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一
　
は
じ
め
に

　

森
鷗
外
﹃
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
﹄︵﹁
三
田
文
学
﹂　

一
九
一
一
︵
明
治
四
十
四
︶・
二
︶

は
、
花
房
医
学
士
が
ま
だ
大
学
を
卒
業
す
る
少
し
前
、
千
住
で
開
業
医
を
し

て
い
た
父
の
﹁
代
診
の
真
似
事
﹂
を
し
て
い
た
当
時
の
こ
と
が
回
顧
さ
れ
る

三
人
称
小
説
で
あ
る
。
そ
の
﹁
代
診
の
真
似
事
﹂
は
、
実
際
に
病
人
を
診
る

こ
と
の
な
く
な
っ
た
現
在
の
花
房
に
と
っ
て
、﹁
医
者
ら
し
い
生
活
を
し
た

短
い
期
間
﹂
と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
記
憶
と
な
っ
て
お
り
、
タ
イ
ト
ル
が
示

す
よ
う
に
花
房
の
三
つ
の
臨
床
記
録
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、
三
好
行
雄
は
三
つ
の
﹁Casuistica

﹂
に
﹁
技
術

と
し
て
の
学
問
︵
西
洋
︶
は
確
固
と
し
て
有
効
性
を
失
わ
な
い
と
い
う
構

造１
﹂
が
あ
る
と
し
、
竹
盛
天
雄
も
﹁
い
さ
さ
か
も
近
代
医
学
へ
の
懐
疑
は
語

ら
れ
て
い
な
い２
﹂
と
し
て
い
る
が
、
は
た
し
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
西
洋
近

代
医
学
へ
の
検
証
の
要
素
は
皆
無
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
で
新
保
邦
寛
は
、

﹁
落
架
風
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
﹁
近
代
の
分
析
的
理
性
の
特
権
性
を
疑
わ

な
い
﹂
花
房
が
、
以
降
の
﹁
一
枚
板
﹂﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
の
記
録
で
は
﹁
伝

統
的
認
識
方
法
の
合
理
性
を
認
め
自
ら
も
実
践
す
る
に
到
る３
﹂
と
し
て
お

り
、
物
語
の
進
行
に
伴
う
近
代
科
学
か
ら
の
差
異
化
を
見
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
を
﹁
伝
統
的
認
識
方
法
の
合
理
性
﹂
を
め
ぐ
る
も
の
と
一
括
し
て
し

ま
え
る
か
ど
う
か
に
は
疑
問
が
残
る
。
な
ぜ
な
ら
、
後
述
す
る
こ
と
に
な
る

が
、﹁
一
枚
板
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
へ

の
流
れ
に
は
、
認
識
論
か
ら
存
在
論
へ
の
移
行
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

同
年
三
月
四
月
の
﹁
三
田
文
学
﹂
掲
載
の
﹃
妄
想
﹄
の
中
で
、
医
学
は
﹁
自

然
科
学
の
う
ち
で
最
も
自
然
科
学
﹂
ら
し
い
﹁exact

な
学
問
﹂
と
言
及
さ

れ
る
が
、
わ
た
く
し
は
、
ほ
ぼ
そ
れ
と
同
時
期
の
こ
の
小
説
は
、
西
洋
近
代

医
学
・
自
然
科
学
を
め
ぐ
っ
て
認
識
論
と
存
在
論
の
観
点
か
ら
検
証
す
る
機

能
を
も
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
依
拠
す
る
実
在
論
に
つ
い
て
の
問
い
直
し
が
仕

掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
三
つ
の
臨

床
記
録
、
お
よ
び
花
房
父
子
と
彼
ら
の
周
囲
に
存
在
す
る
モ
ノ
と
が
取
り
結

ぶ
関
係
性
を
順
に
追
い
な
が
ら
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
鷗
外
自
身
、
父
静
男

の
代
診
を
し
て
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
う
し
た
体
験
や
父
と
の
関
係
性
の
テ

ク
ス
ト
へ
の
反
映
、
小
倉
左
遷
を
挟
ん
で
の
熊
沢
蕃
山
や
陽
明
学
の
影
響
、

　

森
鷗
外
『
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
』
に
お
け
る
実
在
論
へ
の
問
い

│
│ 

メ
タ
フ
ァ
ー
・
自
然
の
複
数
性
・
人
と
モ
ノ 

│
│
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西
洋
近
代
医
学
へ
の
信
頼
と
い
っ
た
観
点
か
ら
解
読
さ
れ
て
き
た
研
究
に
対

し
、
そ
れ
ら
が
自
明
の
も
の
と
し
て
掬
い
切
れ
て
い
な
い
問
題
を
明
ら
か
に

し
、
更
新
を
は
か
り
た
い４
。

　

そ
の
方
法
と
し
て
、
こ
の
小
説
の
特
質
の
う
ち
、
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
病

名
の
由
来
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
認
識
論
に
つ
い
て
の
考
察
に
は
、﹁
身

体
性
メ
タ
フ
ァ
ー
理
論
﹂
と
そ
の
発
想
元
の
一
つ
で
あ
る
﹁
認
知
意
味
論
﹂、

医
学
が
記
述
と
介
入
の
対
象
と
す
る
疾
病
や
身
体
に
つ
い
て
展
開
さ
れ
る
存

在
論
の
考
察
に
つ
い
て
は
医
療
人
類
学
、
お
よ
び
登
場
人
物
と
そ
の
周
囲
と

の
関
係
性
の
考
察
に
つ
い
て
は
、
あ
る
事
象
は
、
人
間
と
非
人
間
と
が
ア
ク

タ
ー
と
し
て
形
成
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
生
起
す
る
も
の
と
捉
え
る

﹁
ア
ク
タ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
理
論
﹂︵
Ａ
Ｎ
Ｔ
︶
の
成
果
を
用
い
る
。

二
　「
知
行
合
一
」
を
め
ぐ
る
花
房
と
父

　

こ
の
小
説
を
理
解
し
て
い
く
う
え
で
逸
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
は
や
は

り
、
物
語
前
半
部
で
語
ら
れ
る
、
父
で
あ
る
翁
の
も
と
で
﹁
代
診
の
真
似
事
﹂

を
し
て
い
た
当
時
の
花
房
に
よ
る
翁
の
真
面
目
の
理
解
に
到
る
過
程
と
、
後

半
部
で
開
示
さ
れ
る
三
つ
の
臨
床
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の
関
連
性
を
ど
う
捉
え
る

か
に
あ
る
だ
ろ
う
。
前
半
部
で
若
か
り
し
花
房
と
父
の
姿
は
、
二
つ
の
点
か

ら
対
比
的
に
捉
え
ら
れ
語
ら
れ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
彼
ら
が
所
有
す
る
医
学

上
の
知
識
の
相
違
で
、
蘭
医
の
翁
は
﹁
防
腐
外
科
﹂
の
知
識
な
ど
は
不
十
分

で
あ
り
な
が
ら
、﹁Coup d ’œ

il

﹂
す
な
わ
ち
一
瞥
は
花
房
に
は
企
て
及
ば

な
い
。
二
つ
目
の
対
比
は
、
実
践
主
体
と
し
て
の
あ
り
方
の
懸
隔
で
あ
る
。

翁
は
ど
ん
な
病
人
に
対
し
て
も
﹁
全
幅
の
精
神
を
傾
注
﹂
し
て
お
り
、﹁
盆

栽
﹂
を
翫
ん
で
い
る
時
も
﹁
茶
﹂
を
啜
っ
て
い
る
時
も
同
様
で
あ
る
。
一
方

花
房
は
﹁
始
終
何
か
更
に
し
た
い
事
、
す
る
筈
の
事
が
あ
る
や
う
に
﹂
思
っ

て
い
る
。﹁
そ
の
分
か
ら
な
い
或
物
﹂
が
父
に
な
さ
そ
う
な
こ
と
を
﹁
詰
ま

ら
な
い
、
内
容
の
無
い
生
活
﹂
と
見
て
い
た
が
、
熊
沢
蕃
山
の
書
い
た
も
の

を
読
ん
だ
と
こ
ろ
、﹁
志
を
得
て
天
下
国
家
を
事
と
す
る
の
も
道
を
行
ふ
の

で
あ
る
が
、
平
生
顔
を
洗
つ
た
り
髪
を
梳
つ
た
り
す
る
の
も
道
を
行
ふ
の
で

あ
る
と
い
ふ
意
味
の
事
が
書
い
て
﹂
あ
り
、
そ
こ
か
ら
父
に
﹁
有
道
者
の
面

目
﹂
を
見
出
す
。
こ
の
蕃
山
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
鷗
外
の
小
倉
赴
任
時
代

の
明
治
三
十
四
年
十
二
月
五
日
の
小
金
井
喜
美
子
宛
書
簡
中
に
記
述
が
あ

り
、
鷗
外
が
読
ん
だ
の
は
同
年
十
一
月
岡
山
県
庁
刊
行
の
井
上
通
泰
編
﹃
慕

賢
録
︵
熊
沢
伯
継
伝
︶﹄
で
あ
る
こ
と
が
つ
と
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
。

　

同
年
九
月
二
十
四
日
付
と
推
定
さ
れ
る
母
峰
子
宛
書
簡
で
は
、
福
岡
で

買
っ
た
王
陽
明
﹃
伝
習
録
﹄
の
﹁
知
行
一
致
﹂
に
つ
い
て
、﹁
常
の
人
は
忠

と
か
孝
と
か
い
ふ
も
の
を
先
づ
知
恵
に
て
知
り
扨
実
地
に
行
ふ
と
お
も
へ
り

知
る
と
行
ふ
と
は
前
後
あ
り
と
お
も
へ
り
是
れ
大
間
違
な
り
譬
へ
ば
飯
と
い

ふ
も
の
を
知
る
が
先
に
て
扨
後
に
食
ふ
と
お
も
ふ
如
し
実
は
食
は
ん
と
欲
す

る
心
が
先
づ
あ
り
て
飯
と
い
ふ
も
の
も
生
じ
食
ふ
と
い
ふ
行
は
初
め
の
食
は

ん
と
欲
す
る
心
よ
り
直
ち
に
出
で
来
る
な
り
忠
も
孝
も
前
後
な
ど
は
無
し
と

の
説
な
り
﹂
と
紹
介
し
、﹁
行
は
智
よ
り
出
づ
る
に
あ
ら
ず
行
は
ん
と
欲
す

る
心
︵
意
志
︶
と
行
と
が
本
な
り
﹂
と
の
説
が
ヴ
ン
ト
の
心
理
学
と
一
致
す

る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
食
の
例
え
の
部
分
は
﹃
伝
習
録
﹄

中
巻
の
﹁
答
人
論
学
書
﹂、﹁
答
顧
東
橋
書
﹂
三
に
、﹁
そ
れ
人
は
必
ず
食
は

ん
と
欲
す
る
の
心
あ
り
て
、
然
る
後
に
食
を
知
る
。
食
は
ん
と
欲
す
る
の
心

は
、
す
な
は
ち
こ
れ
意
に
し
て
、
す
な
は
ち
こ
れ
行
の
始
め
な
り５
﹂
と
あ
る
。

﹁
知
行
一
致
﹂
す
な
わ
ち
﹁
知
行
合
一
﹂
と
は
、
知
る
こ
と
と
行
う
こ
と
は
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本
来
切
り
離
せ
な
い
一
つ
の
も
の
と
い
う
こ
と
だ
が
、
吉
田
公
平
は
、
朱
子

学
の
朱
熹
は
﹁﹁
持
続
す
る
時
間
﹂
意
識
の
も
と
に
人
間
の
存
在
を
と
ら
え

て
い
た
﹂
ゆ
え
に
﹁
知
先
行
後
﹂
と
し
、
陽
明
は
﹁
人
は
こ
の
﹁
今
﹂
に
し

か
実
在
し
な
い
﹂
と
し
て
﹁
分
割
不
可
能
な
、
こ
の
一
瞬
の
今
に
し
か
実
在

し
な
い
人
間
の
行
為
を
、
知
と
行
に
、
ま
し
て
や
そ
れ
を
先
後
に
、
さ
ら
に

軽
重
と
分
か
つ
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
し
、
無
意
味
で
あ
る
﹂
と
考
え
て

﹁
知
行
合
一
説
﹂
を
主
張
し
た
と
す
る６
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
書
簡
で
の
﹁
知
行
一
致
﹂
は
、
日
常
の
家
事
に
追
わ
れ
て

何
事
も
で
き
ぬ
と
訴
え
る
喜
美
子
に
、﹁
安
心
立
命
﹂
で
き
な
い
の
は
倫
理

や
宗
教
の
本
を
読
ま
ぬ
か
ら
だ
と
諭
す
た
め
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
直
接
こ
の
小
説
で
は
言
及
さ
れ
な
い
陽
明
の
﹁
知

行
合
一
﹂
は
、
翁
が
い
か
な
る
病
人
に
も
、
ま
た
日
常
の
些
事
に
も
、
そ
の

都
度
﹁
全
幅
の
精
神
を
傾
注
﹂
し
て
い
る
こ
と
と
無
縁
の
も
の
で
は
な
い
。

対
し
て
、﹁
遠
い
向
う
に
或
物
を
望
ん
で
、
目
前
の
事
を
好
い
加
減
に
済
ま

せ
て
行
く
﹂
花
房
の
態
度
は
、
未
来
へ
と
﹁﹁
持
続
す
る
時
間
﹂
意
識
﹂
に

泳
い
で
﹁
こ
の
一
瞬
の
今
﹂
を
軽
ん
じ
て
い
る
こ
と
で
、﹁
知
行
合
一
﹂
を

体
現
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
翁
に
﹁
有
道
者
の
面
目
﹂
を
見

出
す
こ
と
は
、︿
い
ま-

こ
こ
﹀
に
お
け
る
行
為
が
知
に
切
り
離
し
難
く
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
︿
い
ま-

こ
こ
﹀
で
の
実
践

に
お
け
る
知
と
行
為
の
切
り
離
し
難
さ
は
、
小
説
後
半
部
の
臨
床
記
録
で
語

ら
れ
る
内
容
に
関
連
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

三
　「
一
枚
板
」
の
作
ら
れ
方

　

三
つ
の
臨
床
記
録
の
う
ち
、
最
初
に
語
ら
れ
る
の
は
﹁
落
架
風
﹂、
す
な

わ
ち
青
年
患
者
の
﹁
両
側
下
顎
脱
臼
﹂
の
整
復
で
あ
る
。
外
れ
て
い
た
顎
を

見
事
に
嵌
め
終
え
た
花
房
に
対
し
、
翁
は
﹁
解
剖
を
知
つ
て
を
る
丈
の
事
は

あ
る
な
う
﹂
と
感
心
し
、
昔
は
﹁
大
風
炉
敷
を
病
人
の
頭
か
ら
被
せ
て
﹂
施

術
し
た
が
、﹁
骨
の
形
さ
へ
知
つ
て
ゐ
れ
ば
秘
密
は
無
い
﹂
と
い
う
。
真
理

に
掛
け
ら
れ
て
い
た
﹁
大
風
炉
敷
﹂、
す
な
わ
ち
秘
密
の
ベ
ー
ル
を
、
と
り

わ
け
﹁exact

な
学
問
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
る
近
代
西
洋
医
学
が
引
き
は
が
す

こ
と
で
、
自
然
の
真
実
が
立
ち
現
れ
る
と
い
う
形
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

花
房
は
﹁
し
た
り
顔
に
父
の
顔
﹂
を
見
、
翁
は
﹁
学
問
は
有
難
い
も
の
ぢ
や

な
う
﹂
と
嘆
じ
る
よ
う
に
、
手
中
に
収
め
て
い
る
解
剖
学
が
、
そ
の
対
象
と

し
て
の
身
体
と
正
確
に
対
応
し
得
て
い
る
か
と
い
う
認
識
論
の
枠
組
み
に
お

い
て
、
そ
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
ま
ず
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

次
の
﹁
一
枚
板
﹂
で
は
、﹁
破
傷
風
﹂
の
少
年
を
治
療
し
た
体
験
が
語
ら

れ
る
。
往
診
先
の
家
の
敷
居
の
上
に
右
足
で
上
が
つ
た
瞬
間
、
病
人
が
﹁
釣

り
上
げ
た
鯉
の
や
う
に
、
煎
餅
布
団
の
上
で
跳
ね
上
が
つ
た
﹂
の
を
見
て
、

﹁
診
断
は
左
の
足
を
床
の
上
に
運
ぶ
時
に
附
い
て
し
ま
﹂
う
。
し
か
し
、
こ

の
臨
床
記
録
は
、
彼
の
身
に
つ
け
た
医
学
上
の
知
識
や
診
断
の
正
確
さ
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
自
ら
が
施
し
た
治
療
方
法
の
効
果
が
覿
面
で
あ
っ
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
た
め
だ
け
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
な
い
。

　

一
枚
板
と
は
実
に
簡
に
し
て
尽
し
た
報
告
で
あ
る
。
智
識
の
私
に
累

せ
ら
れ
な
い
、
純
樸
な
百
姓
の
自
然
の
口
か
ら
で
な
く
て
は
、
こ
ん
な

詞
の
出
や
う
が
無
い
。
あ
の
報
告
は
生
活
の
印
象
主
義
者
の
報
告
で
あ

つ
た
。

こ
の
患
者
の
親
が
診
療
を
願
い
出
た
際
、
た
だ
﹁
一
枚
板
﹂
と
繰
り
返
す
だ

け
だ
っ
た
の
は
、﹁
言
ふ
す
べ
を
知
ら
な
い
﹂
無
知
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
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﹁
全
身
の
筋
肉
が
緊
縮
し
て
、
体
は
板
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
周

囲
の
あ
ら
ゆ
る
微
細
な
動
揺
に
反
応
し
て
、
痙
攣
を
起
す
﹂
そ
の
典
型
的
症

状
を
、
百
姓
た
ち
に
と
っ
て
は
そ
う
と
し
か
呼
べ
な
い
、
名
づ
け
方
に
必
然

性
が
存
在
す
る
こ
と
の
発
見
で
あ
る
。

　

こ
の
日
の
こ
と
が
語
ら
れ
る
な
か
で
見
逃
し
得
な
い
の
は
、
病
家
に
着
い

た
花
房
の
目
に
留
ま
っ
た
は
ず
の
も
の
が
、
一
つ
一
つ
順
序
立
て
て
丹
念
に

追
わ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。﹁
杉
の
生
垣
の
切
れ
た
処
に
、
柴
折
戸
の
や
う
な

一
枚
の
扉
を
取
り
付
け
た
門
﹂
が
ま
ず
あ
り
、﹁
土
を
堅
く
踏
み
固
め
た
、

広
い
庭
﹂
が
あ
る
。
藁
葺
の
家
は
、
夏
の
季
節
の
こ
と
で
﹁
建
具
を
悉
く
は

づ
し
て
﹂
開
放
し
て
あ
る
。﹁
家
の
敷
居
、
鴨
居
か
ら
柱
、
天
井
、
壁
、
畳

ま
で
、bitum

e

の
勝
つ
た
画
の
や
う
に
、濃
淡
種
々
の
茶
褐
色
に
染
ま
つ
て
﹂

お
り
、﹁
正
面
の
背
景
に
な
つ
て
ゐ
﹂
る
﹁
戸
棚
の
板
戸
の
前
に
、
煎
餅
布

団
を
敷
い
て
、
病
人
が
寝
か
し
て
あ
﹂
り
、﹁
周
囲
の
人
物
も
皆
褐
色
﹂
で
、

患
者
も
﹁
ひ
ど
く
日
に
焼
け
た
膚
の
色
﹂
を
し
て
い
て
、﹁
筋
肉
の
緊
ま
つ

た
、
細
く
固
く
出
来
た
体
﹂
を
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
順
次
羅
列
さ
れ
る
人

や
物
の
形
や
色
、
想
像
さ
れ
る
触
感
か
ら
は
、
茶
褐
色
で
あ
る
こ
と
、
板
状

で
あ
る
こ
と
、
堅
い
こ
と
が
共
通
的
に
喚
起
さ
れ
る
。﹁
一
枚
板
﹂
と
い
う

﹁
生
活
の
印
象
主
義
者
の
報
告
﹂
の
生
じ
て
く
る
由
来
が
、
花
房
が
見
た
は

ず
の
も
の
を
通
し
て
お
の
ず
と
検
証
さ
れ
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
し
た
が
っ
て
﹁
一
枚
板
﹂
と
い
う
﹁
詞
﹂
の
所
以

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
メ
タ
フ
ァ
ー
が
い
か
に
生
起
し
て
く
る
も
の
な

の
か
の
観
察
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
だ
が
そ
れ
は
単
に
、
例
え
る
も
の

と
例
え
ら
れ
る
も
の
と
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な

い
。﹁
生
活
の
印
象
主
義
者
﹂
の
﹁
自
然
の
口
﹂
か
ら
生
起
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
す
な
わ
ち
あ
る
物
理
的
な
環
境
の
中
で
、
身
体
を
通
し
て
何
か
を

知
覚
し
た
り
、
行
動
し
た
り
す
る
こ
と
、
そ
こ
か
ら
メ
タ
フ
ァ
ー
が
生
起
し

て
い
る
こ
と
が
、
花
房
の
こ
の
日
の
診
療
体
験
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
そ
れ
が
こ
の
症
例
報
告
を
理
解
す
る
た
め
に
、
き
ち
ん
と
お
さ
え
て

お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
。

　

メ
タ
フ
ァ
ー
理
論
と
し
て
、
わ
た
く
し
た
ち
の
経
験
を
通
し
て
そ
こ
か
ら

構
造
化
さ
れ
た
知
識
体
系
で
あ
る
﹁
フ
レ
ー
ム
﹂
ど
う
し
を
対
応
さ
せ
る
、

す
な
わ
ち
﹁
元
フ
レ
ー
ム
﹂
の
﹁
先
フ
レ
ー
ム
﹂
へ
の
﹁
写
像
﹂
に
よ
っ
て

メ
タ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
意
味
の
二
重
性
を
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る

﹁
認
知
メ
タ
フ
ァ
ー
理
論７
﹂、
お
よ
び
﹁
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
﹂
に
依

拠
し
て
メ
タ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
概
念
の
拡
張
性
を
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し

て
い
る
﹁
融
ブ
レ
ン
デ
ィ
ン
グ合
理
論８
﹂
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
れ
ら
よ
り
も
優
位
な
理
論

と
し
て
、
鍋
島
弘
治
朗
は
﹁
身
体
性
メ
タ
フ
ァ
ー
理
論
﹂
を
提
案
し
て
い
る
。

　

鍋
島
に
よ
れ
ば
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
、﹁
現
実
状
況
﹂
に
対
し
て
﹁
異
な

る
フ
レ
ー
ム
﹂
を
﹁
仮
想
的
﹂
に
立
ち
上
げ
、
そ
の
﹁
フ
レ
ー
ム
﹂
か
ら
﹁
現

実
状
況
﹂
に
﹁
身
体
性
︵
イ
メ
ー
ジ
、
情
動
、
推
論
︶
を
写
像
す
る
こ
と９
﹂
で

あ
り
、
メ
タ
フ
ァ
ー
理
解
に
は
、﹁
仮
想
ス
ペ
ー
ス
に
お
け
る
別
の
状
況
フ

レ
ー
ム
の
創
出
﹂、﹁
仮
想
状
況
フ
レ
ー
ム
に
お
け
る
身
体
性
の
活
性
化
﹂、

﹁
仮
想
状
況
フ
レ
ー
ム
か
ら
現
実
状
況
フ
レ
ー
ム
へ
の
身
体
性
の
写
像
﹂
の

三
段
階
が
関
わ
っ
て
い
るＡ
。

　
﹁
一
枚
板
﹂
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
、
こ
の
鍋
島
の
﹁
身
体
性
メ
タ
フ
ァ
ー
理

論
﹂
を
媒
介
に
捉
え
な
お
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
百
姓
た
ち
が
こ
の
病
気
を

﹁
一
枚
板
﹂
と
呼
ん
で
き
た
、
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
生
成
、
お
よ
び
理
解
の

プ
ロ
セ
ス
を
、
花
房
や
語
り
手
が
い
か
に
把
握
可
能
だ
っ
た
の
か
を
跡
付
け
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て
み
る
こ
と
に
な
る
。
ま
ず
こ
の
患
者
を
め
ぐ
る
﹁
現
実
状
況
フ
レ
ー
ム
﹂

と
し
て
は
、
筋
肉
、
緊
縮
、
堅
い
、
微
細
な
振
動
、
猛
烈
な
痙
攣
、
跳
ね
上

が
る
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
、
花
房
が
知
覚
し
た
は
ず
の
夏
の
百
姓
家
の
様
子
が
あ
っ

た
。
そ
の
建
築
材
や
建
具
な
ど
の
形
や
色
、
状
態
を
知
覚
し
、
百
姓
た
ち
の

生
活
ぶ
り
を
知
っ
た
こ
と
が
﹁
仮
想
ス
ペ
ー
ス
﹂
を
構
成
し
、﹁
仮
想
状
況

フ
レ
ー
ム
﹂
と
し
て
、
堅
固
な
木
材
に
よ
る
耐
久
性
の
あ
る
構
造
物
、
太
い

柱
と
細
い
柱
、
厚
い
板
と
薄
い
板
、
紙
や
土
、
褐
色
︵
化
す
る
︶
素
材
が
多
い
、

屋
根
、
天
井
、
壁
、
床
、
敷
居
、
戸
、
畳
、
間
取
り
、
大
工
に
よ
る
造
作
、

切
る
削
る
、︵
垂
直
に
︶
立
て
る
、
横
︵
水
平
︶
に
す
る
、
組
む
、
嵌
め
る
、

打
ち
付
け
る
、
外
す
、
材
料
や
建
具
を
立
て
か
け
た
り
寝
か
せ
て
お
い
た
場

合
、
振
動
で
倒
れ
た
り
跳
ね
上
が
る
こ
と
が
あ
る
な
ど
の
建
築
・
建
物
フ

レ
ー
ム
が
創
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
想
起
す
る
者
に
は
、

形
状
、
堅
さ
、
色
な
ど
の
知
覚
や
、
振
動
を
加
え
れ
ば
倒
れ
た
り
跳
ね
た
り

す
る
と
い
う
推
論
、
倒
れ
た
り
跳
ね
上
が
っ
た
り
転
が
っ
た
り
し
な
い
よ
う

に
慎
重
に
取
り
扱
う
身
体
動
作
の
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
そ
う
な
っ
た
際
の
危
う

さ
や
驚
き
な
ど
の
情
動
が
喚
起
さ
れ
活
性
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
﹁
仮
想
状
況
フ
レ
ー
ム
﹂
が
現
実
の
破
傷
風
患
者
の
﹁
現
実
状
況
フ

レ
ー
ム
﹂
に
写
像
さ
れ
る
こ
と
で
、
建
築
・
建
物
フ
レ
ー
ム
に
ま
つ
わ
る
知

覚
や
推
論
、
身
体
動
作
イ
メ
ー
ジ
、
情
動
が
、
患
者
の
緊
縮
し
た
筋
肉
に
板

の
よ
う
な
形
状
と
堅
い
触
感
を
喚
起
さ
せ
、
振
動
を
与
え
れ
ば
跳
ね
上
が
る

だ
ろ
う
と
い
う
推
論
を
促
し
、
だ
か
ら
こ
の
少
年
患
者
の
家
族
た
ち
は
静
か

に
動
か
ず
に
彼
を
見
守
り
、
花
房
が
訪
れ
て
も
立
っ
て
き
て
迎
え
よ
う
と
は

し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
振
動
で
板
を
跳
ね
さ
せ
な
い
よ
う
な
、
そ
れ
に
見

合
っ
た
慎
重
な
身
体
動
作
が
要
求
さ
れ
、
い
っ
た
ん
振
動
を
加
え
て
痙
攣
が

起
こ
る
際
の
驚
き
の
情
動
と
い
っ
た
も
の
を
呼
び
起
こ
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

花
房
が
右
足
を
敷
居
に
踏
み
か
け
た
振
動
で
患
者
が
跳
ね
上
が
っ
た
際
、
彼

に
は
﹁
は
つ
と
思
﹂
う
情
動
が
生
じ
て
い
た
が
、
こ
の
情
動
は
床
に
置
い
て

お
い
た
一
枚
の
薄
い
板
を
は
か
ら
ず
も
振
動
で
跳
ね
上
が
ら
せ
て
し
ま
っ
た

際
に
生
じ
る
情
動
で
も
あ
る
。

　

こ
う
し
て
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、﹁
仮
想
状
況
フ
レ
ー
ム
﹂
の
﹁
現
実
状

況
フ
レ
ー
ム
﹂
へ
の
写
像
と
し
て
﹁
一
枚
板
﹂
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
構
築
の

プ
ロ
セ
ス
を
復
元
で
き
る
ほ
ど
に
、
そ
れ
に
関
与
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
が

描
か
れ
て
お
り
、
そ
の
事
物
を
含
む
環
境
の
中
に
生
き
る
百
姓
た
ち
の
日
常

生
活
や
経
験
と
﹁
一
枚
板
﹂
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
ー
と
の
関
連
性
が
、
強
固
な

必
然
性
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
明
瞭
に
う
か
が
わ
せ
る
臨
床
記
録
と
な
っ

て
い
る
。

四
　「
生
活
の
印
象
主
義
者
の
報
告
」
を
め
ぐ
る
認
識
論

　

な
ら
ば
、医
療
行
為
と
直
接
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、百
姓
の
﹁
自

然
の
口
﹂
に
よ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
構
築
の
過
程
を
跡
付
け
可
能
な
観
察
が
、
な

ぜ
臨
床
の
記
憶
の
物
語
に
挿
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の

理
由
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。
知
覚
イ
メ
ー
ジ
、
運
動
イ
メ
ー
ジ
、
そ
し

て
情
動
と
い
っ
た
身
体
性
を
強
く
組
み
込
ん
だ
鍋
島
の
﹁
身
体
性
メ
タ

フ
ァ
ー
理
論
﹂
が
足
掛
か
り
の
一
つ
に
し
て
い
る
﹁
認
知
意
味
論
﹂
に
立
つ

ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ
フ
は
、﹁
理
性
の
営
み
は
身
体
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
に
は
、
抽
象
的
な
理
性
や
創
造
的
な
理
性
の
働
き
、

そ
れ
か
ら
具
体
的
な
事
物
に
関
し
て
の
推
論
も
含
ま
れ
る
。
人
間
の
理
性
は
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超
越
的
理
性
の
具
体
化
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
と
い
う
生
物

体
、
な
ら
び
に
そ
の
生
物
体
と
し
て
の
個
人
的
、
集
団
的
経
験
に
寄
与
す
る

す
べ
て
の
事
柄
の
本
質
│
そ
の
遺
伝
的
な
素
質
、
そ
れ
が
住
む
環
境
の
本

質
、
そ
の
環
境
の
中
で
そ
れ
が
機
能
す
る
や
り
方
、
そ
の
社
会
的
な
機
能
の

本
質
、
な
ど
と
い
っ
た
も
の
│
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
るＢ
﹂
と
指
摘
し
、

こ
う
し
た
見
解
を
﹁
経
験
的
実
在
論
﹂
あ
る
い
は
﹁
経
験
基
盤
主
義
﹂
と
呼

ん
で
い
るＣ
。﹁
思
考
す
る
人
間
の
性
質
及
び
経
験
か
ら
独
立
さ
せ
て
意
味
を

定
義
﹂
す
る
よ
う
な
﹁
客
観
主
義
﹂
へ
の
批
判
者
レ
イ
コ
フＤ
が
、﹁
理
性
の

営
み
﹂
は
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
身
体
経
験
・
身
体
性
が
、
人
間
の
生
物
体

と
し
て
の
性
質
や
能
力
、
そ
れ
が
活
動
し
相
互
作
用
す
る
環
境
や
そ
の
性
質

を
基
盤
に
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
、
そ
れ
を
実
在
論
に
組
み
込
め
る
と
判

断
し
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
た
い
。

　

こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、﹁
世
界
は
、
心
か
ら
独
立
な
対
象
の
あ
る
固
定

さ
れ
た
総
体
か
ら
成
﹂
り
、﹁﹁
世
界
の
在
り
方
﹂
に
つ
い
て
の
真
で
完
全
な

記
述
が
た
だ
一
つ
存
在
す
る
﹂
と
い
う
﹁
形
而
上
学
的
実
在
論
﹂、
い
わ
ば

﹁
神
の
眼
か
ら
の
観
点
﹂
に
立
つ
よ
う
な
﹁
外
在
主
義
﹂
か
ら
、﹁﹁
真
理
﹂

と
は
、
あ
る
種
の
︵
理
想
化
さ
れ
た
︶
合
理
的
受
容
可
能
性
﹂
で
あ
り
、﹁
心

か
ら
独
立
し
た
、
あ
る
い
は
談
話
か
ら
独
立
し
た
﹁
事
態
﹂
と
の
対
応
で
は

な
い
﹂
と
す
る
﹁
内
在
主
義
﹂
へ
と
転
向
し
た
ヒ
ラ
リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
の
、

﹁
世
界
の
﹁
真
な
る
﹂
理
論
や
記
述
は
一
つ
以
上
存
在
す
る
﹂
と
い
う
立
場Ｅ

が
あ
る
。﹁
経
験
基
盤
主
義
﹂
は
こ
の
パ
ト
ナ
ム
の
﹁
内
在
的
実
在
論
﹂
を

支
え
の
一
つ
と
し
て
い
る
。﹁
心
は
︿
唯
一
つ
の
真
な
る
理
論
﹀
に
よ
る
記

述
を
許
す
よ
う
な
一
つ
の
世
界
を
単
に
﹁
模
写
す
る
﹂
も
の
で
は
な
﹂
く
、

﹁
心
と
世
界
と
は
相
携
え
て
心
と
世
界
と
を
制
作
す
るＦ
﹂
と
い
う
こ
の
﹁
内

在
的
実
在
論
﹂
か
ら
す
れ
ば
、
真
理
を
語
る
権
能
は
自
然
科
学
、
医
学
に
独

占
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
相
対
主
義
に
陥
落
す
る
も
の
で
は
な
い
。

レ
イ
コ
フ
は
﹁
内
在
的
実
在
論
﹂
を
世
界
と
、
世
界
の
中
で
の
人
間
の
﹁
機

能
の
し
か
た
と
に
真
の
地
位
を
与
え
る
よ
う
な
、
人
間
の
視
点
か
ら
見
た
実

在
論
﹂
で
あ
る
と
し
、
わ
た
く
し
た
ち
が
理
解
す
る
現
実
は
そ
の
経
験
を
通

し
て
の
﹁
概
念
の
図
式
﹂
に
よ
っ
て
構
造
を
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
経
験
は

わ
た
く
し
た
ち
が
不
可
分
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
現
実
世
界
に
よ
り
限
界
が

設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
、
相
対
主
義
を
回
避
し
、
実
在
論
を
保
つ
と
捉
え

て
い
るＧ
。﹁
一
枚
板
﹂
の
﹁
詞
﹂
が
発
せ
ら
れ
る
場
所
が
﹁
自
然
の
口
﹂
と

表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、﹁
詞
﹂
の
主
の
身
体
と
そ
れ
が
活
動
す
る
環
境
と

い
う
双
方
の
物
理
的
基
盤
に
制
約
さ
れ
た
経
験
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
で
、

そ
の
口
に
よ
る
﹁
報
告
﹂
が
相
対
主
義
に
拡
散
す
る
も
の
で
も
な
く
、
ま
た

実
在
論
に
つ
な
が
り
得
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
て
い
る
証
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
﹁
身
体
性
メ
タ
フ
ァ
ー
理
論
﹂
や
、
そ
の
発
想
の
足
掛
か
り
の

一
つ
に
な
っ
て
い
る
﹁
認
知
意
味
論
﹂
と
交
渉
し
て
み
る
と
、﹁
一
枚
板
﹂

の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
﹁
生
活
の
印
象
主
義
者
﹂
な
ら
で
は
の
﹁
簡
に
し
て
尽
し

た
﹂
も
の
で
あ
る
と
い
う
語
り
の
指
摘
は
、
彼
ら
の
日
常
の
物
理
的
環
境
に

お
け
る
身
体
運
動
や
知
覚
、
推
論
、
情
動
が
、
メ
タ
フ
ァ
ー
の
生
起
に
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
、
自
然
を
経
験
す
る
人
間
の

そ
の
経
験
の
理
解
の
さ
れ
方
を
明
ら
か
に
す
る
真
理
と
し
て
、﹁
一
枚
板
﹂

が
﹁
合
理
的
受
容
可
能
性
﹂
に
か
な
っ
た
﹁
世
界
の
﹁
真
な
る
﹂
理
論
や
記

述
﹂
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
的
確
に
つ
か
み
取
っ
て
い
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。
陽
明
学
の
﹁
知
行
合
一
﹂
が
知
と
行
為
の
切
り
離

せ
な
い
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
百
姓
た
ち
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
作
成
も
知
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と
行
為
が
切
り
離
し
得
な
い
こ
と
に
あ
る
。﹁
心
と
世
界
と
は
相
携
え
て
心

と
世
界
と
を
制
作
﹂
し
て
い
る
、
そ
の
一
例
が
﹁
一
枚
板
﹂
と
い
う
メ
タ

フ
ァ
ー
で
あ
る
。
花
房
が
こ
の
患
者
の
家
を
初
め
て
訪
れ
た
折
の
百
姓
家
の

光
景
が
、
こ
の
症
例
報
告
に
お
い
て
丹
念
に
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
理
由
も
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
﹁
落
架
風
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
、
花
房
自
ら
実
践
す
る
医
学
の
知
を
、
正

確
に
対
象
と
し
て
の
身
体
を
語
り
そ
れ
に
介
入
し
得
て
い
る
も
の
と
し
て
措

定
し
て
い
た
こ
と
に
対
し
、
こ
の
﹁
一
枚
板
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
実
在
論

を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
、﹁
形
而
上
学
的
実
在
論
﹂﹁
外
在
的
実
在
論
﹂
に
一

方
的
に
与
す
る
こ
と
は
せ
ず
、﹁
世
界
の
﹁
真
な
る
﹂
理
論
や
記
述
﹂
の
複

数
性
と
そ
の
制
作
の
さ
れ
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
わ
た
く
し
た
ち
は

現
実
世
界
を
ど
の
よ
う
に
知
る
の
か
に
つ
い
て
の
認
識
論
的
検
証
を
行
い
、

知
の
基
盤
と
な
る
﹁
理
性
の
営
み
﹂
を
問
う
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

五
　
妊
娠
の
存
在
論
、
あ
る
い
は
「
実
在
の
複
数
性
」

　

三
つ
め
の
臨
床
報
告
﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
は
、
父
の
留
守
中
、
す
で
に
近
隣

の
何
人
か
の
医
者
か
ら
﹁
脹
満
﹂
や
﹁
癌
﹂
の
疑
い
を
受
け
て
き
て
い
る
若

い
女
性
患
者
が
訪
れ
、
そ
れ
が
妊
娠
で
あ
っ
た
と
見
抜
い
た
事
例
が
回
想
さ

れ
る
。
こ
の
話
は
、
花
房
が
他
の
医
師
の
誤
診
を
見
破
る
ほ
ど
に
正
確
な
知

識
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
経
験
が
重
な
り
診
断
能
力
が
向
上
し
て
い
た
こ

と
、
父
の
よ
う
な
﹁
全
幅
の
精
神
﹂
を
集
中
し
て
患
者
を
診
る
姿
勢
に
次
第

に
近
づ
い
て
き
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
語
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。

　

他
の
医
師
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
手
法
で
彼
女
を
診
断
し
た
の
か
は
語
ら

れ
て
い
な
い
が
、
お
お
よ
そ
の
こ
と
は
、
彼
女
に
投
げ
か
け
ら
れ
た
病
名
か

ら
逆
算
的
に
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。﹁
脹
満
﹂
は
お
腹
の
形
を
外

側
か
ら
視
診
す
る
こ
と
に
頼
っ
て
、
ま
た
﹁
癌
﹂
か
も
し
れ
な
い
と
診
断
し

た
医
者
は
、
そ
の
判
断
理
由
を
﹁
ど
う
も
堅
い
か
ら
﹂
と
し
て
い
る
の
で
、

触
診
を
頼
り
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
か
ら
指
摘
で

き
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
診
療
実
践
に
よ
っ
て
、
対
象
と
し
て
の
彼
女
は

単
一
性
の
う
ち
に
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
見
出
さ
れ
る
身
体
は
排
他
的
に
存

在
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
女
の
身
体
の
取
り
扱
い
方

を
め
ぐ
っ
て
は
、﹁
脹
満
﹂
な
ら
ば
そ
の
﹁
腹
水
﹂
を
針
で
抜
く
べ
き
だ
が
、

﹁
癌
﹂
で
あ
れ
ば
同
じ
治
療
は
禁
物
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
と
も
に
は

行
う
こ
と
の
で
き
な
い
衝
突
す
る
行
為
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

一
方
、
花
房
は
、
助
手
の
佐
藤
か
ら
聞
か
さ
れ
た
問
診
結
果
を
も
と
に
し

つ
つ
、
こ
の
患
者
を
寝
台
に
寝
さ
せ
腹
を
触
診
し
た
上
で
、﹁
聴
診
器
﹂
に

よ
る
聴
診
を
す
る
こ
と
で
、
胎
児
の
心
音
を
聴
き
分
け
、
そ
の
妊
娠
を
突
き

止
め
る
。
の
み
な
ら
ず
、
初
め
て
こ
の
女
性
を
見
た
際
の
﹁Cliente

と
し

て
こ
れ
に
対
し
て
ゐ
る
花
房
も
、
ひ
ど
く
媚
の
あ
る
目
だ
と
思
つ
た
﹂
と
い

う
、
い
わ
ば
異
性
を
誘
惑
す
る
力
を
帯
び
た
身
体
へ
の
視
診
に
よ
る
気
づ
き

が
、
臨
床
行
為
を
強
化
し
て
い
る
。
斎
藤
環
に
よ
れ
ば
、
医
学
教
育
で
の
諺

の
一
つ
に
﹁
女
を
見
た
ら
妊
娠
と
思
え
﹂
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
先
入
観
と

し
て
妊
娠
の
可
能
性
を
常
に
視
野
に
入
れ
る
こ
と
で
、
重
大
な
見
落
と
し
が

減
り
診
断
の
精
度
が
上
が
る
と
い
う
意
味
だ
と
の
こ
と
だ
がＨ
、
患
者
を
﹁
感

動
せ
ず
に
、
冷
眼
に
視
て
ゐ
る
処
に
医
者
の
強
み
が
あ
る
﹂
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
そ
う
い
う
境
地
に
は
到
り
得
ぬ
ま
ま
﹁
ま
だ
病
人
が
人
間
に
見
え
て
ゐ

る
う
ち
﹂
に
、
病
人
を
扱
わ
な
く
な
っ
た
花
房
に
と
っ
て
、
こ
の
女
性
の
﹁
媚

の
あ
る
目
﹂
へ
の
気
づ
き
は
、
逆
に
病
人
が
人
間
に
見
え
て
い
た
が
ゆ
え
の
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臨
床
眼
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
かＩ
。
こ
の
女
の
家
へ
若
い
小
学
校
教

員
が
出
入
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
後
に
明
ら
か
に
な
る
が
、﹁
子
が
無
く
て

夫
に
別
れ
て
か
ら
、
裁
縫
を
し
て
一
人
で
暮
ら
し
て
ゐ
る
女
な
の
で
、
外
の

医
者
は
妊
娠
に
気
が
附
か
な
か
つ
た
﹂
一
方
で
、
花
房
が
そ
れ
に
気
づ
き
得

た
の
は
、
ま
だ
病
人
が
人
間
に
見
え
る
臨
床
眼
に
よ
っ
て
、﹁Coup d ’œ

il

﹂、

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
が
﹁
よ
り
よ
く
貫
通
し
、
も
っ
と
遠
く
ま
で
も
の
の

下
に
達
す
るＪ
﹂
も
の
と
い
う
よ
う
な
一
瞥
が
、
今
目
の
前
に
い
る
女
の
身
体

の
表
面
に
隠
さ
れ
た
そ
の
私
生
活
上
の
実
態
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
妊
娠
の
名
で
呼
ば
ず
、﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
と
あ
え

て
つ
け
た
そ
の
診
断
名
が
指
し
示
す
も
の
は
、
胎
児
の
発
生
の
起
因
と
な
っ

た
女
の
性
の
欲
求
と
い
う
﹁
生
理
的
﹂
な
も
の
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
そ
れ

は
﹁
聴
診
器
﹂
を
使
っ
た
母
子
二
つ
の
心
音
の
注
意
深
い
聴
き
分
け
と
と
も

に
、﹁
腹
水
﹂
を
抜
く
﹁
套
管
針
﹂
の
よ
う
に
、
花
房
の
鋭
い
一
瞥
が
女
の

身
体
の
奥
と
そ
の
身
体
の
背
後
に
あ
る
も
の
を
貫
い
て
抜
き
出
す
実
践
に

よ
っ
て
実
在
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
花
房
ら
医
師
た
ち
の
診
断
行
為
や
そ
れ
に
結
果
す
る
見
立
て

の
相
違
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
対
象
に
つ
い
て
各
々
の
医
学
上
の

知
識
が
正
確
に
対
応
で
き
て
い
る
か
と
い
う
認
識
論
上
の
問
題
が
そ
こ
に
は

展
開
さ
れ
て
い
る
と
ま
ず
は
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
他
の
医
師
か
ら
﹁
脹
満
﹂

や
﹁
腹
腔
の
腫
瘍
﹂
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
人
の
女
性
の
身
体

で
あ
り
な
が
ら
排
他
的
に
二
つ
の
も
の
に
さ
れ
て
い
た
身
体
が
、﹁
生
理
的

腫
瘍
﹂
と
い
う
診
断
名
の
も
と
に
一
つ
に
収
斂
さ
れ
る
よ
う
に
妊
婦
の
身
体

と
し
て
実
在
化
し
た
こ
と
は
、
認
識
論
に
と
ど
ま
ら
な
い
あ
る
問
題
を
浮
上

さ
せ
て
く
る
。

　

ア
ネ
マ
リ
ー
・
モ
ル
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
大
学
病
院
で
の
﹁
ア
テ
ロ
ー
ム
性

動
脈
硬
化
症
﹂
の
診
断
・
治
療
の
﹁
実
行
﹂︵enact

︶
の
さ
れ
方
を
観
察
し

た
﹁
実
践
誌
﹂
に
お
い
て
、
部
局
に
よ
っ
て
動
脈
硬
化
が
﹁
複
数
化
﹂
し
、

﹁
多
重
化
﹂
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
たＫ
。
す
な
わ
ち
、
臨
床
に
お
い

て
外
来
診
察
室
で
は
﹁
痛
み
﹂
や
﹁
間
欠
性
跛
行
﹂
と
し
て
、
病
理
学
で
は

血
管
の
﹁
内
膜
﹂
の
﹁
肥
厚
﹂
と
し
て
﹁
実
行
﹂
さ
れ
る
。
肥
厚
し
た
血
管

壁
は
手
術
し
た
患
者
、
あ
る
い
は
切
断
さ
れ
た
足
に
由
来
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
顕
微
鏡
下
の
横
断
面
と
し
て
あ
る
わ
け
な
の
で
、
そ
れ
は
診
察
室

に
お
け
る
患
者
の
足
の
痛
み
や
跛
行
と
同
じ
場
で
同
時
に
﹁
実
行
﹂
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
だ
。
血
管
外
科
で
は
、
血
管
の
浸
食
は
削
り
取
ら
れ
た
り
、

バ
イ
パ
ス
さ
れ
る
も
の
と
し
て
﹁
実
行
﹂
さ
れ
る
。﹁
ア
テ
ロ
ー
ム
性
動
脈

硬
化
症
﹂
と
単
一
に
呼
ば
れ
て
は
い
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
﹁
多
と
し
て

の
身
体Ｌ
﹂
で
あ
り
、﹁
実
在
は
複
数
化Ｍ
﹂
す
る
。

　
﹁
ア
テ
ロ
ー
ム
性
動
脈
硬
化
症
﹂
を
め
ぐ
る
モ
ル
の
観
察
は
、
医
療
の
実

践
が
知
と
行
為
を
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
て
い
る
。
臨
床
で
あ
れ
、
病
理
学
で
あ
れ
、
現
場
の
︿
い
ま-

こ
こ
﹀

に
お
け
る
行
為
、
実
践
に
お
い
て
対
象
は
複
数
現
出
す
る
。
そ
し
て
、
医
療

実
践
に
お
け
る
﹁
実
在
の
複
数
性
﹂
を
明
る
み
に
出
し
た
そ
の
﹁
実
践
誌
﹂

が
扱
っ
て
い
る
の
は
、
医
学
の
知
が
対
象
を
正
確
に
表
象
し
得
て
い
る
か
と

い
う
認
識
論
上
の
問
題
で
は
な
く
、
対
象
が
い
か
に
実
在
化
し
存
在
す
る
の

か
を
め
ぐ
る
存
在
論
上
の
問
題
で
あ
る
。
モ
ル
は
、﹁
西
洋
の
伝
統
で
は
︵
く

り
返
し
何
度
も
︶
実
在
は
一
つ
し
か
な
い
し
、
実
在
に
つ
い
て
の
一
つ
の
、

一
義
的
な
真
実
を
語
る
よ
う
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た

か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
西
洋
の
実
践
に
お
い
て
実
在
が
い
か
に
取
り
扱
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わ
れ
て
い
る
の
か
と
は
一
致
し
な
い
﹂、
す
な
わ
ち
﹁
理
論
上
は
、
西
洋
科

学
は
単
一-

実
在
論
︵m

ono-realist

︶
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
践
上
は
そ
う

で
は
な
か
っ
た
﹂
と
ま
と
め
て
い
るＮ
。

　

他
の
医
師
た
ち
の
診
断
は
結
果
的
に
は
誤
診
で
あ
っ
た
も
の
の
、
妊
娠
を

い
い
当
て
た
花
房
の
慎
重
な
診
察
も
含
め
、
医
学
知
識
、
診
察
行
為
で
の
重

点
の
置
か
れ
方
、
患
者
の
身
体
と
接
触
す
る
医
師
の
身
体
の
使
い
方
、
聴
診

器
な
ど
の
診
療
器
具
の
使
わ
れ
方
な
ど
、
多
様
な
実
践
の
あ
り
方
に
お
い
て

患
者
の
身
体
は
異
な
っ
て
実
在
化
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、﹁
生
理
的
腫

瘍
﹂
診
断
の
事
例
は
示
唆
し
て
い
る
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、
モ
ル
の
﹁
実
践
誌
﹂
と
同
様
に
、﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
、
花
房
が
依
拠
す
る
西
洋
医
学
が
、
実
際
に
﹁
単
一-

実

在
論
﹂
で
は
な
い
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
存
在
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ

の
女
性
患
者
が
妊
婦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
端
的
に
絡
ん
で
い
る
。
花
房
の

前
に
こ
の
女
性
を
診
た
医
師
の
所
見
の
う
ち
、﹁
脹
満
﹂
と
の
見
誤
り
は
妊

婦
と
し
て
お
腹
周
り
が
次
第
に
膨
ら
ん
で
く
る
外
形
の
変
容
に
関
わ
っ
て
お

り
、﹁
癌
﹂
と
の
見
誤
り
は
子
宮
の
胎
児
に
関
わ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ

ら
の
見
誤
り
は
、
妊
娠
女
性
の
身
体
が
、
母
体
と
胎
児
と
の
複
数
性
と
し
て

存
在
す
る
こ
と
に
通
ず
る
も
の
だ
。
妊
婦
そ
の
も
の
が
す
で
に
単
一
の
実
在

と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
母
体
の
変
容

と
胎
児
の
生
育
は
、
最
早
﹁
脹
満
﹂
や
﹁
癌
﹂
と
い
っ
た
異
な
る
病
気
の
よ

う
に
別
個
に
存
在
す
る
も
の
で
も
な
い
。
モ
ル
が
観
察
し
た
動
脈
硬
化
症
の

﹁
複
数
化
﹂﹁
多
重
化
﹂
は
、﹁
断
片
化
﹂
さ
れ
﹁
多
元
化
﹂
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
多
数
で
あ
っ
て
も
、
ま
と
ま
っ
て
も
い
る
か
ら
で
あ

る
。
一
時
は
﹁
脹
満
﹂
と
み
な
さ
れ
た
お
腹
の
膨
ら
み
、﹁
癌
﹂
と
疑
わ
れ

た
内
部
の
堅
さ
は
、
母
体
の
変
化
と
胎
児
の
生
育
に
配
置
し
直
さ
れ
、
妊
娠

か
ら
出
産
に
い
た
る
ま
で
の
変
容
し
続
け
る
女
性
の
身
体
の
診
断
や
治
療

は
、
あ
る
場
合
に
は
母
体
を
め
ぐ
る
実
践
と
し
て
、
ま
た
あ
る
場
合
に
は
胎

児
を
め
ぐ
る
実
践
と
し
て
、
花
房
が
二
つ
の
心
音
を
聴
き
分
け
区
別
し
た
よ

う
に
、
な
お
か
つ
双
方
の
重
な
り
合
い
の
う
ち
に
、
複
数
化
し
た
実
在
と
し

て
﹁
実
行
﹂
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
佐
藤
勤
也
編
纂
﹃
新
訂
十
五
版　

実
用
産
科
学
﹄
前
編
︵
半
田

屋
医
籍
商
店　

一
九
〇
七
︵
明
治
四
〇
︶・
五
︶
で
は
﹁
羊
膜
水
腫
﹂
に
つ
い
て
、

そ
の
症
状
と
し
て
は
子
宮
の
﹁
円
形
拡
張
﹂
や
下
腹
の
﹁
膨
満
﹂﹁
緊
痛
﹂、

下
肢
の
﹁
神
経
痛
﹂、﹁
呼
吸
困
難
﹂
な
ど
が
あ
り
、
胎
児
は
﹁
異
常
ナ
ル
体

位
﹂、﹁
腎
臓
及
心
臓
﹂
の
﹁
肥
大
﹂、﹁
臍
帯
ノ
脱
出
﹂
な
ど
が
あ
る
と
し
、

軽
症
で
あ
れ
ば
﹁
腹
帯
﹂
の
使
用
で
足
る
が
、
呼
吸
困
難
に
よ
っ
て
妊
婦
に

生
命
の
危
機
が
あ
る
場
合
に
は
﹁
穿
刺
﹂
に
よ
る
人
工
流
産
を
行
う
べ
き
と

し
て
い
る
。
診
察
室
で
は
問
診
、
視
診
、
触
診
、
聴
診
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
妊
婦
の
腹
部
の
形
状
や
痛
み
、
呼
吸
の
状
態
、
胎
児
の
変
位
と
い
っ
た
母

子
双
方
に
及
ぶ
複
数
の
症
状
と
し
て
そ
の
病
が
立
ち
現
れ
、
外
科
的
な
処
置

と
し
て
は
妊
婦
の
救
命
に
胎
児
の
流
産
を
促
す
こ
と
が
あ
り
、
胎
児
の
内
臓

の
肥
大
は
人
工
流
産
後
の
病
理
解
剖
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ

て
、﹁
羊
膜
水
腫
﹂
は
診
療
の
﹁
実
行
﹂
に
排
他
性
を
伴
い
つ
つ
、
複
数
化
、

多
重
化
し
て
い
る
。

　

花
房
の
女
性
患
者
に
施
さ
れ
る
医
療
は
彼
女
本
人
に
関
す
る
も
の
の
み
な

ら
ず
、﹁
套
管
針
な
ん
ぞ
を
立
て
ら
れ
な
く
て
為
合
せ
だ
つ
た
﹂
と
花
房
が

述
べ
る
よ
う
に
、
胎
児
の
命
に
も
関
わ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も

の
で
も
あ
り
、
そ
の
後
の
妊
婦
自
身
と
胎
児
の
経
過
に
よ
っ
て
は
、
多
重
化



〔　　〕95

し
た
医
療
実
践
が
な
さ
れ
得
る
身
体
で
あ
る
。
妊
婦
の
身
体
は
複
数
性
、
多

重
性
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

妊
娠
を
妊
娠
と
呼
ば
ず
、
花
房
が
﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
と
の
造
語
で
そ
れ
を

指
示
す
る
こ
と
に
お
い
て
、﹁
生
理
的
﹂
な
も
の
と
し
て
の
女
の
性
の
欲
求

に
よ
っ
て
生
じ
た
胎
児
は
、
な
ぜ
﹁
腫
瘍
﹂
と
例
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
か
。﹁
腫
瘍
﹂
が
放
置
し
て
お
か
れ
れ
ば
次
第
に
大
き
く
な
る
よ
う
に
、

胎
児
も
ま
た
次
第
に
大
き
く
な
る
。﹁
腫
瘍
﹂
は
必
ず
し
も
悪
性
の
も
の
ば

か
り
で
は
な
い
が
、
そ
れ
が
﹁
癌
﹂
で
あ
る
場
合
、
患
者
の
生
命
や
生
活
は

脅
か
さ
れ
、
危
機
に
直
面
す
る
。﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
と
し
て
の
胎
児
を
抱
え

る
女
は
、
男
が
通
っ
て
く
る
生
活
を
送
っ
て
い
な
が
ら
も
、
現
在
、
離
婚
歴

の
あ
る
独
身
で
あ
る
。
そ
の
胎
児
の
成
長
に
伴
っ
て
、
彼
女
は
そ
の
生
活
の

変
化
を
伴
う
こ
と
に
な
り
、
と
も
す
れ
ば
脅
威
に
直
面
し
か
ね
な
い
。﹁
腫

瘍
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
彼
女
の
こ
れ
ま
で
の
生
活
の
結
果
生
じ
た
も
の
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
今
後
の
私
生
活
に
お
い
て
立
ち
現
わ
れ
る
妊
娠
の
あ
り
か

た
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
あ
る

一
人
の
女
性
の
妊
娠
は
、
医
療
の
場
で
﹁
実
行
﹂
さ
れ
る
際
の
み
な
ら
ず
、

診
察
室
の
寝
台
の
上
と
は
異
な
る
彼
女
の
実
生
活
の
場
も
加
わ
っ
て
、
さ
ら

に
複
数
化
し
多
重
化
す
る
。﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
と
い
う
呼
称
は
、
そ
う
し
た

﹁
実
在
の
複
数
性
﹂
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
医
学
の
対
象
の
実

在
が
そ
の
都
度
の
︿
い
ま-

こ
こ
﹀
に
お
け
る
実
践
に
お
い
て
立
ち
現
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
吉
田
が
﹁
今
に
し
か
実
在
し
な
い
人
間
の
行
為
を
、
知
と

行
に
﹂
分
け
ら
れ
な
い
と
す
る
﹁
知
行
合
一
﹂
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

で
も
あ
る
の
だ
。

　
﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
は
複
数
性
と
し
て
実
現
す
る
。
こ
の
臨
床
報
告
は
、
単

一
性
と
し
て
は
実
在
し
な
い
存
在
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
西
洋
科
学
・
医
学

の
実
践
を
支
え
る
実
在
論
へ
の
問
い
直
し
が
懐
胎
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
っ
た

の
で
あ
り
、﹁
一
枚
板
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
認
識
論
で
あ
っ
た
こ
と
に
比
し
、

認
識
の
対
象
と
そ
の
存
在
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
再
考
す
る
存
在
論
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
臨
床
記
録
が
﹁
伝
統

的
認
識
方
法
の
合
理
性
﹂
を
め
ぐ
る
も
の
と
す
る
新
保
の
指
摘
は
、﹁
一
枚

板
﹂
に
つ
い
て
は
妥
当
と
し
て
も
、﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
に
関
し
て
は
認
識
論

か
ら
存
在
論
へ
と
ウ
ェ
イ
ト
が
移
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
疑
問
の
余
地
を
残

す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

六
　
人
と
モ
ノ
の
関
係
論

　

モ
ル
が
観
察
し
た
病
理
学
に
お
け
る
動
脈
硬
化
症
の
﹁
実
行
﹂
に
お
い
て
、

血
管
内
膜
の
肥
厚
は
﹁
顕
微
鏡
﹂
を
通
す
こ
と
で
可
視
化
さ
れ
る
が
、
そ
の

ほ
か
に
も
﹁
ポ
イ
ン
タ
ー
﹂﹁
ス
ラ
イ
ド
を
作
る
二
つ
の
ガ
ラ
ス
シ
ー
ト
﹂

﹁
ピ
ン
セ
ッ
ト
と
メ
ス
﹂﹁
染
色
液
﹂
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
モ
ノ
に
依
存
し
て
い

る
。
花
房
も
﹁
薬
籠
﹂、﹁
寝
台
﹂
や
﹁
聴
診
器
﹂、
往
診
先
に
赴
く
際
の
人

力
車
を
使
用
し
て
お
り
、
彼
の
臨
床
行
為
も
ま
た
や
は
り
そ
う
し
た
モ
ノ
に

依
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
種
々
の
モ
ノ
と
の
関
係
の
な
か
で
行
わ
れ
る
実

践
が
語
ら
れ
る
の
は
、
花
房
に
つ
い
て
の
み
で
は
な
い
。

　

テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
、﹁
小
金
井
き
み
子
﹂
の
﹁
千
住
の
家
﹂
が
書
い
て
い

な
か
っ
た
そ
の
家
の
歴
史
に
触
れ
た
後
す
ぐ
に
、﹁
柱
な
ん
ぞ
は
黒
檀
の
や

う
に
光
つ
て
ゐ
た
。
硝
子
の
器
を
載
せ
た
春
慶
塗
の
卓
や
、
白
い
シ
イ
ツ
を

掩
う
た
診
察
用
の
寝
台
が
、
此
柱
と
異
様
な
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
ゐ

た
﹂
と
診
察
室
の
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。
続
け
て
、
そ
の
前
の
庭
に
は
﹁
雛
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棚
の
や
う
な
台
﹂
に
翁
の
﹁
盆
栽
﹂
が
並
べ
ら
れ
て
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
翁

は
診
察
に
疲
れ
る
と
、
病
人
が
ま
だ
溜
ま
っ
て
い
て
も
﹁
煙
管
で
雲
井
を
吹

か
し
な
が
ら
﹂
そ
れ
を
ゆ
っ
く
り
眺
め
る
こ
と
、
午
前
と
午
後
に
一
度
ず
つ

三
十
分
ば
か
り
休
憩
し
、
別
の
小
部
屋
で
﹁
煎
茶
﹂
を
飲
む
こ
と
が
語
ら
れ

る
。
一
見
す
れ
ば
、
翁
の
悠
揚
迫
ら
ぬ
態
度
や
質
素
な
趣
味
道
楽
を
説
明
す

る
も
の
の
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
病
の
軽
重
を
問
わ
ず
﹁
全
幅
の
精

神
﹂
で
病
人
を
診
て
い
る
時
と
全
く
同
じ
態
度
で
臨
ん
で
い
る
こ
と
が
語
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
翁
の
趣
味
道
楽
の
類
に
見
え
た
品
も
、
彼
が
医

師
と
し
て
最
大
限
の
能
力
を
発
揮
す
る
こ
と
を
訓
練
す
る
モ
ノ
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。
診
察
時
間
中
に
患
者
を
待
た
せ
て
も
﹁
盆
栽
﹂
を
眺
め
、﹁
煙

管
﹂
を
吹
か
し
、﹁
茶
﹂
を
飲
む
の
も
、
そ
う
し
た
休
息
を
入
れ
る
こ
と
で
、

疲
労
に
臨
床
眼
を
曇
ら
さ
れ
な
い
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。﹁
盆
栽
﹂
も
﹁
煙
管
﹂
も
﹁
煎
茶
﹂
も
趣
味
道
楽
の
品
で
は
な
く
、

翁
に
と
っ
て
診
断
力
を
絶
え
ず
維
持
し
強
化
す
る
医
療
器
具
の
性
質
を
帯
び

た
も
の
に
変
化
す
る
。

　

花
房
が
翁
の
茶
に
付
き
合
わ
さ
れ
る
際
に
使
用
さ
れ
る
﹁
急
須
﹂
は
、﹁
代

赭
色
の
膚
にPem

phigus

と
い
ふ
水
泡
の
や
う
な
、
大
小
種
々
の
疣
が
出

来
て
ゐ
る
﹂
と
、
疱
瘡
患
者
の
皮
膚
に
例
え
ら
れ
る
よ
う
な
見
方
が
さ
れ
て

お
り
、
茶
碗
に
注
が
れ
た
茶
の
様
子
が
﹁
五
立
方
サ
ン
チ
メ
エ
ト
ル
位
の
濃

い
帯
緑
黄
色
の
汁
﹂
と
、
実
験
や
治
療
の
際
の
薬
液
の
状
態
を
観
察
、
説
明

す
る
よ
う
な
語
り
方
が
さ
れ
て
い
る
。
三
人
称
小
説
の
語
り
に
お
い
て
、
花

房
の
視
点
に
重
な
る
語
り
方
と
も
受
け
止
め
て
よ
い
所
だ
と
思
わ
れ
る
が
、

茶
道
具
が
こ
の
よ
う
に
医
療
の
場
で
目
に
す
る
も
の
の
よ
う
に
な
ぞ
ら
え
て

語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
既
に
単
な
る
茶
器
で
は
な
く
臨
床
の
領
域
に
編
み

込
ま
れ
て
い
る
そ
の
モ
ノ
が
、
そ
れ
を
見
る
者
に
疾
病
の
症
状
や
対
象
の
把

握
力
、
説
明
力
の
継
続
的
な
維
持
や
向
上
を
誘
発
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る

こ
と
が
う
か
が
え
る
。
花
房
に
と
っ
て
は
﹁
薬
籠
﹂
や
﹁
聴
診
器
﹂
の
み
な

ら
ず
、
と
り
わ
け
彼
が
翁
に
﹁
有
道
者
の
面
目
﹂
を
見
出
す
き
っ
か
け
に

な
っ
た
﹁
熊
沢
蕃
山
の
書
い
た
も
の
﹂
も
ま
た
、
父
を
別
様
に
見
直
す
花
房

の
視
野
を
開
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
父
へ
の
尊
敬
を
促

し
、
そ
う
し
た
姿
に
自
ら
を
高
め
て
い
こ
う
と
す
る
変
化
を
も
た
ら
し
た
存

在
だ
。

　

も
と
も
と
は
医
療
器
具
で
は
な
か
っ
た
モ
ノ
や
言
説
と
花
房
親
子
と
が
密

接
な
関
係
性
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
彼
ら
に
目
前
の
対
象
を
把

握
す
る
能
力
を
強
化
さ
せ
る
も
の
に
変
容
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
彼
ら
の
対

象
の
把
握
力
が
確
固
た
る
も
の
と
な
る
こ
と
で
、
臨
床
の
場
に
お
い
て
患
者

の
身
体
の
中
に
潜
ん
で
い
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
見
逃
し
て
い
た
か
も
知
れ

な
い
も
の
を
実
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
翁
の
﹁Coup d ’œ

il

﹂

が
花
房
に
及
び
難
く
思
え
た
こ
と
の
所
以
で
あ
る
。
関
係
を
結
ぶ
存
在
が
互

い
に
変
化
を
及
ぼ
し
合
う
。
そ
し
て
花
房
ら
の
日
常
に
組
み
込
ま
れ
た
モ
ノ

も
ま
た
、
彼
ら
が
医
療
行
為
の
対
象
と
し
て
の
人
体
に
接
触
す
る
こ
と
を
通

じ
て
、
そ
れ
ら
と
密
か
に
関
係
を
取
り
結
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し

た
関
係
性
に
お
い
て
は
最
早
、
人
為
と
自
然
、
人
間
と
非
人
間
、
主
体
と
客

体
、
行
為
者
と
被
行
為
者
と
い
っ
た
区
分
は
明
瞭
で
は
な
い
。

　
﹃
妄
想
﹄
は
終
末
部
で
、
主
人
公
の
翁
が
﹁Loupe

﹂
や
﹁Zeiss

の
顕
微

鏡
﹂﹁M

erz

の
望
遠
鏡
﹂
で
﹁
自
然
科
学
の
記
憶
を
呼
び
返
﹂
し
て
い
る

こ
と
、﹁
人
工
で
培
養
し
た
細
菌
や
そ
れ
を
種
ゑ
た
動
物
の
血
清
で
、
窒
扶

斯
を
防
ぎ
実
扶
的
里
を
直
す
こ
と
が
出
来
る
﹂
こ
と
、
様
々
な
﹁
病
原
菌
が



〔　　〕97

発
見
﹂
さ
れ
て
い
る
こ
と
、﹁
癌
の
や
う
な
悪
性
腫
瘍
も
、
も
う
動
物
に
移

し
植
ゑ
る
こ
と
が
出
来
て
﹂
い
る
こ
と
な
ど
が
語
ら
れ
る
。
自
然
科
学
・
医

学
の
研
究
の
場
で
、
実
験
や
観
察
が
実
験
器
具
な
ど
作
ら
れ
た
多
く
の
モ
ノ

や
人
為
的
に
整
え
ら
れ
た
環
境
、
方
法
に
お
い
て
実
践
さ
れ
る
こ
と
、
そ
れ

を
通
し
て
そ
れ
ま
で
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
が
実
在
化
し
て

く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
言
及
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
ブ

ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
、﹁
近
代
の
拡
大
に
成
功
し
た
の
は
自
然
と
社
会

を
注
意
深
く
分
離
し
た
︵
そ
し
て
神
を
括
弧
に
入
れ
た
︶
か
ら
だ
と
近
代
人
は

信
じ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
人
間
と
非
人
間
を
大
々
的
に
混
合
し
、

何
も
の
を
も
括
弧
に
入
れ
ず
に
ど
ん
な
組
み
合
わ
せ
も
排
除
し
な
か
っ
た
か

ら
こ
そ
成
功
し
た
の
で
あ
る
。﹁
純
化
﹂
の
働
き
と
﹁
媒
介
﹂
の
働
き
の
連

携
が
近
代
人
を
生
み
出
し
た
と
い
う
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
近
代
人
は
、
純
化

こ
そ
が
成
功
の
原
因
で
あ
っ
た
と
決
め
付
け
て
、
媒
介
の
影
響
は
認
め
て
い

な
いＯ
﹂
と
論
じ
て
い
る
。
近
代
は
社
会
・
文
化
と
自
然
、
人
間
と
非
人
間
、

主
体
と
客
体
の
よ
う
な
二
元
論
的
切
り
分
け
＝
﹁
純
化
﹂
を
し
て
き
た
と
さ

れ
る
が
、
実
際
に
は
﹁
媒
介
﹂
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
﹁
混
合
﹂
的

存
在
を
生
み
出
し
て
き
た
。﹁
細
菌
﹂
と
﹁
動
物
﹂
か
ら
人
為
的
に
作
ら
れ

る
﹁
血
清
﹂
は
自
然
と
社
会
・
文
化
の
ど
ち
ら
か
に
位
置
付
け
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
ラ
ト
ゥ
ー
ル
は
こ
う
し
た
切
り
分
け
は
欺
瞞
で
あ
る
と
し
て
、
そ

れ
が
一
度
も
実
現
し
な
か
っ
た
以
上
、
近
代
は
い
ま
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い

と
い
う
が
、
花
房
ら
と
モ
ノ
と
の
関
係
の
取
り
結
び
に
よ
っ
て
生
起
し
て
い

る
こ
と
は
、﹁
純
化
﹂
の
よ
う
な
二
元
論
に
包
摂
さ
れ
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
花
房
が
父
の
﹁résignation

の
態
度
﹂
に
﹁
有
道
者
の
面
目
﹂

を
見
出
し
た
の
は
、﹁
蕃
山
の
書
い
た
も
の
﹂
に
依
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で

は
、
自
分
が
追
い
か
け
て
い
る
よ
う
な
﹁
分
か
ら
な
い
或
物
﹂
が
父
に
な
く
、

﹁
内
容
の
無
い
生
活
を
し
て
ゐ
る
﹂
よ
う
に
翁
を
み
な
し
て
い
た
。
そ
れ
が

蕃
山
の
言
説
と
接
続
す
る
こ
と
で
、﹁
傾
注
﹂
さ
れ
る
﹁
全
幅
の
精
神
﹂
の

存
在
に
気
付
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
い
翁
に
と
っ
て
の
﹁
盆
栽
﹂﹁
煙

管
﹂﹁
煎
茶
﹂
の
機
能
も
新
た
に
見
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す

れ
ば
、
そ
れ
ま
で
花
房
の
前
で
は
父
の
﹁
全
幅
の
精
神
﹂
や
、
そ
れ
と
つ
な

が
り
彼
の
医
療
実
践
を
支
え
る
﹁
盆
栽
﹂﹁
煙
管
﹂﹁
煎
茶
﹂
と
い
う
モ
ノ
の

力
は
実
在
的
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
れ
ら
が
実
在
化
し

て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
実
が
分
か
ら
な
か
っ
た
﹁
或
物
﹂
に
替
え
て
、

自
分
が
求
め
る
べ
き
も
の
が
実
在
化
し
て
く
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
ど
う
し

の
関
係
性
の
な
か
で
、
そ
れ
ま
で
潜
在
的
で
あ
っ
た
も
の
、
実
在
的
で
な

か
っ
た
も
の
が
実
在
性
を
獲
得
し
、
介
入
し
作
用
し
て
い
く
。
そ
れ
の
み
で

は
な
い
。
書
物
と
他
の
諸
物
と
が
人
間
を
媒
介
項
に
し
て
繋
が
り
、
モ
ノ
た

ち
の
力
が
解
発
さ
れ
合
い
そ
れ
が
人
に
及
ぶ
こ
と
で
、
人
間
は
モ
ノ
と
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
中
心
を
占
め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
翁
の
精
神
を

優
位
に
置
い
た
テ
ク
ス
ト
解
釈
が
見
逃
し
続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
小
説
で
の
花
房
と
翁
の
周
囲
に
あ
る
モ
ノ
や
言
説
の
描
写
は
、﹁
千

住
の
家
﹂
に
何
が
存
在
し
て
い
た
か
を
単
に
回
顧
す
る
昔
日
の
懐
か
し
い
記

憶
の
再
生
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
が
彼
ら
の
実
践
と
切
り
離
し
難
く

あ
り
、
変
化
を
誘
い
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
う
し
た
関

係
性
が
自
然
と
社
会
・
文
化
、
人
間
と
非
人
間
、
主
体
と
客
体
と
い
っ
た
区

分
を
失
効
さ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
実
在
的
で
は
な
か
っ
た
も
の
を
実
在
化

さ
せ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
、
い
わ
ば
関
係
論
か
ら
問
い
直
す
存
在
論
と

し
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。
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七
　
結
び
│
謙
虚
さ
に
つ
い
て
│

　
﹁
落
架
風
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
医
学
の
知
が
正
確
に
対
象
を
語
り
得
て

い
る
こ
と
の
誇
示
か
ら
始
ま
っ
た
臨
床
記
録
だ
が
、
こ
う
し
て
﹁
一
枚
板
﹂

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
実
在
論
を
視
野
に
、
メ
タ
フ
ァ
ー
の
生
成
プ
ロ
セ
ス
を

身
体
と
環
境
と
の
物
理
的
実
体
ど
う
し
の
密
接
な
関
わ
り
の
う
ち
に
跡
付

け
、﹁
世
界
の
﹁
真
な
る
﹂
理
論
や
記
述
﹂
の
複
数
性
と
そ
の
制
作
の
さ
れ

方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
知
の
基
盤
と
な
る
﹁
理
性
の
営
み
﹂
を
問
う

認
識
論
的
検
証
を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
﹁
生
理
的
腫
瘍
﹂
の
症
例
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
妊
娠
と
い
う
単
一
に
は
実

在
し
な
い
も
の
が
語
ら
れ
る
こ
と
で
、
西
洋
科
学
・
医
学
の
実
践
を
支
え
る

実
在
論
へ
の
問
い
直
し
が
懐
胎
さ
れ
て
お
り
、﹁
一
枚
板
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
認
識
論
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
転
じ
て
、
さ
ら
に
認
識
の
対
象
と
そ
の
存
在

の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
を
問
う
存
在
論
に
な
っ
て
い
た
。

　

花
房
父
子
と
周
囲
の
モ
ノ
や
言
説
の
描
写
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
ど
う
し

の
関
係
性
の
な
か
で
、
人
為
と
自
然
、
人
間
と
非
人
間
、
主
体
と
客
体
の
よ

う
な
二
元
論
の
枠
組
み
を
越
え
な
が
ら
、
そ
れ
ま
で
実
在
的
で
な
か
っ
た
も

の
が
実
在
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
共
に
、
モ
ノ
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い

て
人
間
が
自
ら
を
中
心
化
し
得
な
い
こ
と
を
も
明
ら
か
に
す
る
、
関
係
論
か

ら
捉
え
ら
れ
た
存
在
論
と
し
て
あ
っ
た
。

　

オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
指
向
存
在
論
︵
Ｏ
Ｏ
Ｏ
︶
の
グ
レ
ア
ム
・
ハ
ー
マ
ン
は
、

諸
関
係
に
お
け
る
実
践
か
ら
実
在
が
生
起
す
る
と
す
る
ラ
ト
ゥ
ー
ル
や
モ
ル

を
反
実
在
論
と
批
判
し
な
が
ら
も
、﹁
人
間
と
そ
の
営
み
は
そ
れ
自
身
の
権

利
に
お
い
て
実
在
的
対
象
﹂
で
あ
る
と
述
べ
、
実
在
は
人
間
と
の
関
係
か
ら

無
縁
に
な
る
時
に
の
み
実
在
と
な
る
と
い
う
多
く
の
実
在
論
者
の
仮
定
を
誤

り
と
し
、
そ
の
意
義
を
認
め
て
い
るＰ
。
わ
た
く
し
は
、
こ
の
小
説
は
形
而
上

学
的
実
在
論
に
固
執
せ
ず
、
一
方
、
身
体
、
行
為
と
モ
ノ
、
環
境
と
の
切
り

離
し
不
能
な
実
践
と
そ
の
マ
テ
リ
ア
ル
な
次
元
を
明
視
す
る
こ
と
で
、
対
象

は
言
説
に
よ
る
構
築
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
よ
う
な
反
実
在
論
を
主
張
す
る
も

の
で
も
な
く
、
花
房
の
レ
ミ
ニ
ッ
セ
ン
ス
を
介
し
て
、
人
と
自
然
と
の
関
係

性
を
根
底
か
ら
問
い
直
そ
う
と
す
る
も
の
と
理
解
し
た
い
。﹃
妄
想
﹄
に
は
、

﹁
最
も
大
き
い
未
来
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
の
一
つ
は
、
矢
張
科
学
で
あ
ら
う
﹂

と
あ
る
。﹁
最
も
大
き
い
未
来
を
有
し
て
ゐ
る
も
の
は
﹂
と
は
語
ら
れ
て
い

な
い
。
そ
こ
に
は
謙
虚
さ
が
あ
る
。
対
象
の
経
験
の
理
解
の
さ
れ
方
を
検
証

し
、
さ
ら
に
モ
ノ
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
拡
張
す
る
実
践
者
の
能
力

と
対
象
の
実
在
性
と
の
関
わ
り
を
跡
付
け
、
科
学
の
記
述
と
介
入
の
対
象
で

あ
る
自
然
が
単
一
な
存
在
で
は
な
く
、
そ
の
実
在
の
複
数
性
で
あ
る
こ
と
を

思
考
し
て
、
科
学
が
依
拠
す
る
実
在
論
を
捉
え
返
そ
う
と
す
る
﹃
カ
ズ
イ
ス

チ
カ
﹄
の
認
識
論
と
存
在
論
こ
そ
、
そ
の
謙
虚
さ
を
保
証
す
る
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註︵
１

︶　

三
好
行
雄
﹃
鷗
外
と
漱
石
│
明
治
の
エ
ー
ト
ス
﹄︵
力
富
書
房　

一
九
八
三
・

五
︶
六
五
頁
。

︵
２

︶　

竹
盛
天
雄
﹃
鷗
外　

そ
の
紋
様
﹄︵
小
沢
書
店　

一
九
八
四
・
七
︶
五
一
二
頁
。

︵
３

︶　

新
保
邦
寛
﹃
短
編
小
説
の
生
成
│
鷗
外
︿
豊
熟
の
時
代
﹀
の
文
業
、
及
び
そ

の
外
延
│
﹄︵
ひ
つ
じ
書
房　

二
〇
一
七
・
一
〇
︶
一
〇
五
頁
。

︵
４

︶　

井
上
優
﹁
可
能
世
界
を
読
み
渡
る
こ
と
│
森
鷗
外
﹁
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
﹂
を
め

ぐ
っ
て
﹂︵
西
田
谷
洋
・
浜
田
秀
編
﹃
認
知
物
語
論
の
臨
界
領
域
﹄　

ひ
つ
じ
書

房　

二
〇
一
二
・
九
︶
で
、
虚
構
テ
ク
ス
ト
を
可
能
世
界
の
一
つ
を
描
い
た
も
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の
、
登
場
人
物
の
心
的
世
界
内
の
願
望
や
期
待
な
ど
を
さ
ら
な
る
可
能
世
界
と

し
て
、
そ
れ
ら
複
数
の
世
界
の
間
を
読
者
は
い
か
に
読
み
渡
る
の
か
、
そ
の
過

程
に
関
わ
っ
て
い
る
推
論
や
判
断
の
動
き
に
つ
い
て
論
じ
た
。

︵
５

︶　
﹃
王
陽
明
全
集
﹄
第
一
巻
︵
明
徳
出
版
社　

一
九
八
三
・
一
二
︶
一
八
一
頁
。

︵
６

︶　

吉
田
公
平
﹃
陸
象
山
と
王
陽
明
﹄︵
研
文
出
版　

一
九
九
〇
・
七
︶
二
八
三
頁
。

︵
７

︶　
﹁
認
知
メ
タ
フ
ァ
ー
理
論
﹂
と
し
て
は
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ
フ
、
マ
ー
ク
・

ジ
ョ
ン
ソ
ン
﹃
レ
ト
リ
ッ
ク
と
人
生
﹄︵
渡
部
昇
一
・
楠
瀬
淳
三
・
下
谷
和
幸

訳　

大
修
館
書
店　

一
九
八
六
・
三
︶、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
﹃
心
の
な
か
の
身
体
│

想
像
力
へ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
転
換
﹄︵
菅
野
盾
樹
・
中
村
雅
之
訳　

紀
伊
國
屋
書

店　

一
九
九
一
・
一
一
︶、
レ
イ
コ
フ
﹃
認
知
意
味
論
│
言
語
か
ら
見
た
人
間

の
心
﹄︵
池
上
嘉
彦
・
河
上
誓
作
・
辻
幸
夫
・
西
村
義
樹
・
坪
井
栄
治
郎
・
梅

原
大
輔
・
大
森
文
子
・
岡
田
禎
之
訳　

紀
伊
國
屋
書
店　

一
九
九
三
・
一
︶
な

ど
を
参
照
。

︵
８

︶　
﹁
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
﹂
お
よ
び
﹁
融
合
理
論
﹂
に
つ
い
て
は
、ジ
ル
・

フ
ォ
コ
ニ
エ
﹃
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
│
自
然
言
語
理
解
の
認
知
イ
ン
タ
ー

フ
ェ
イ
ス
│
﹄
新
版
︵
坂
原
茂
・
水
光
雅
則
・
田
窪
行
則
・
三
藤
博
訳　

白
水

社　

一
九
九
六
・
一
〇
︶、
フ
ォ
コ
ニ
エ
﹃
思
考
と
言
語
に
お
け
る
マ
ッ
ピ
ン

グ
│
メ
ン
タ
ル
・
ス
ペ
ー
ス
理
論
の
意
味
構
築
モ
デ
ル
﹄︵
坂
原
茂
・
田
窪
行

則
・
三
藤
博
訳　

岩
波
書
店　

二
〇
〇
〇
・
九
︶、Gilles Fauconnier and 

M
ark T

urner, T
he W

ay W
e T
hink: Conceptual Blending and the 

M
ind

’s H
idden Com

plexities, N
ew
 Y
ork: Basic Books, 2002.

な
ど
を

参
照
。

︵
９

︶　

鍋
島
弘
治
朗
﹃
メ
タ
フ
ァ
ー
と
身
体
性
﹄︵
ひ
つ
じ
書
房　

二
〇
一
六
・
九
︶

二
三
六
頁
。

︵
10
︶　

鍋
島
前
掲
書　

二
三
九
頁
。

︵
11
︶　

レ
イ
コ
フ
前
掲
﹃
認
知
意
味
論
│
言
語
か
ら
見
た
人
間
の
心
﹄
xv
頁
。

︵
12
︶　

レ
イ
コ
フ
前
掲
書　

xiv
頁
。

︵
13
︶　

レ
イ
コ
フ
前
掲
書　

三
二
二
頁
。

︵
14
︶　

ヒ
ラ
リ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
﹃
理
性
・
真
理
・
歴
史
│
内
在
的
実
在
論
の
展
開
﹄

︵
野
本
和
幸
・
中
川
大
・
三
上
勝
生
・
金
子
洋
之
訳　

法
政
大
学
出
版
局　

一

九
九
四
・
九
︶
七
八
│
七
九
頁
。

︵
15
︶　

パ
ト
ナ
ム
前
掲
書　

ⅷ
頁
。﹁
心
が
世
界
を
制
作
す
る
﹂
と
い
う
構
築
主
義

で
は
な
い
。

︵
16
︶　

レ
イ
コ
フ
前
掲
書　

三
一
五
│
三
一
九
頁
。

︵
17
︶　

斎
藤
環
﹁
解
説
﹂︵
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
﹃
臨
床
医
学
の
誕
生
﹄　

神
谷
美

恵
子
訳　

み
す
ず
書
房　

二
〇
一
一
・
一
一
︶
三
六
二
頁
。

︵
18
︶　

宮
本
忍
は
﹃
森
鷗
外
の
医
学
と
文
学
﹄︵
勁
草
書
房　

一
九
八
〇
・
二
︶
二

三
三
│
二
三
四
頁
で
、
患
者
を
﹁
冷
眼
﹂
に
見
る
こ
と
は
医
学
的
生
物
学
的
研

究
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
結
果
﹁
病
気
を
み
て
病
人
は
み
な
い
近
代
医

学
か
ら
現
代
医
学
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
基
本
的
姿
勢
﹂
が
形
成
さ
れ
る
が
、

鷗
外
は
﹁
近
代
医
学
の
欠
落
し
た
部
分
を
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
二
十
数
年
を
経
た

時
点
で
再
認
識
し
た
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

︵
19
︶　

フ
ー
コ
ー
前
掲
書　

二
一
〇
頁
。

︵
20
︶　

ア
ネ
マ
リ
ー
・
モ
ル
﹃
多
と
し
て
の
身
体
│
医
療
実
践
に
お
け
る
存
在
論
﹄

︵
浜
田
明
範
・
田
口
陽
子
訳　

水
声
社　

二
〇
一
六
・
九
︶。

︵
21
︶　

モ
ル
前
掲
書　

一
八
頁
。

︵
22
︶　

モ
ル
前
掲
書　

三
〇
頁
。

︵
23
︶　

モ
ル
前
掲
書　

一
二
頁
。

︵
24
︶　

ブ
ル
ー
ノ
・
ラ
ト
ゥ
ー
ル
﹃
虚
構
の
﹁
近
代
﹂
│
科
学
人
類
学
は
警
告
す
る
﹄

︵
川
村
久
美
子
訳　

新
評
論　

二
〇
〇
八
・
八
︶
七
六
頁
。

︵
25
︶　

グ
レ
ア
ム
・
ハ
ー
マ
ン
﹃
非
唯
物
論
│
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト
と
社
会
理
論
﹄︵
上

野
俊
哉
訳　

河
出
書
房
新
社　

二
〇
一
九
・
三
︶
三
九
│
四
〇
頁
。

　
﹃
カ
ズ
イ
ス
チ
カ
﹄﹃
妄
想
﹄
の
引
用
は
﹃
鷗
外
全
集
﹄
第
八
巻
︵
岩
波
書
店　

一

九
七
二
・
六
︶、
書
簡
の
引
用
は
同
三
六
巻
︵
一
九
七
五
・
三
︶
に
よ
り
、
旧
漢
字

は
新
漢
字
に
改
め
、
ル
ビ
は
省
略
し
た
。


