を
参
照
︒
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
マ
ン
ク
ー
ゾ
・
ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ラ
・

ヴ
ィ
オ
ラ
︵
久
保
耕
司
訳
︶﹃
植
物
は
︿
知
性
﹀
を
持
っ
て
い
る
︱
︱
20
の
感
覚
で
思
考
す
る
生
命
シ
ス
テ
ム
﹄
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
二
〇
一

五
年
︑
二
六
︱
二
七
ペ
ー
ジ
︒

(67
)

フ
ロ
ラ
ン
ス
・
ビ
ュ
ル
ガ
︵
田
中
裕
子
訳
︶﹃
そ
も
そ
も
植
物
と
は
何
か
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
二
一
年
︑
一
三
四
ペ
ー
ジ
︒

(68
)

同
上
︑
七
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(69
)

同
上
︑
三
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(70
)

同
上
︑
六
八
ペ
ー
ジ
参
照
︒
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(71
)

同
上
︑
一
〇
六
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(72
)

同
上
︑
一
〇
七
ペ
ー
ジ
︒

(73
)

同
上
︑
一
三
三
ペ
ー
ジ
︒

(74
)

同
上
︑
一
七
五
︱
一
七
七
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(75
)

黒
田
昭
信
﹁
他
性
の
沈
黙
の
声
を
聴
く
︱
︱
植
物
哲
学
序
説
﹂︵﹃
現
代
思
想
﹄
第
四
九
巻
一
号
︑
青
土
社
︑
二
〇
二
一
年
︶︑
二
五
ペ
ー

ジ
︒

(76
)

箭
内
匡
﹁
ス
ピ
ノ
ザ
と
﹁
植
物
人
類
学
﹂
︱
︱
ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス
概
念
の
人
類
学
的
一
展
開
﹂︵
箭
内
匡
・
酒
井
涼
子
︵
編
︶﹃
ア
フ
ェ
ク

ト
ゥ
ス
︱
︱
生
の
外
側
に
触
れ
る
﹄
京
都
大
学
学
術
出
版
会
︑
二
〇
二
〇
年
︶︑
六
六
ペ
ー
ジ
︒
な
お
︑
箭
内
に
よ
る
﹁

撼

動

ア
フ
ェ
ク
ト
ゥ
ス

﹂
概
念

は
ス
ピ
ノ
ザ
の
﹃
エ
テ
ィ
カ
﹄
読
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は“afficio”

の
翻
訳
で
あ
り
︑
外
部
の
身
体
＝
物
体
に
よ
っ
て
精

神
が
揺
り
動
か
さ
れ
る
こ
と
を
言
う
︒
訳
語
の
選
定
の
さ
い
︑
箭
内
は
﹁
扌
+
感
﹂
と
い
う
︑
身
体
的
要
素
と
精
神
的
要
素
を
含
め
た
語

意
に
注
目
し
て
い
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
も
同
論
考
四
四
︱
五
一
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(77
)

フ
ロ
ラ
ン
ス
・
ビ
ュ
ル
ガ
︵
田
中
裕
子
訳
︶﹃
そ
も
そ
も
植
物
と
は
何
か
﹄
河
出
書
房
新
社
︑
二
〇
二
一
年
︑
八
三
ペ
ー
ジ
︒

(78
)

エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
・
コ
ッ
チ
ャ
︵
嶋
崎
正
樹
訳
・
山
内
志
朗
解
説
︶﹃
植
物
の
生
の
哲
学
︱
︱
混
合
の
形
而
上
学
﹄
勁
草
書
房
︑
六
ペ
ー
ジ
︒

(79
)

同
上
︑
六
ペ
ー
ジ
︒

(80
)

同
上
︑
一
四
ペ
ー
ジ
︒

(81
)

同
上
︑
一
五
ペ
ー
ジ
︒

(82
)

同
上
︑
四
四
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(83
)

同
上
︑
四
六
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(84
)

同
上
︑
三
六
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(85
)

同
上
︑
一
八
︱
一
九
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(86
)

同
上
︑
一
二
〇
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(87
)

同
上
︑
一
八
ペ
ー
ジ
参
照
︒﹁
意
識
に
は
︑
自
分
自
身
か
ら
か
た
ち
を
引
き
離
す
︑
あ
る
い
は
か
た
ち
を
も
と
と
る
現
実
か
ら
当
の
か
た

ち
を
引
き
離
す
こ
と
で
し
か
︑
そ
の
か
た
ち
を
思
い
描
け
な
い
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
あ
る
﹂
と
こ
こ
で
コ
ッ
チ
ャ
は
述
べ
て
い
る
︒

こ
れ
は
意
識
の
対
自
化
の
機
能
を
表
現
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

(88
)

同
上
︑
一
〇
二
ペ
ー
ジ
︒
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(89
)

同
上
︑
一
〇
二
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(90
)

E
d
u
ard
K
oh
n
,H
ow
F
orest

T
hink:

T
ow
ard
A
nthropology

beyond
the
H
um
an
,
U
n
iversity

of
C
aliforn

ia
P
ress,

2013,
p
,
10.

同
書
の
邦
訳
に
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
コ
ー
ン
︵
奥
野
克
巳
・
近
藤
宏
監
訳
・
近
藤
祉
秋
・
二
文
字
屋
脩
共
訳
﹃
森
は
考
え
る
︱
︱
人
間
的
な

る
も
の
を
超
え
た
人
類
学
﹄
亜
紀
書
房
︑
二
〇
一
六
年
が
あ
る
︒
た
だ
し
本
稿
で
引
用
し
た
も
の
は
訳
文
を
参
照
し
つ
つ
も
︑
基
本
的

に
英
語
原
文
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
︒

(91
)

ibid
.,
p
,
1.

(92
)

ibid
.,
p
,
75.

(93
)

ibid
.,
p
,
33.

(94
)

ibid
.,p
,
16.

邦
訳
で
は
以
降
に
頻
出
す
る“ecology
of
selves”

に
﹁
諸
自
己
の
生
態
学
﹂
と
い
う
訳
語
を
あ
て
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹁
諸

自
己
﹂
と
い
う
と
概
括
的
・
抽
象
的
に
響
く
た
め
︑
こ
こ
で
は
意
訳
的
で
は
あ
る
が
︑﹁
自
己
た
ち
の
生
態
学
﹂
と
し
て
い
る
︒
邦
訳
箇

所
に
つ
い
て
は
エ
ド
ゥ
ア
ル
ド
・
コ
ー
ン
︵
奥
野
克
巳
・
近
藤
宏
監
訳
・
近
藤
祉
秋
・
二
文
字
屋
脩
共
訳
︶﹃
森
は
考
え
る
︱
︱
人
間
的

な
る
も
の
を
超
え
た
人
類
学
︱
︱
﹄
亜
紀
書
房
︑
二
〇
一
六
年
︑
三
三
ペ
ー
ジ
参
照
︒

(95
)

ibid
.,
p
,
134.

(96
)

ibid
.,
p
,
78-80.

(97
)

デ
イ
ビ
ッ
ド
・
モ
ン
ト
ゴ
メ
リ
ー
／
ア
ン
・
ビ
ク
レ
ー
︵
片
岡
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