
〔　　〕44

一

　
「
琴
の
そ
ら
音
」（
明
38
・
５

）
の
「
余
」
は
、
津
田
君
の
下
宿
か
ら
の
帰

途
に
、
許
嫁
の
露
子
の
死
を
予
感
す
る
。
予
感
を
促
し
た
の
は
、「
今
本
郷

か
ら
小
石
川
の
方
へ
向
い
て
動
く
の
は
甚
だ
よ
く
な
い
、
屹
度
家
内
に
不
幸

が
あ
る
」、「
若
い
女
に
祟
る
」
と
い
う
、
婆
さ
ん
の
伝
え
る
易
者
の
言
葉
を

は
じ
め
、「（
犬
の
│
藤
尾
）
あ
の
鳴
き
声
は
只
の
鳴
き
声
で
は
な
い
、
何
で

も
此
辺
に
変
が
あ
る
に
相
違
な
い
か
ら
用
心
し
な
く
て
は
い
か
ん
」
と
い
う

婆
さ
ん
の
言
葉
、「
僕
の
親
戚
の
者
が
矢
張
り
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
罹
つ
て

ね
。
別
段
の
事
は
な
い
と
思
つ
て
好
加
減
に
し
て
置
い
た
ら
、
一
週
間
目
か

ら
肺
炎
に
変
じ
て
、
と
う
〳
〵
一
ヶ
月
立
た
な
い
内
に
死
ん
で
仕
舞
つ
た
」

と
い
う
津
田
君
の
言
葉
、
途
中
で
出
会
っ
た
棺
や
「
昨
日
生
れ
て
今
日
死
ぬ

奴
も
あ
る
し
」
と
い
う
人
足
の
言
葉
、
不
意
に
消
え
た
提
灯
の
明
か
り
、「
悪

る
い
か
ら
御
気
を
付
け
な
さ
い
」
と
い
う
巡
査
の
言
葉
な
ど
で
あ
る
。
と
り

わ
け
提
灯
の
灯
が
闇
の
な
か
に
突
然
吹
き
消
す
よ
う
に
見
え
な
く
な
っ
た
の

が
、
直
ち
に
許
嫁
の
死
を
連
想
さ
せ
た
。
太
田
三
郎
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯

に
関
し
て
、「
こ
う
い
う
風
に
段
々
と
一
種
の
自
己
催
眠
の
状
態
に
お
ち

い
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る１
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
余
」
が
催
眠
（
ト

ラ
ン
ス
）
状
態
に
陥
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、「
自
己
催
眠
」
と
い
う
よ
り

も
、「
自
己
暗
示
」
と
い
う
方
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

　

留
学
中
の
一
時
期
、
漱
石
が
「
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
」
新
聞
を
読
ん
で
い
た
こ

と
は
、「
倫
敦
消
息
」（
明
34
・
５

、
６

）
で
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
の
明
治

三
五
年
（
一
九
〇
二
）
一
〇
月
一
六
日
の
記
事
の
一
節
に
、「
遠
吠
え
す
る
犬
、

光
の
あ
る
は
ず
の
な
い
場
所
で
の
光
、
泣
き
叫
ぶ
よ
う
な
音
、
棺
の
幻
影
、

葬
列
、
こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
死
│
│
特
に
突
然
の
死
、
も
し
く
は
早
す
ぎ
る

死
│
│
が
近
く
に
迫
っ
て
い
る
前
兆
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
魔
術
に

つ
い
て
論
じ
た
ジ
ョ
ン
・
グ
レ
ゴ
ー
ソ
ン
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
と
い
う
人
の
著
書

に
対
す
る
書
評
の
一
部
で
あ
る
。
漱
石
が
こ
の
記
事
を
読
ん
で
記
憶
に
と
ど

め
て
い
た
と
い
う
の
で
は
な
い
が
、
同
じ
種
類
の
知
識
が
漱
石
に
も
あ
っ

て
、「
琴
の
そ
ら
音
」
に
活
か
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
心
理
学
事
典
』（
中
島
義
明
編
、
平
11
・
１

、
有
斐
閣
）
を
ひ
も
と
く
と
、「
暗

示
」
に
つ
い
て
、「
対
人
的
な
影
響
過
程
の
一
種
で
、〝
認
知
〞、〝
感
情
〞、〝
行

　

夏
目
漱
石
「
琴
の
そ
ら
音
」

│
│ 「
催
眠
術
」
と
心
霊
学

藤
　
尾
　
健
　
剛
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動
〞
面
で
の
変
化
を
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
る
現
象
、
ま
た
は
そ

の
よ
う
な
現
象
を
引
き
起
こ
す
た
め
の
刺
激
、
そ
の
際
の
心
理
過
程
を
い

う
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
催
眠
術
の
場
合
な
ど
、
普
通
に
は
暗
示
を
与
え

る
他
者
が
存
在
す
る
が
、「
余
」
の
場
合
は
、
特
定
の
だ
れ
か
に
唆
さ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
の
に
、
許
嫁
の
運
命
に
関
す
る
見
方
の
「
変
化
を
無
批
判
に

受
け
入
れ
」
た
わ
け
で
、「
自
己
暗
示
」
の
範
疇
に
入
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。

　

末
尾
の
床
屋
の
く
だ
り
で
、
有
耶
無
耶
道
人
著
『
浮
世
心
理
講
義
録
』
の

一
節
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
。
そ
の
な
か
で
、
人
を
ば
か
す
狸
が
、「
俗
人
は

拙
が
作
蔵
を
婆ば

化か

し
た
様
に
云
ふ
奴
で
げ
す
が
、
そ
り
や
ち
と
御
無
理
で
げ

せ
う
。
作
蔵
君
は
婆
化
さ
れ
様
、
婆
化
さ
れ
様
と
し
て
源
兵
衛
村
を
の
そ

〳
〵
し
て
居
る
の
で
げ
す
。
そ
の
婆
化
さ
れ
様
と
云
ふ
作
蔵
君
の
御
注
文
に

応
じ
て
拙
が
一
寸
婆
化
し
て
上
げ
た
迄
の
事
で
げ
す
」
と
語
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
漏
れ
聞
い
た
「
余
」
は
、「
し
て
見
る
と
昨
夜
は
全
く
狸
に
致
さ
れ
た

訳
か
な
」
と
自
嘲
し
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
因
子
に
惑
わ
さ
れ
て
、
許
嫁
の

死
と
い
う
あ
り
も
し
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
取
っ
た
点
で
、
進
ん
で
「
婆

化
さ
れ
様
」
と
し
た
作
蔵
君
と
似
た
結
果
に
陥
っ
た
と
い
え
よ
う
。
同
じ
箇

所
に
、「
み
ん
な
神
経
さ
。
自
分
の
心
に
恐
い
と
思
ふ
か
ら
自
然
幽
霊
だ
つ

て
増
長
し
て
出
度た
く

な
ら
あ
ね
」
と
い
う
言
葉
も
あ
る
。
幽
霊
現
象
一
般
が
自

己
暗
示
の
生
み
出
す
幻
覚
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

漱
石
は
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
明
38
・
１

〜
39
・
８

）
の
二
で
、
い
わ
ゆ

る
霊
の
感
応
の
現
象
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し
て
い
る
。
水
島
寒
月
が
聞
こ
え
る
は

ず
の
な
い
金
田
の
娘
の
声
を
耳
に
し
、
橋
の
上
か
ら
声
の
す
る
川
の
方
向
に

飛
び
込
も
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
橋
の
真
ん
中
に
落
ち
る
と
い
う
滑
稽
化
さ
れ

た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ブ

ロ
ン
テ
の
『
ジ
ェ
ー
ン
・
エ
ア
』（
一
八
四
七
）
で
、
遠
く
へ
だ
た
っ
た
場
所

に
い
る
は
ず
の
恋
人
の
声
を
主
人
公
が
耳
に
す
る
シ
ー
ン
の
よ
う
な
ロ
マ
ン

テ
ィ
ッ
ク
な
場
面
が
茶
化
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
「
琴
の
そ
ら
音
」
も
、
似
た
動
機
で
書
か
れ
た
作
品
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
『
漾
虚
集
』（
明
39
・
５

）
に
収
め
ら
れ
た
「
趣
味
の
遺
伝
」（
明
39
・
１

）

が
神
秘
的
な
一
目
惚
れ
を
、「
遺
伝
」
と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
脱

神
秘
化
し
た
よ
う
に
、「
琴
の
そ
ら
音
」
で
は
、
心
理
学
的
な
「
暗
示
」
の

観
点
か
ら
、
同
じ
く
は
な
は
だ
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
霊
の
感
応
を
脱
神
秘
化

し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、「
琴
の
そ
ら
音
」
に
は
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
の
に
障
害
と

な
る
一
節
が
存
在
す
る
。
津
田
君
が
語
る
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
「
あ
る
朝
例
の
如
く
そ
れ
（
懐
中
鏡
│
藤
尾
）
を
取
り
出
し
て
何
心
な

く
見
た
ん
だ
さ
う
だ
。
す
る
と
其
鏡
の
奥
に
写
つ
た
の
が
│
│
い
つ
も

の
通
り
髭
だ
ら
け
な
垢
染
た
顔
だ
ら
う
と
思
ふ
と
│
│
不
思
議
だ
ね
え

│
│
実
に
妙
な
事
が
あ
る
ぢ
や
な
い
か
」

　
「
ど
う
し
た
い
」

　
「
青
白
い
細
君
の
病
気
に
窶
れ
た
姿
が
ス
ー
と
あ
ら
は
れ
た
と
云
ふ

ん
だ
が
ね
│
│
い
え
夫そ
れ

は
一
寸
信
じ
ら
れ
ん
の
さ
、
誰
に
聞
か
し
て
も

嘘
だ
ら
う
と
云
ふ
さ
。
現
に
僕
抔
も
其
手
紙
を
見
る
迄
は
信
じ
な
い
一

人
で
あ
つ
た
の
さ
。
然
し
向
ふ
で
手
紙
を
出
し
た
の
は
無
論
こ
ち
ら
か

ら
死
去
の
通
知
の
行
つ
た
三
週
間
も
前
な
ん
だ
ぜ
。
嘘
を
つ
く
つ
た
つ

て
嘘
に
す
る
材
料
の
な
い
時
だ
さ
。
夫
に
そ
ん
な
嘘
を
つ
く
必
要
が
な

い
だ
ら
う
ぢ
や
な
い
か
。
死
ぬ
か
生
き
る
か
と
云
ふ
戦
争
中
に
こ
ん
な

小
説
染
た
呑
気
な
法
螺
を
書
い
て
国
元
へ
送
る
も
の
は
一
人
も
な
い
訳



〔　　〕46

だ
さ
」

　
（
中
略
）

　
「
尤
も
話
し
は
し
な
か
つ
た
さ
う
だ
。
黙
つ
て
鏡
の
裏
か
ら
夫
の
顔

を
し
け
〴
〵
見
詰
め
た
ぎ
り
だ
さ
う
だ
が
、
其
時
夫
の
胸
の
中
に
訣
別

の
時
、
細
君
の
言
つ
た
言
葉
が
渦
の
様
に
忽
然
と
湧
い
て
出
た
と
云
ふ

ん
だ
が
、
こ
り
や
さ
う
だ
ら
う
。
焼
小
手
で
脳
味
噌
を
じ
ゆ
つ
と
焚や

か

れ
た
様
な
心
持
だ
と
手
紙
に
書
い
て
あ
る
よ
」

　
（
中
略
）

　
「
そ
れ
で
時
間
を
調
べ
て
見
る
と
細
君
が
息
を
引
き
取
つ
た
の
と
夫

が
鏡
を
眺
め
た
の
が
同
日
同
刻
に
な
つ
て
居
る
」

　
「
訣
別
の
時
、
細
君
の
言
つ
た
言
葉
」
と
は
、「
も
し
万
一
御
留
守
中
に
病

気
で
死
ぬ
様
な
事
が
あ
り
ま
し
」
た
ら
、「
必
ず
魂
魄
丈
は
御
傍
へ
行
つ
て
、

も
う
一
遍
御
目
に
懸
り
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
後
、
津
田
君
は
、
こ
の
挿
話
に
関
し
て
、「
此
本
に
も
例
が
沢
山
あ

る
が
ね
、
其
内
で
ロ
ー
ド
、
ブ
ロ
ー
ア
ム
の
見
た
幽
霊
抔
は
今
の
話
し
と
丸

で
同
じ
場
合
に
属
す
る
も
の
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
塚
本
利
明
は
、「
ロ
ー

ド
、
ブ
ロ
ー
ア
ム
の
見
た
幽
霊
」
が
出
て
く
る
本
を
、
ア
ン
ド
ル
ー
・
ラ
ン

グ
の『
夢
と
幽
霊
の
書T
he Book of D

ream
s and G

hoasts

』（
一
八
九
九
）

だ
と
指
摘
し
て
い
る２
。

　

同
書
に
は
、「
死
の
床
に
あ
る
者
が
遠
く
に
姿
を
現
す
と
い
う
の
は
、
実

に
頻
繁
に
聞
か
れ
る
話
で３
」
云
々
と
あ
る
。「
遠
く
に
い
る
生
者
や
死
に
ゆ

く
者
の
幻
影
は
、
複
数
の
人
に
伝
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
テ
レ
パ
シ
ー
の
理
論
、

す
な
わ
ち
ひ
と
り
の
生
者
の
心
か
ら
も
う
ひ
と
り
の
心
へ
未
知
の
手
段
に

よ
っ
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
送
ら
れ
る
と
い
う
理
論
を
受
け
入
れ
れ
ば
、
そ
れ
も

説
明
が
つ
く
」
と
も
述
べ
て
い
る
。

　
『
夢
と
幽
霊
の
書
』
に
は
、
確
か
に
「
ロ
ー
ド
、
ブ
ロ
ー
ア
ム
」（
ブ
ル
ー

ア
ム
卿
）
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
と
友
人
が
交
わ
し
て
い

た
の
は
、「
ふ
た
り
の
う
ち
先
に
死
ん
だ
ほ
う
が
も
う
ひ
と
り
の
前
に
幽
霊

と
な
っ
て
現
れ
、『
死
後
の
生
』
に
関
す
る
も
や
も
や
を
晴
ら
そ
う
で
は
な

い
か
」（
第
五
章
）
と
い
う
約
束
で
あ
っ
た
。
一
方
、
や
は
り
塚
本
が
言
及
し

て
い
る
フ
ラ
ン
ク
・
ポ
ド
モ
ア
の
『
幽
霊
と
意
思
伝
達　

│
│
テ
レ
パ
シ
ー

に
対
す
る
証
拠
の
吟
味A

pparitions and T
hought-T

ransference: an 
E
xam
inations of E

vidence for T
elepathy

』（
一
八
九
四
）
の
方
に
は
、

死
ぬ
と
き
に
は
会
い
に
行
く
と
語
っ
て
い
た
人
が
死
に
際
に
約
束
通
り
に
現

れ
た
例
が
二
つ
記
さ
れ
て
い
る
（
二
五
二
頁
、
二
六
五
頁
）
の
で
、
そ
ち
ら
も

参
考
に
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
後
の
方
を
紹
介
す
る

と
、
一
八
八
一
年
四
月
の
最
初
の
木
曜
日
に
、
マ
シ
ュ
ー
・
フ
ロ
ス
ト
司
祭

が
お
茶
の
時
間
に
妻
と
話
し
て
い
る
と
、
窓
の
あ
た
り
で
叩
音
が
聞
こ
え
、

祖
母
の
姿
が
見
え
た
。
し
か
し
、
家
の
周
り
を
探
し
て
み
て
も
、
だ
れ
も
見

え
な
い
。
後
に
、
叩
音
を
聞
い
た
三
十
分
ほ
ど
前
に
祖
母
が
亡
く
な
っ
て
い

た
こ
と
が
分
か
っ
た
。「
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク
教
授
は
一
八
九
二
年
六
月
に
フ
ロ

ス
ト
氏
を
訪
ね
、
氏
が
一
八
七
八
年
に
祖
母
に
最
後
に
会
っ
た
と
き
、
可
能

な
ら
死
に
際
に
氏
に
会
い
に
来
る
と
約
束
し
て
い
た
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
」。

　
『
夢
と
幽
霊
の
書
』
に
は
、
一
カ
所
だ
け
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
見
え
る
程
度

で
、
ブ
ル
ー
ア
ム
卿
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た
部
分
を
含
め
て
、
漱
石
の
書

き
込
み
は
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。『
幽
霊
と
意
思
伝
達
』
の
右
の
箇

所
も
同
様
に
書
き
込
み
は
見
え
な
い
。
こ
の
ポ
ド
モ
ア
の
本
で
書
き
込
み
が

な
さ
れ
て
い
る
の
は
、
末
尾
の
「
理
論
と
結
論
」
の
数
頁
だ
け
で
あ
る
。
次
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に
該
当
箇
所
（
三
八
四
〜
三
八
六
頁
）
を
、
適
宜
省
略
を
挟
み
な
が
ら
引
用
す

る
。
漱
石
の
書
き
入
れ
の
あ
る
部
分
は
、
原
文
も
引
い
て
お
く
。

　

意
思
を
伝
達
さ
せ
る
様
式
に
関
し
て
、
第
一
に
流
体
の
理
論
が
あ

る
。
こ
れ
は
そ
の
起
源
を
メ
ス
マ
ー
に
負
っ
て
お
り
（a fluid, w

hich 

ow
es its origin to M

esm
er

）、
流
体
が
科
学
界
で
ま
だ
流
行
し
て
い
た

と
き
は
、
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
で
あ
っ
た
。
バ
レ
テ
ィ
博
士
は
、
最
近
新
し

い
形
式
で
流
体
説
を
復
活
さ
せ
た
。
彼
は
催
眠
術
の
施
術
者
の
目
や

指
、
胸
か
ら
放
射
さ
れ
、
被
験
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
効
果
を
及
ぼ
す
こ
と

の
で
き
る
神
経
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
存
在
す
る
と
申
し
立
て
た
。（
中
略
）

し
か
し
、
神
経
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
顕
著
な
効
果
を
考
察
す
る
の
に
長
く
か

か
ず
ら
う
に
は
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
言
葉
か
テ
レ
パ

シ
ー
か
に
よ
る
暗
示
に
よ
っ
て
容
易
に
説
明
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

流
体
と
放
射
さ
れ
る
神
経
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
除
け
ば
、
テ
レ
パ
シ
ー
に

よ
る
伝
達
に
対
し
て
提
起
さ
れ
る
実
質
的
に
唯
一
の
様
式
が
残
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
大
脳
以
外
の
身
体
部
位
が
テ
レ
パ
シ
ー
伝

達
に
必
然
的
な
形
で
介
入
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
作
用
主
体
の
思
想
や

感
覚
に
随
伴
す
る
物
質
的
変
化
が
、
大
脳
か
ら
介
在
す
る
媒
体
中
の
波

動
と
し
て
伝
え
ら
れ
、
こ
う
し
て
他
の
だ
れ
か
の
脳
内
に
対
応
す
る
変

化
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
で
あ
る
（the physical 

changes w
hich are the accom

panim
ents of thought or sensation in 

the agent are transm
itted from

 the brain as undulations in the inter-

vening m
edium

, and thus excite corresponding changes in som
e 

other brain, w
ithout any other portion of the organism

 being  neces-

sarily im
plicated in the transm

ission.

）。
こ
の
仮
説
は
、
オ
シ
ョ
ロ

ヴ
ィ
ッ
ク
博
士
に
、
そ
の
最
も
哲
学
的
な
擁
護
者
を
見
い
だ
す
。
彼
は

著
書
『
心
的
暗
示
』
で
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
を
論

じ
る
の
に
数
章
を
当
て
て
い
る
。
彼
は
、
私
た
ち
の
知
っ
て
い
る
あ
ら

ゆ
る
物
質
的
な
力
が
相
互
転
換
可
能
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
こ
と

か
ら
始
め
て
い
る
。
博
士
は
、
彼
が
可
逆
性
の
法
則
と
呼
ぶ
、
光
線
電

話
の
説
明
に
よ
っ
て
例
証
さ
れ
る
法
則
に
と
り
わ
け
注
目
し
て
い
る
。

光
線
電
話
（photophone

）
は
、
鏡
が
人
間
の
声
に
振
動
す
る
よ
う
に

作
ら
れ
た
器
械
で
あ
る
。
鏡
が
光
線
を
反
射
し
、
今
度
は
光
線
が
振
動

し
な
が
ら
セ
レ
ニ
ウ
ム
の
皿
に
到
達
し
、
電
導
率
を
変
化
さ
せ
る
。
こ

う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
断
続
す
る
電
流
が
電
話
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
、

話
さ
れ
た
元
の
音
声
が
再
生
さ
れ
る
。（
中
略
）
正
統
派
の
科
学
は
、

神
経
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
、
唯
一
の
出
口
し
か
認
め
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち

運
動
神
経
で
あ
る
。
運
動
神
経
は
、
暗
い
ラ
ン
タ
ン
に
あ
い
た
光
を
逃

す
穴
で
あ
る
。
電
気
バ
ッ
テ
リ
ー
の
化
学
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
電
解
槽
内

に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、
思
想
は
大
脳
内
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
一
つ
ひ
と
つ
の
思
想
は
、
大
脳
外
の
対
応
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
バ
ッ
テ
リ
ー
の
場
合
に
は

電
流
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
思
想
に
対
応
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
ま
だ

名
前
を
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
複
雑
な
運
動
の
す
べ
て
を
代
表
す
る
、
何
ら
か
の
対
応
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
が
存
在
す
る
。
と
い
う
の
は
、
運
動
神
経
の
流
れ
は
、
大
脳
エ
ネ

ル
ギ
ー
の
唯
一
の
動
態
的
相
関
物
を
構
成
し
て
い
な
い
し
、
構
成
し
え

な
い
か
ら
で
あ
る
。
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純
粋
に
生
理
学
的
な
側
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に

格
別
な
難
点
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
、
よ
り
正

確
に
言
え
ば
、
神
経
過
程
の
究
極
的
な
性
格
に
関
す
る
私
た
ち
の
無
知

が
ほ
と
ん
ど
完
璧
に
近
い
の
で
、
克
服
し
が
た
い
障
害
に
遭
遇
す
る
危

険
を
冒
さ
ず
に
、
事
実
と
は
無
関
係
な
形
で
理
論
を
組
み
立
て
る
の
を

許
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
Ｇ
・
ス
タ
ン
リ
ー
・
ホ
ー
ル
教
授
が
テ
レ
パ

シ
ー
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
物
質
的
理
論
を
論
評
し
て
、
十
二
分
に
確

立
し
て
い
る
物
質
的
法
則
が
無
視
さ
れ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は

事
実
で
あ
る
。「
ヨ
ー
ハ
ン
・
ミ
ュ
ラ
ー
に
よ
っ
て
完
全
に
定
式
化
さ

れ
た
「
隔
絶
化
さ
れ
た
伝
導
性
の
法
則
」‘T

he law
 of isolated con-

ductivity ’

は
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
が
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
重
力
の
法

則
に
比
肩
し
た
も
の
で
、
一
つ
の
神
経
繊
維
か
ら
別
の
繊
維
へ
印
象
が

跳
び
移
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
で
、
神
経
学
の
領
域

に
秩
序
を
初
め
て
打
ち
立
て
た
法
則
で
あ
る
。
一
つ
の
神
経
へ
の
強
い

刺
激
が
そ
れ
と
近
接
す
る
別
の
神
経
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
え

な
い
と
い
う
の
に
、
あ
る
神
経
状
態
が
一
つ
の
脳
か
ら
非
常
に
隔
た
っ

た
別
の
脳
に
跳
び
移
る
こ
と
が
起
こ
り
う
る
だ
ろ
う
か
」。
し
か
し
、

問
題
の
「
法
則
」
が
観
察
さ
れ
た
事
実
か
ら
一
般
化
さ
れ
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
し
か
も
目
下
議
論
に
な
っ
て
い
る
の
と
は
次
元
の
異
な
る
事
実

か
ら
で
あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
問
題
な
の

は
、
同
一
の
身
体
内
の
別
の
神
経
繊
維
へ
の
影
響
で
は
な
く
、
別
の
身

体
内
の
神
経
中
枢
へ
の
影
響
だ
か
ら
で
あ
る
。
加
え
て
、
同
一
の
神
経

系
統
に
属
す
る
神
経
間
で
感
応
が
生
じ
な
い
の
は
、
論
理
的
に
考
え
て

も
、
蓋
然
性
が
高
い
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
感
応
は

当
初
存
在
し
た
と
し
て
も
、
身
体
に
有
害
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
確

実
な
の
で
、
感
応
を
起
こ
し
や
す
い
傾
向
は
、
進
化
の
過
程
で
淘
汰
さ

れ
て
し
ま
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
異
な
っ
た
身
体
間
の

感
応
は
、
無
害
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
し
、
積
極
的

に
有
益
な
も
の
と
し
て
発
達
も
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
と
、
少
な
く
と
も

理
論
的
に
は
考
え
ら
れ
る
。

　

塚
本
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、「
遠
い
距
離
に
於
て
あ
る
人
の
脳
の
細

胞
と
、
他
の
人
の
脳
の
細
胞
が
感
じ
て
一
種
の
科
学
的
変
化
を
起
す
と
」

云
々
の
津
田
君
の
言
葉
は
、
右
の
ポ
ド
モ
ア
の
説
明
、
特
に
二
番
目
の
書
き

入
れ
部
分
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ポ
ド
モ
ア
は
、
感
覚
内
容
や
心
的
イ

メ
ー
ジ
が
テ
レ
パ
シ
ー
で
伝
え
ら
れ
る
事
例
を
多
数
収
集
し
て
い
る
が
、
単

に
事
例
の
収
集
に
終
わ
ら
ず
に
、
テ
レ
パ
シ
ー
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
も
論
じ
よ

う
と
し
て
い
る
。「
近
頃
ぢ
や
、
有
り
得
る
と
云
ふ
事
丈
は
証
明
さ
れ
さ
う

だ
よ
」
と
い
う
津
田
君
の
言
葉
は
、
ポ
ド
モ
ア
ら
の
試
み
を
念
頭
に
置
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
塚
本
は
、
先
に
問
題
に
し
た
箇
所
だ
け
し
か
引
用
し
て
い
な
い

か
ら
、
ポ
ド
モ
ア
理
論
の
妥
当
性
・
信
憑
性
を
判
断
す
る
の
は
む
ず
か
し
い

が
、
右
の
よ
う
に
そ
の
前
後
を
も
引
用
し
て
吟
味
す
れ
ば
、
そ
の
杜
撰
さ
や

胡
乱
さ
が
見
て
と
れ
る
。
な
に
し
ろ
ポ
ド
モ
ア
当
人
が
、「
神
経
過
程
の
究

極
的
な
性
格
に
関
す
る
私
た
ち
の
無
知
が
ほ
と
ん
ど
完
璧
に
近
い
の
で
、
克

服
し
が
た
い
障
害
に
遭
遇
す
る
危
険
を
冒
さ
ず
に
、
事
実
と
は
無
関
係
な
形

で
理
論
を
組
み
立
て
る
の
を
許
し
て
い
る
」
と
認
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。

光
線
電
話
や
電
気
バ
ッ
テ
リ
ー
の
仕
組
み
に
依
拠
し
た
説
明
は
、
比
喩
的
な
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ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
っ
て
、
説
明
の
体
を
な
し
て
い
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
光
線
電
話
や
電
気
バ
ッ
テ
リ
ー
と
テ
レ
パ
シ
ー
と
が
同
一
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
基
づ
い
て
作
用
し
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
根
拠
は
何
も
示
さ
れ
て
い

な
い
。
漱
石
が
本
気
で
テ
レ
パ
シ
ー
が
「
有
り
得
る
と
云
ふ
事
丈
は
証
明
さ

れ
さ
う
だ
よ
」
と
信
じ
て
い
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。

　

一
柳
廣
孝
は
、「
幽
霊
研
究
に
お
い
て
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
不
可
欠

で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
よ
う
に
語
る
物
語
の
論
理
は
、
そ
れ
が
「
神
経
」
の

作
用
で
あ
る
と
す
る
論
理
を
内
包
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
津
田
が
読
む

『
幽
霊
の
書
物
』
が
示
す
論
理
＝
テ
レ
パ
シ
ー
説
を
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
し
て

抱
え
込
ん
で
い
る
。
そ
の
た
め
に
、「
幽
霊
」
を
め
ぐ
る
論
理
の
流
通
が
分

裂
、
破
綻
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る４
」
と
述
べ
て
い
る
。「
琴

の
そ
ら
音
」
で
は
、
幽
霊
現
象
を
「
神
経
」
の
作
用
と
し
て
否
定
的
に
見
る

視
点
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、『
幽
霊
の
書
物
』
に
言
及
し
た
く
だ

り
で
は
、
テ
レ
パ
シ
ー
の
理
論
に
基
づ
い
て
肯
定
的
な
見
方
が
な
さ
れ
て
お

り
、
二
つ
の
観
点
に
「
分
裂
」
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
依

拠
し
た
と
推
測
さ
れ
る
ポ
ド
モ
ア
の
著
作
を
吟
味
す
れ
ば
、
は
た
し
て
漱
石

が
心
霊
現
象
や
そ
れ
に
関
す
る
研
究
を
肯
定
的
に
受
け
止
め
て
い
た
か
ど
う

か
は
極
め
て
疑
わ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

二

　

漱
石
が
学
生
時
代
に
、
ア
ー
ネ
ス
ト
・
ハ
ー
ト
な
る
人
物
の
「
催
眠
術
」

を
中
途
ま
で
翻
訳
し
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
従
来
原
典
が
明
ら

か
で
は
な
か
っ
た
が
、
雑
誌
「
一
九
世
紀T

he N
inteenth Century

」
第

16
号
（
一
八
九
二
年
一
│
六
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
催
眠
術
と
い
か
さ
ま

H
ypnotism

 and H
um
bug

」
で
あ
る
。
全
部
で
一
四
頁
に
わ
た
る
が
、
漱

石
が
訳
出
し
た
の
は
、
前
半
の
七
頁
の
中
頃
ま
で
で
あ
る
。
す
で
に
佐
々
木

英
昭
が
ハ
ー
ト
の
著
書
『
催
眠
術
、
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
お
よ
び
新
た
な
る
魔
術

H
ypnotism

, M
esm
erism

 and the N
ew
 W
ichcraft

』（
一
八
九
六
）
に
収

録
さ
れ
た
文
章
か
ら
内
容
を
紹
介
し
て
い
る５
が
、
私
は
、
漱
石
が
訳
し
残
し

た
部
分
の
原
文
と
そ
の
翻
訳
の
発
表
を
予
定
し
て
い
る６
。

　

訳
さ
れ
て
い
る
箇
所
で
は
、
催
眠
術
に
、
施
術
者
か
ら
発
す
る
「
鑷
じ
よ
う

気き

」

（
＝
磁
気
）
や
「
電
気
」
が
作
用
す
る
と
す
る
見
解
が
否
定
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
施
術
者
の
意
志
が
、
被
験
者
を
催
眠
状
態
に
陥
ら
せ
る
の
に
介
入

し
て
い
る
と
の
見
解
に
も
異
議
が
差
し
挟
ま
れ
て
い
る
。
ポ
ド
モ
ア
の
『
幽

霊
と
意
思
伝
達
』
に
、「
マ
ダ
ム
Ｂ
の
場
合
の
実
験
に
関
し
て
ジ
ャ
ネ
教
授

が
説
明
し
た
箇
所
の
冒
頭
の
一
節
は
、
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

た
と
え
近
接
し
た
場
所
で
あ
っ
て
も
、
催
眠
ト
ラ
ン
ス
を
生
じ
る
に
は
、
施

術
者
の
自
覚
的
な
意
志
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
」（
一
〇
七
〜
一

〇
八
頁
）
と
あ
る
か
ら
、
当
時
一
部
で
は
、
催
眠
術
を
成
功
さ
せ
る
に
は
、

施
術
者
の
意
志
が
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

漱
石
が
訳
し
残
し
た
部
分
の
冒
頭
に
は
、
大
脳
生
理
学
的
な
説
明
が
あ

り
、
専
門
知
識
に
不
足
を
感
じ
て
、
そ
の
直
前
で
一
旦
筆
を
置
い
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
部
分
は
、
催
眠
術
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
科
学
的
に

説
明
し
よ
う
と
し
た
、
極
め
て
興
味
深
い
箇
所
で
あ
る
。

　

大
脳
を
血
液
が
循
環
し
て
い
る
が
、
各
部
位
へ
の
血
液
供
給
量
を
調
節
す

る
こ
と
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
的
・
精
神
的
機
能
が
生
み
出
さ
れ
る
。
覚
醒

時
は
、
脳
の
上
層
部
に
は
、
豊
富
な
血
液
が
供
給
さ
れ
て
い
る
が
、
睡
眠
時

に
は
血
液
供
給
が
押
さ
え
ら
れ
る
。
自
身
を
支
配
す
る
意
志
を
司
る
部
位
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は
、
大
脳
の
上
層
部
に
あ
る
が
、
睡
眠
時
に
は
こ
こ
に
血
液
が
供
給
さ
れ
な

い
た
め
に
、
意
志
の
力
が
働
か
な
く
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
空
腹
時
に
ご
馳
走
を
目
に
す
る
と
、
唾
液
や
胃
液
が
分
泌
さ

れ
る
。
ご
馳
走
の
視
覚
的
刺
激
が
、
唾
液
や
胃
液
の
分
泌
を
司
る
部
位
へ
の

血
液
供
給
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
あ
る
特
定
の
刺
激
を
与
え

る
こ
と
で
、
大
脳
上
層
部
へ
の
血
液
供
給
を
抑
制
し
、
意
志
の
働
き
を
弱
め
、

睡
眠
状
態
と
類
似
し
た
状
態
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
く
し
て
被
験
者
を
催
眠
状
態
に
陥
ら
せ
、
施
術
者
の
意
の
ま
ま
に
操
る
催

眠
術
が
可
能
に
な
る
。

　

│
│
か
な
り
乱
暴
に
単
純
化
し
て
い
る
が
、
催
眠
術
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
以

上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
ハ
ー
ト
の
用
い
る
用
語
で
言
え
ば
、「
反
射
作

用
」
や
「
観
念
運
動
性
も
し
く
は
感
覚
運
動
性
の
神
経
シ
ス
テ
ム
」
に
依
拠

し
て
催
眠
術
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
科
学
的
に
堅
実
な
説
明
方
法
を
採
択
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら

予
期
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
ー
ト
は
、
心
霊
学
の
業
績
を
か
な
り
辛
辣
に
批
判

し
て
い
る
。

　

一
八
三
七
年
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
い
わ
ゆ
る
動
物
磁
気

を
か
け
ら
れ
、
目
隠
し
さ
れ
た
被
験
者
の
驚
異
的
な
能
力
を
調
査
す
る

た
め
に
、
委
員
会
を
任
命
し
た
。
被
験
者
の
う
さ
ん
臭
い
主
張
は
す
べ

て
否
認
さ
れ
た
。
磁
気
も
第
二
の
視
力
（
予
知
能
力
│
藤
尾
）
も
、
ま
っ

た
く
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
の
報
告
に
は
、
異
議
が
差
し
挟
ま
れ
た
。

ビ
ュ
ル
ダ
ン
博
士
は
、
夢
遊
病
者
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
目
を
使

わ
な
い
で
読
む
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
だ
れ
に
で
も
三
千
フ
ラ
ン
の
賞
金

を
提
供
す
る
と
申
し
出
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
方
か
ら
六
人

の
候
補
者
が
名
乗
り
出
た
。
と
い
う
の
も
、
動
物
磁
気
や
夢
遊
病
は
、

当
時
の
流
行
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
新
た
な
委
員
会
が
任
命
さ
れ
、
再

び
失
敗
に
終
わ
っ
た
。
テ
ス
ト
は
一
八
四
〇
年
一
〇
月
ま
で
行
わ
れ
続

け
た
。
詐
欺
者
の
ト
リ
ッ
ク
が
立
て
続
け
に
暴
露
さ
れ
、
不
面
目
な
失

敗
が
続
い
た
後
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、
誤
っ
て
動
物
磁
気
と
か
千
里
眼

と
か
と
呼
ば
れ
る
詐
欺
と
愚
行
に
関
す
る
情
報
に
は
一
切
対
応
し
な
い

と
決
定
し
た
。（
中
略
）

　

私
が
説
明
し
た
主
観
的
な
現
象
（
催
眠
術
の
こ
と
│
藤
尾
）
に
超
自
然

的
な
要
素
と
未
知
な
力
の
発
見
を
導
入
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
う
ち
、

言
及
す
る
必
要
が
あ
る
唯
一
の
事
例
は
、
い
わ
ゆ
る
心
霊
主
義
者
と
テ

レ
パ
シ
ー
論
者
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
昔
の
愚
説
と
欺
瞞
│
│
自

己
欺
瞞
で
あ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
詐
欺
で
あ
る
場
合
の
方
が

ず
っ
と
多
い
│
│
を
、
新
し
い
形
式
で
蒸
し
返
し
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
動
物
磁
気
論
者
や
心
霊
主
義
者
、
中
世
の
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
信
奉
者

ら
が
、
か
つ
て
謬
見
を
披
瀝
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
愚
説
と
欺
瞞
に
覆

わ
れ
て
い
た
。
神
秘
家
や
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
信
奉
者
の
信
ず
る
魔
女
的
・

悪
魔
的
な
第
二
の
視
力
や
千
里
眼
は
、
化
け
の
皮
を
剥
が
れ
、
信
用
を

失
っ
た
が
、
同
じ
も
の
が
、
過
去
と
い
う
衣
装
か
ら
い
く
ら
か
解
放
さ

れ
た
世
代
に
よ
り
適
合
す
る
よ
う
な
新
し
い
名
称
の
も
と
に
、
時
折
復

活
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
テ
レ
パ
シ
ー
は
、
メ
ス
メ
リ
ズ
ム
の
憑
依
状
態

や
千
里
眼
よ
り
も
、
現
代
人
の
耳
に
快
く
響
く
。
し
か
し
、
実
質
的
な

基
礎
を
持
た
な
い
の
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
目
を
使
わ
ず
に

見
、
耳
を
使
わ
ず
に
聞
き
、
特
定
の
感
覚
の
支
援
を
受
け
ず
に
印
象
を
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授
受
で
き
る
か
ど
う
か
を
見
極
め
る
試
み
で
あ
る
。
心
霊
叩
音
の
実
践

家
、
ダ
ヴ
ェ
ン
ポ
ー
ト
兄
弟
の
仲
間
、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
の
一
味
、
読
心
術

師
、
動
物
電
気
の
実
行
者
は
、
闇
中
に
転
げ
落
ち
て
、
泥
中
に
葬
ら
れ

た
。
テ
レ
パ
シ
ー
は
過
去
の
錯
誤
と
詐
欺
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
す
る
愚

か
し
い
試
み
で
あ
る
。
こ
の
種
の
自
己
欺
瞞
が
常
に
ま
と
っ
て
き
た
疑

似
科
学
的
な
形
式
を
帯
び
て
い
る
が
、
は
な
は
だ
貧
弱
な
形
式
で
あ
っ

て
、
極
め
て
空
疎
な
成
果
し
か
出
し
て
い
な
い
。
幸
い
に
も
、
テ
レ
パ

シ
ー
は
ご
く
少
数
の
人
々
の
あ
い
だ
で
信
奉
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

が
、
主
に
こ
の
国
に
限
ら
れ
て
い
る
。
私
は
彼
ら
の
こ
と
を
口
に
す
る

の
を
恥
ず
か
し
く
思
う
。
テ
レ
パ
シ
ー
は
弱
々
し
く
生
き
延
び
て
い
る

が
、
未
熟
な
ま
ま
消
滅
す
る
運
命
に
あ
る
の
は
疑
い
な
い
。

　

漱
石
が
心
霊
学
の
著
書
に
触
れ
る
の
は
、
ロ
ン
ド
ン
留
学
以
降
の
こ
と
だ

が
、
塚
本
利
明
や
荘
千
慧７
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
漱
石
も
編
集
に
携
わ
り
、

当
の
翻
訳
「
催
眠
術
」
を
掲
出
し
た
「
哲
学
雑
誌
」
は
、
創
刊
号
（
明
20
・
２

）

以
来
、
催
眠
術
と
と
も
に
、
心
霊
学
に
関
わ
る
記
事
を
頻
繁
に
掲
載
し
て
い

た
か
ら
、
ハ
ー
ト
の
非
難
が
何
を
標
的
と
す
る
も
の
か
は
、
お
よ
そ
の
と
こ

ろ
了
解
で
き
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
部
分
も
含
め
て
、「
催
眠
術
と
い

か
さ
ま
」
の
論
旨
に
賛
同
し
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
翻
訳
を
思
い
立
っ
た
の
で

は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

漱
石
は
、先
の
ラ
ン
グ
と
ポ
ド
モ
ア
の
著
書
に
加
え
て
、オ
リ
バ
ー
・
ロ
ッ

ジ
の
『
死
後
の
生T

he Survival of M
an

』（
一
九
一
〇
）
と
カ
ミ
ー
ユ
・

フ
ラ
マ
リ
オ
ン
の
『
神
秘
的
な
心
霊
力M

ysterious Psychic Forces

』（
一

九
〇
七
）
も
所
蔵
し
て
い
た
。
心
霊
学
に
強
い
興
味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
よ
う
だ
。
し
か
し
、
ロ
ッ
ジ
の
著
作
に
は
書
き
込
み
は
ま
っ

た
く
見
ら
れ
な
い
。「
思
ひ
出
す
事
な
ど
」（
明
43
・
10
・
29
〜
44
・
２
・
20
）
で
、

「
標
題
に
引
か
さ
れ
て
」「
わ
ざ
〳
〵
外
国
か
ら
取
り
寄
せ
た
」（
十
七
）
と

語
っ
た
フ
ラ
マ
リ
オ
ン
の
著
作
に
は
、
わ
り
に
頻
繁
な
書
き
入
れ
が
見
ら
れ

る
。
た
と
え
ば
、
次
の
箇
所
（
三
三
・
三
四
頁
）
で
は
、
原
文
を
添
え
た
部
分

に
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
引
か
れ
て
い
る
。

　

数
人
が
テ
ー
ブ
ル
の
周
囲
に
集
ま
り
、
手
を
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
置

き
、
何
か
が
起
こ
る
の
を
待
つ
。
五
分
か
一
〇
分
か
一
五
分
か
二
〇
分

か
、
時
間
は
心
霊
的
な
雰
囲
気
と
実
験
参
加
者
の
能
力
に
よ
っ
て
変

わ
っ
て
く
る
が
、
一
定
の
時
間
が
過
ぎ
る
と
、
テ
ー
ブ
ル
の
中
で
叩
音

が
聞
こ
え
て
く
る
。
あ
る
い
は
、
座
っ
た
人
々
が
テ
ー
ブ
ル
の
運
動
を

促
す
。
テ
ー
ブ
ル
は
ま
る
で
も
の
に
取
り
憑
か
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
（Several persons group them

selves about a table, place their 

hands upon it, and w
ait for som

ething to happen. A
t the end of five, 

ten, fifteen, tw
enty m

inutes, the tim
e depending on the psychic 

atm
osphere and th e faculties of the experim

enters, raps are heard 

in the table, or the sitters help in the m
ovem

ents of the table, w
hich 

seem
s possessed.

）。（
中
略
）
と
き
お
り
テ
ー
ブ
ル
は
一
本
か
そ
れ
以

上
の
脚
を
支
え
に
し
て
持
ち
上
が
り
、
ゆ
っ
く
り
と
前
後
に
揺
れ
る
。

と
き
に
は
、
テ
ー
ブ
ル
に
置
か
れ
た
手
に
付
着
し
て
い
る
か
の
よ
う

に
、
浮
き
上
が
り
、
二
秒
か
三
秒
か
五
秒
か
一
〇
秒
か
二
〇
秒
か
、
空

中
に
浮
か
ん
だ
ま
ま
で
い
る
。
ま
た
、
通
常
の
重
さ
の
二
倍
か
三
倍
の

力
で
床
に
釘
付
け
に
な
っ
た
り
す
る
。
別
の
折
に
は
、
普
通
は
要
求
さ
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れ
れ
ば
だ
が
、
鋸
や
斧
な
ど
の
音
を
立
て
た
り
、
鉛
筆
で
物
を
書
い
て

い
る
よ
う
な
音
を
出
し
た
り
す
る
。
私
た
ち
は
直
接
の
観
察
か
ら
得
ら

れ
た
決
定
的
な
結
果
を
手
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
結
果
が
未
知
の
力

の
存
在
を
証
拠
立
て
て
い
る
の
は
否
定
し
が
た
い
。

　

こ
の
力
は
心
霊
的
な
も
の
に
分
類
さ
れ
る
重
要
な
力
で
あ
る
。
も
し

私
た
ち
が
実
験
参
加
者
が
手
を
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
説

明
が
つ
か
ず
、
実
験
参
加
者
の
意
思
だ
け
に
従
っ
て
あ
れ
こ
れ
の
形
を

と
る
、
目
に
見
え
な
い
超
感
覚
的
な
力
を
じ
っ
く
り
と
吟
味
す
る
な

ら
、
神
経
力
な
い
し
身
体
的
電
気
が
形
を
変
え
た
も
の
と
し
て
説
明
し

う
る
新
し
い
未
知
な
る
力
の
存
在
に
関
す
る
証
拠
を
目
に
す
る
こ
と
に

な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
力
自
体
が
多
量
に
存
在
す
る
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
テ
ー
ブ
ル
の
中
で
、
あ
る
い
は
テ
ー
ブ
ル
の

脚
で
生
じ
る
叩
音
は
、
受
け
た
質
問
に
回
答
す
る
。
テ
ー
ブ
ル
に
問
い

か
け
る
際
に
は
、
テ
ー
ブ
ル
が
た
だ
の
木
片
に
す
ぎ
な
い
と
承
知
し
て

い
る
か
ら
、
私
た
ち
は
本
当
は
聞
い
た
り
答
え
た
り
す
る
何
ら
か
の
精

神
的
な
主
体
に
話
し
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
代
的
な
心
霊
主
義
が

勃
興
し
た
の
は
、
こ
の
種
の
現
象
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
八

四
八
年
合
衆
国
で
、
フ
ォ
ッ
ク
ス
姉
妹
が
部
屋
で
壁
や
家
具
が
叩
音
を

発
す
る
の
を
聞
い
た
の
が
始
ま
り
で
あ
る
（It w

as in this class of 

phenom
ena that m

odern Spiritualism
 took its rise; nam

ely, in the 

U
nited States, in 1848, w

hen the Fox sisters heard sounds in their 

cham
ber, ̶

raps in the w
alls and in the furniture.

）。

　

テ
レ
パ
シ
ー
を
論
じ
る
ポ
ド
モ
ア
も
、
大
脳
内
の
思
想
に
対
応
す
る
、
大

脳
外
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
を
仮
定
し
て
い
た
が
、フ
ラ
マ
リ
オ
ン
も
、「
新

し
い
未
知
な
る
力
」
を
想
定
し
て
い
る
。
四
二
二
頁
で
も
、「
人
間
は
内
部

に
流
体
的
・
心
霊
的
な
力
│
│
そ
の
性
格
は
ま
だ
分
か
っ
て
い
な
い
が
│
│

を
所
有
し
て
お
り
、
そ
の
力
は
隔
た
っ
た
場
所
に
あ
る
物
体
に
働
き
か
け
、

そ
れ
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
、
ま
ず
最
初
に
結
論
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ハ
ー
ト
の
特
徴
は
、
こ
の
種
の
「
未
知
な
る
力
」
を
仮
定
し
た
立
論
を
避

け
て
い
る
点
に
あ
る
。
彼
は
、
彼
が
「
先
延
ば
し
さ
れ
た
暗
示
」
と
呼
ぶ
、

い
わ
ゆ
る
後
催
眠
性
暗
示
│
│
ハ
ー
ト
の
挙
げ
て
い
る
例
を
引
け
ば
、「
来

週
の
今
日
、
所
定
の
時
間
に
催
眠
状
態
に
戻
り
、
所
定
の
場
所
に
行
き
、
こ

れ
こ
れ
の
物
品
を
盗
め
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
こ
れ
の
人
物
を
攻
撃
せ
よ
。
た

だ
し
、
だ
れ
が
命
じ
た
か
を
覚
え
て
い
て
は
い
け
な
い
」
と
命
じ
、
実
行
さ

せ
る
類
い
の
暗
示
│
│
の
現
象
を
説
明
す
る
際
に
も
、「
未
知
な
る
力
」
の

存
在
を
仮
定
し
て
い
な
い
。
ハ
ー
ト
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
た
ち
の
日
常
的
な
知
識
の
範
囲
内
に
、
こ
れ
に
さ
え
手
が
か
り
を
与

え
て
く
れ
そ
う
な
事
実
が
存
在
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
神
経
の
活
動
と
大
脳

の
作
用
に
は
、
時
間
的
な
要
素
が
存
在
す
る
。「
汽
車
に
乗
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
、
明
日
の
朝
は
六
時
に
起
き
よ
う
」
と
独
り
言
を

言
っ
て
、
就
寝
す
る
の
は
、
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
数
時
間
前
に
指
示
さ
れ
た
時
間
に
作
動
す
る
先
延
ば
し
さ
れ
た
暗

示
の
あ
り
き
た
り
の
事
例
で
あ
る
。
神
経
系
に
異
常
が
あ
れ
ば
、
マ
ラ

リ
ア
熱
の
震
え
の
発
作
が
、
三
日
ご
と
あ
る
い
は
四
日
ご
と
の
決
ま
っ

た
時
間
に
ぶ
り
返
す
こ
と
が
あ
る
。
飢
餓
感
は
食
事
を
と
る
習
慣
に
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な
っ
て
い
る
時
間
ご
と
に
襲
っ
て
く
る
。
神
経
系
の
こ
の
よ
う
な
周
期

的
・
規
則
的
な
不
随
意
作
用
が
催
眠
術
に
導
入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。大
脳
の
能
動
的
・
受
動
的
な
働
き
の
な
か
に
、時
間
的
要
素
の
も
っ

と
複
雑
な
別
な
事
例
が
存
在
す
る
。
一
年
の
う
ち
で
規
則
的
な
間
隔
を

置
い
て
現
れ
る
、
別
の
性
格
的
特
徴
や
異
質
な
能
力
を
備
え
た
二
つ
の

異
な
る
人
格
が
、
単
一
の
人
間
の
な
か
に
存
在
し
て
い
る
と
判
明
し
た

ケ
ー
ス
が
、
厳
密
に
観
察
さ
れ
、
徹
底
的
に
そ
の
真
正
性
を
証
明
さ
れ

た
形
で
二
、
三
例
存
在
し
て
い
る
。（
中
略
）
こ
の
よ
う
な
事
実
を
想

起
す
る
だ
け
で
、
先
延
ば
し
さ
れ
た
暗
示
に
時
間
的
要
素
を
導
入
す
る

こ
と
は
、
超
自
然
的
な
も
の
と
は
無
関
係
で
あ
る
こ
と
、
個
人
に
新
た

な
能
力
を
付
与
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
こ
と
、
単
に
あ
ら
ゆ
る
脳
に

多
少
と
も
生
得
的
に
備
わ
っ
た
働
き
を
利
用
し
て
、
催
眠
術
を
よ
り
発

展
し
た
高
度
な
段
階
に
導
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
充
分
明
ら
か

に
な
る
だ
ろ
う
。

　

ハ
ー
ト
は
続
い
て
、
催
眠
術
を
説
明
す
る
の
に
、「
超
自
然
的
な
要
素
と

未
知
な
力
の
発
見
を
導
入
し
よ
う
と
」「
試
み
」
て
い
る
代
表
例
と
し
て
、

心
霊
主
義
者
と
テ
レ
パ
シ
ー
論
者
を
挙
げ
て
い
る
の
で
、
自
身
と
彼
ら
と
の

相
違
が
未
知
な
る
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
存
在
を
安
易
に
想
定
す
る
か
否
か
の

点
に
あ
り
、
彼
ら
の
非
実
証
的
な
態
度
を
回
避
し
よ
う
と
意
識
的
に
努
め
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
心
霊
学
は
科
学
を
「
相
対
化
」
し
た
と
評
価
さ
れ
て

い
る
が
、
不
確
か
な
仮
説
に
依
拠
し
て
科
学
の
枠
組
み
を
揺
る
が
し
た
と
し

て
も
、
は
た
し
て
そ
れ
を
「
相
対
化
」
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　

話
題
を
フ
ラ
マ
リ
オ
ン
の
『
神
秘
的
な
心
霊
力
』
へ
の
漱
石
の
書
き
入
れ

に
戻
そ
う
。
引
用
し
た
箇
所
の
他
に
も
、
霊
媒
ユ
ー
サ
ピ
ア
・
パ
ラ
デ
ィ
ー

ノ
の
驚
異
的
な
実
演
や
、
そ
れ
に
対
す
る
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
反
応
に
触
れ
た

箇
所
な
ど
（
六
六
、
八
一
、
一
三
八
、
一
四
一
、
一
五
一
、
一
七
三
頁
）
に
も
、
書

き
込
み
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
最
後
の
書
き
込
み
は
、
一
七
三
頁
の
そ
れ

で
、
本
文
だ
け
で
四
五
四
頁
に
及
ぶ
こ
の
本
の
そ
れ
以
後
の
ペ
ー
ジ
へ
の
書

き
込
み
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。お
そ
ら
く
読
む
の
を
放
棄
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

他
の
三
冊
の
心
霊
学
の
書
物
に
残
さ
れ
た
書
き
込
み
も
同
様
だ
が
、
残
さ

れ
て
い
る
の
は
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
多
く
、
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
ま
れ
で
あ

る
。
先
に
引
用
し
た
ポ
ド
モ
ア
の
『
幽
霊
と
意
思
伝
達
』
の
一
節
に
あ
っ
た

よ
う
に
、
専
門
用
語
や
人
名
な
ど
に
下
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
熱
中
し
て
読

ん
だ
本
に
は
残
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
文
字
の
書
き
入
れ
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
吟
味
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
心
霊
学
に
関
す
る
著
作
を
四
冊

も
所
蔵
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漱
石
は
決
し
て
熱
心
な
読
者
で
は
な

か
っ
た
。
心
霊
学
的
な
主
題
に
は
関
心
が
あ
っ
た
が
、
論
理
の
粗
雑
さ
や
研

究
方
法
の
杜
撰
さ
に
対
し
て
批
判
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
の
点
、
学
生
時
代
に
共
感
し
て
翻
訳
の
筆
を
と
っ
た
ア
ー
ネ
ス
ト
・

ハ
ー
ト
に
近
い
立
場
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
琴
の
そ
ら
音
」
の
末
尾
は
、「
文
学
士
津
田
真
方
著
幽
霊
論
の
七
二
頁
に

Ｋ
君
の
例
と
し
て
載
つ
て
居
る
の
は
余
の
事
で
あ
る
」
の
一
句
で
閉
じ
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
因
子
に
欺
か
れ
て
、
許
嫁
の
死
と
い
う
あ

り
も
し
な
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
聞
き
取
っ
た
「
余
」
の
体
験
は
、
実
質
的
に
「
幽

霊
」
の
存
在
を
否
定
し
、
幽
霊
に
ま
つ
わ
る
現
象
を
自
己
暗
示
の
所
産
と
す

る
も
の
と
言
え
る
。
そ
う
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
収
録
し
て
い
る
津
田
君
の
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『
幽
霊
論
』
は
、
幽
霊
の
存
在
に
懐
疑
的
な
書
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
お

そ
ら
く
そ
れ
は
漱
石
自
身
の
立
場
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

注（
１

） 

「「
琴
の
そ
ら
音
」
と
そ
の
背
景
」（「
学
苑
」
第
332
号
、
昭
42
・
８

）。

（
２

） 

「
琴
の
そ
ら
音
」（『
漱
石
と
英
文
学　
「
漾
虚
集
」
の
比
較
文
学
的
研
究
』
平

11
・
４

、
彩
流
社
）。
以
下
、
塚
本
へ
の
言
及
は
す
べ
て
同
じ
。

（
３

） 

な
い
と
う
ふ
み
こ
訳
『
夢
と
幽
霊
の
書
』（
平
29
・
８

、
作
品
社
）
の
第
五
章
。

（
４

） 

「〈
科
学
〉
の
行
方　

│
│
漱
石
と
心
霊
学
を
め
ぐ
っ
て
」（「
文
学
」
第
４

巻

第
３

号
、
平
５

・
７

）。

（
５

） 

「
若
年
の
翻
訳
「
催
眠
術
」」（『
漱
石
先
生
の
暗
示
』
平
21
・
８

、
名
古
屋
大

学
出
版
局
）。

（
６

） 

「
夏
目
漱
石
訳
「
催
眠
術
」
の
未
訳
部
分
の
原
文
と
翻
訳
」（「
大
東
文
化
大

学
紀
要
」
第
57
号
、
平
31
・
３

）。

（
７

） 

「
漱
石
に
お
け
る
心
霊
主
義
の
受
容　

│
│
「
哲
学
雑
誌
」
を
踏
ま
え
て
」

（「
阪
大
近
代
文
学
研
究
」
第
10
号
、
平
24
）。

〈
付
記
〉  

翻
訳
文
中
の
フ
ラ
ン
ス
人
名
の
発
音
に
関
し
て
、
大
東
文
化
大
学
教
授
千

葉
一
幹
氏
か
ら
教
示
を
受
け
た
。
漱
石
の
手
沢
本
の
調
査
に
は
、
仙
台
文
学

館
か
ら
便
宜
を
与
え
ら
れ
た
。

新
　
刊
　
紹
　
介

山
口
直
孝
編

『
漢
文
脈
の
漱
石
』

　

二
〇
一
七
年
三
月
に
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
漢
文
脈
の
漱
石
」
に
基
づ
く
論
文
集
。
漱
石

に
お
け
る
漢
文
学
の
新
た
な
位
置
付
け
を
目
指
す

九
本
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

　
「
漱
石
と
漢
詩
文
」
は
『
草
枕
』『
虞
美
人
草
』

お
よ
び
修
禅
寺
大
患
以
降
の
漢
詩
か
ら
、
漱
石
に

と
っ
て
の
漢
詩
文
が
西
洋
へ
の
批
評
的
視
座
と
し

て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、「〈
文
〉
か
ら

〈
小
説
〉
へ
」
で
は
明
治
期
に
お
け
る
文
体
へ
の

感
性
の
変
化
を
論
じ
た
上
で
、
近
代
小
説
に
漢
文

学
を
利
用
し
続
け
た
漱
石
の
試
み
を
捉
え
る
。

「
漱
石
の
漢
詩
は
い
か
に
評
価
・
理
解
さ
れ
て
き

た
か
？
」
で
は
研
究
史
に
踏
み
込
み
つ
つ
新
た
な

漱
石
漢
詩
評
価
の
可
能
性
を
探
り
、「
夏
目
漱
石

の
風
流
」
で
は
漱
石
が
「
風
流
」
と
表
現
し
た
心

境
の
中
に
、
中
国
の
古
典
詩
と
も
日
本
漢
詩
と
も

異
な
る
独
自
の
文
学
性
を
見
る
。

　

ま
た
「
漱
石
文
学
の
生
成
」
で
は
『
木
屑
録
』

に
ま
つ
わ
る
正
岡
子
規
に
よ
る
漱
石
評
価
を
も
と

に
『
行
人
』
再
評
価
を
行
い
、「『
友
情
』
の
中
の

漢
文
脈
」
で
は
正
岡
子
規
宛
書
簡
と
「
倫
敦
消
息
」

「
自
転
車
日
記
」
の
分
析
に
基
づ
い
て
、『
草
枕
』

を
漢
文
脈
に
よ
る
表
現
実
験
が
限
界
を
示
し
た
転

換
点
と
位
置
付
け
る
。

　

さ
ら
に
漱
石
の
漢
学
塾
時
代
を
考
察
し
、
初
期

作
品
に
お
け
る
漢
学
者
の
描
写
等
か
ら
そ
の
漢
学

教
養
形
成
を
捉
え
た
「
漢
学
塾
の
な
か
の
漱
石
」、

漢
語
を
起
源
と
し
な
が
ら
近
代
以
降
意
味
を
再
編

さ
れ
た
「
趣
味
」
概
念
を
取
り
上
げ
、
漱
石
の
文

学
理
論
を
論
じ
た
「
夏
目
漱
石
の
「
趣
味
」
の
文

学
理
論
」、
そ
し
て
漱
石
が
熱
心
に
読
ん
で
い
た

と
い
う
『
禅
門
法
語
集
』
と
『
夢
十
夜
』『
行
人
』

を
比
較
し
な
が
ら
、
漱
石
の
思
想
・
文
学
に
お
け

る
禅
の
位
置
付
け
を
試
み
た
「
夏
目
漱
石
の
禅
認

識
と
『
禅
門
法
語
集
』」
等
、
い
ず
れ
の
論
も
漱

石
漢
文
研
究
に
新
た
な
視
点
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

　

漱
石
研
究
だ
け
で
な
く
、
西
洋
的
知
へ
の
転
換

を
迫
ら
れ
た
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
漢
学
を
ど
の

よ
う
に
応
用
し
た
の
か
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を

も
捉
え
た
意
義
深
い
論
集
と
な
っ
て
い
る
。

（
二
〇
一
八
年
三
月　

翰
林
書
房　

Ａ
５

判　

二

〇
八
頁　

本
体
三
〇
〇
〇
円
）
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