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と
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は
し
が
き
に
代
え
て

（
１
）
宿
　
題

私
は
こ
の
と
こ
ろ
、
人
間
は
物
的
環
境
世
界
を
生
き
る
だ
け
で
は
な
く
「
意
味
世
界
を
生
き
る
」
動
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
定
め

て
、
あ
れ
こ
れ
書
い
て
き
て
い
る
。
言
葉
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
著
作
、
論
稿
の
場
合
に
「
意
味
」
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
当
た
り
前
だ
が
、
食

べ
る
こ
と
を
主
題
に
す
る
と
き
も
、
環
境
問
題
を
論
ず
る
と
き
も
、
社
会
の
成
り
立
ち
や
秩
序
の
形
成
、
変
容
を
扱
う
と
き
も
、
意
味
は
い
つ

で
も
焦
点
の
一
つ
で
あ
っ
た
。「
価
値
・
意
味
・
秩
序
」の
三
つ
組
み
で
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
を
理
解
し
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
、私
の
基
本
態
度
と
な
っ

て
い
る
。

「
意
味
世
界
と
は
価
値
世
界
」
で
あ
り
、
人
は
動
物
と
し
て
た
と
え
ば
気
象
や
食
べ
物
な
ど
の
物
的
価
値
事
象
と
関
わ
る
一
方
で
、
更
に
意

味
の
力
と
一
体
に
な
っ
た
価
値
の
感
受
に
よ
っ
て
自
分
の
生
活
を
方
向
づ
け
る
。
食
べ
物
さ
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
（
た
と
え
ば
お
祝
い
と
い
う

意
味
、
も
て
な
し
と
い
う
意
味
）
の
も
と
で
栄
養
物
と
し
て
の
価
値
と
は
違
っ
た
価
値
づ
け
を
纏ま

と

っ
た
も
の
と
し
て
関
わ
る
相
手
と
な
る
。（
一
般

に
物
的
世
界
の
す
べ
て
が
人
間
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
に
覆
わ
れ
、
そ
の
意
味
に
応
じ
た
価
値
づ
け
の
も
と
で
相
手
に
す
べ
き
も
の
と
な
る
。）

意
味
と
価
値
と
の
世
界
を
論
じ
る
こ
と
に
は
、
人
個
人
の
日
々
の
生
活
、
人
間
関
係
の
有
り
よ
う
、
社
会
の
成
り
立
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
、

夢
や
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
力
な
ど
、
ど
こ
ま
で
も
広
が
る
多
く
の
考
察
課
題
を
追
っ
か
け
る
楽
し
さ
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
よ
う
な
考
察
に

お
い
て
は
、
哲
学
は
生
き
生
き
と
し
た
現
実
と
向
き
合
い
、
そ
こ
か
ら
糧か

て

を
得
て
柔
軟
で
強
靱
な
も
の
に
な
る
し
、
か
つ
、
人
の
心
を
揺
さ
ぶ

る
文
学
や
、
事
柄
の
理
解
を
促
し
事
柄
の
評
価
の
参
考
に
な
る
批
評
な
ど
の
よ
う
に
、
現
実
生
活
に
入
り
込
ん
で
そ
の
養
分
と
な
る
仕
方
で
実

際
的
な
力
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
意
味
世
界
は
、
人
が
物
的
環
境
世
界
に
生
き
る
と
い
う
根
本
が
あ
っ
て
、
そ
の
上
に
広
が
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
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根
本
が
ど
の
よ
う
な
有
り
方
を
し
て
い
る
か
、
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

―
い
や
、
こ
の
有
り
方
が
ど
の
よ

う
な
も
の
か
は
、
人
間
を
動
物
と
し
て
捉と

ら

え
た
そ
の
と
き
に
既
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
生
物
学
、
動
物
学
に
連
な
る
諸
学
問
が
多
面

的
に
研
究
し
明
ら
か
に
し
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
人
は
多
い
だ
ろ
う
。
だ
っ
た
ら
、
私
に
何
か
言
う
こ
と
が
あ
る

だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
事
柄
を
考
え
た
い
。

一
つ
は
、
動
物
一
般
で
は
な
く
人
間
と
い
う
動
物
を
話
題
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
が
意
味
世
界
を
も
生
き
る
よ
う
に
な
る
に

は
、
そ
れ
を
許
す
よ
う
な
物
的
世
界
と
の
関
わ
り
方
が
基
礎
と
し
て
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
意
味
世
界
を
生
き
る
と
い
う
の
が
人
間
と

い
う
動
物
に
特
有
の
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
基
礎
と
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
い
た
仕
方
で
、
し
か
し
な
が
ら
物
的
事
柄
へ
の
意

0

0

0

0

0

0

0

味
の
関
与
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加
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る
前
の
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で
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、
物
的
世
界
を
人
は
ど
の
よ
う
に
経
験
す
る
の
か
を
浮
き
彫
り
に
す
る
、
と
い
う

作
業
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。（
私
た
ち
の
現
実
で
は
、
物
的
世
界
と
の
関
わ
り
に
は
意
味
の
関
与
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
な
い
。
言
葉
を
知
っ
て
い
る
上

で
向
き
合
う
だ
け
で
も
、
物
的
世
界
は
意
味
を
纏
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
、
意
味
関
与
以
前
の
経
験
の
有
り
よ
う
を
そ
の
も
の
と
し
て
確
認
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、

「
で
き
る
だ
け
近
づ
く
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。）
こ
の
作
業
は
、
物
的
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
、
そ
れ
を
経
験
す
る
側
で
あ
る

人
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
と
、
両
方
に
つ
い
て
、
目
配
り
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
人
間
は
他
の
動
物
と
ど
う
違
う
の
か
と
い
う
極
め
て
自
然
な
問
題
設
定
の
数
あ
る
中
の
一
つ
で
し
か
な
い
が
、
も
う

一
つ
の
関
心
（
前
々
段
落
末
で
考
え
た
い
「
二
つ
の
事
柄
」
と
述
べ
た
こ
と
の
一
つ
）
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、進
化
論
や
比
較
動
物
行
動
学
な
ど
と
は
違
っ

た
色
合
い
の
も
の
に
な
る
。
進
化
論
等
は
、
当
然
に
人
間
の
体
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
に
大
き
な
関
心
を
も
つ
。
ヒ
ト
の
体
は
ミ
ミ
ズ

の
体
と
も
小
鳥
の
体
と
も
違
う
。
脳
な
ど
の
中
枢
を
も
含
め
た
体
の
違
い
が
、
或
る
動
物
種
と
他
の
動
物
種
と
の
違
い
を
説
明
し
、
ま
た
、
環

境
と
い
う
も
の
と
の
関
係
を
も
説
明
す
る
、
そ
う
い
う
発
想
を
現
代
の
私
た
ち
は
躊
躇
わ
ず
に
採
れ
て
い
る
。
私
は
こ
う
い
う
発
想
の
確
か
さ

を
大
い
に
認
め
て
い
る
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、
自
分
に
何
が
で
き
る
か
、
何
を
考
察
す
べ
き
か
弁

わ
き
ま

え
た
上
で
、
本
書
を
構
想
し
て
い
る
。

生
物
学
、
動
物
学
に
連
な
る
諸
学
問
か
ら
の
解
明
な
ら
、
私
は
た
だ
研
究
者
た
ち
か
ら
学
ぶ
だ
け
で
あ
る
。
何
を
言
お
う
と
、
教
え
て
も
ら
っ

た
こ
と
を
受
け
売
り
で
言
う
と
い
う
、
し
ょ
う
が
な
い
こ
と
し
か
残
ら
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、
私
は
何
を
や
り
た
い
の
か
。
そ
れ
は
、
私
が
制
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度
化
さ
れ
た
学
問
領
域
と
し
て
の
哲
学
に
長
く
携
わ
っ
て
き
た
立
場
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

生
物
学
は
古
く
か
ら
豊
か
な
内
容
を
も
っ
た
学
問
と
し
て
成
立
し
て
い
た
。
し
か
し
、
た
か
だ
か
四
〇
〇
年
前
に
西
洋
で
誕
生
し
た
近
代
科

学
の
そ
の
後
の
凄
ま
じ
い
発
展
と
無
縁
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
近
代
科
学
は
天
上
の
天
文
学
と
地
上
の
力
学
と
の
結
合
に
よ
っ
て
誕
生
し
、
物

理
学
に
お
い
て
確
立
し
、
続
い
て
電
磁
気
学
、
化
学
等
へ
と
領
域
を
広
げ
た
の
だ
が
、
生
命
と
い
う
も
の
の
扱
い
は
苦
手
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ

え
に
か
、
新
し
い
生
物
学
は
他
の
自
然
科
学
諸
部
門
か
ら
は
か
な
り
遅
れ
て
、
し
か
も
多
面
的
な
仕
方
で
成
立
し
て
き
た
。
た
だ
、
生
物
学
が

学
と
し
て
守
る
べ
き
方
法
の
い
わ
ば
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
関
し
て
は
、
近
代
科
学
が
確
立
し
た
も
の
を
必
ず
や
踏
襲
し
て
い
る
。（
こ
れ
に
つ
い
て

は
こ
こ
で
論
じ
な
い
。「
多
面
的
な
仕
方
」
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
紹
介
を
割
愛
す
る
。
本
書
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。）

と
こ
ろ
で
、
西
洋
に
お
け
る
近
代
科
学
の
誕
生
は
、
西
洋
近
代
哲
学
の
胎
動
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
核
心
は
、
西
洋
近
代
哲

学
が
物
的
世
界
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
た
の
か
、
と
い
う
物
質
観

0

0

0

と
、
そ
の
物
質
観
に
伴
う
、
物
質
に
関
わ
る
事
柄
を
ど
う
認
識
す

る
か
、
の
方
法
論

0

0

0

に
あ
る
。（
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
本
書
の
第
３
章
第
３
節
で
少
し
述
べ
て
い
る
。）
し
か
る
に
、
近
代
哲
学
の
物
質
観
は
、
そ
の
人

間
観
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
し
て
、
物
質
観
も
人
間
観
も
（
と
り
わ
け
人
間
観
の
方
は

―
と
い
う
の
も
、
物
質
観
の
方
は
哲
学
を
離
れ
て
歩
み
始
め
た

近
代
科
学
も
ま
た
育
て
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら

―
）
近
代
哲
学
の
認
識
論
的
努
力
の
中
で
生
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

物
的
世
界
を
人
間
は
ど
う
生
き
る
の
か
、
と
い
う
問
題
設
定
よ
り
は
、
確
実
な
知
識
を
求
め
た
い
と
い
う
強
烈
な
欲
求
の
も
と
、
そ
も
そ
も

物
的
存
在
は
あ
る
の
か
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
で
き
る
の
か
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
人
間
と
は
ど
の

よ
う
な
存
在
な
の
か
、
ど
う
い
う
存
在
だ
か
ら
、
人
間
に
よ
る
物
的
存
在
の
認
識
を
巡
っ
て
は
ど
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
の
か
、
こ
の
よ
う
な

事
柄
が
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
私
は
自
分
の
立
場
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
近
代
哲
学
が
主
張
す
る
内
容
を
念
頭
に
、
同
じ
よ
う
な
主
題
を
巡
っ
て
の
自
分
の
考

え
を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
き
た
。
ま
た
、
私
の
主
要
関
心
事
で
あ
る
意
味
世
界
、
人
が
生
き
る
に
当
た
っ
て
途
轍
も
な
く
重

要
で
あ
る
意
味
世
界
の
基
礎
に
は
物
的
世
界
が
あ
る
の
は
当
然
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
理
由
で
も
、
こ
の
主
題
に
つ
い
て
き
ち
ん
と
論
じ
る
こ
と
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は
私
の
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
課
題
の
一
部
に
私
は
、
古
く
は
『
知
覚
す
る
私
・
理
解
す
る
私
』（
勁
草
書
房
、
一
九
九
三
年
）
と
い
う
著
作
で
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
そ
の
後
、

こ
の
主
題
に
属
す
る
あ
れ
こ
れ
の
考
察
を
、
幾
つ
か
の
著
書
や
論
文
の
中
に
挿
入
し
て
き
た
。
た
だ
、
そ
れ
ら
の
著
書
、
論
文
そ
れ
ぞ
れ
の
中

心
主
題
を
論
ず
る
際
に
、
関
連
し
て
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
事
柄
だ
け
を
論
じ
る
と
い
う
仕
方
で
で
あ
り
、
従
っ
て
分
散
し
て
書
い

て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
改
め
て
体
系
的
に
ま
と
め
て
論
じ
直
す
必
要
を
思
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
そ
の
作
業
は
二
つ
に
分
け
る
こ
と

が
望
ま
し
い
と
考
え
、
二
つ
の
著
作
を
構
想
し
、
そ
れ
ら
が
私
の
宿
題
と
し
て
あ
り
続
け
て
き
た
。

そ
の
一
つ
が
、
先
に
述
べ
た
「
物
的
世
界
を
人
は
ど
の
よ
う
に
経
験
す
る
の
か
を
浮
き
彫
り
に
す
る
」
こ
と
を
目
指
す
も
の
で
、
本
書
で
あ
る
。

（
も
う
一
つ
は
『
方
法
と
い
う
問
題
群
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
洋
哲
学
以
降
の
主
要
関
心
の
一
つ
で
あ
る
認
識
の
問
題
を
取
り
上
げ
れ
ば
、
お
の
ず
と
さ
ま
ざ

ま
な
「
方
法
」
を
考
察
す
べ
き
と
な
る
の
だ
が
、
単
に
認
識
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
人
が
生
活
す
る
そ
の
こ
と
に
も
当
然
に
み
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
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0
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0

0
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0

0

方
法
0

0

を
取
り
上
げ
、
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
課
題
に
し
て
い
る
。
生
活
の
中
で
人
は
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
柄
に
出で

く
わ会

す
が
、
そ
れ
ら
に
対
処
す
る
さ
ま
ざ
ま
な

仕
方
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
ら
の
間
に
み
ら
れ
る
諸
関
係
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
の
よ
う
に
極
度
に
広
げ
た
意
味
で
の
方
法
に

関
す
る
考
察
を
試
み
る
の
は
『
方
法
と
い
う
問
題
群
』
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
執
筆
を
始
め
た
の
は
一
〇
年
も
前
か
と
思
わ
れ
る
が
、
随
分
と
前
に
中
断
し
て
い
る
。

だ
か
ら
、
未
だ
宿
題
で
あ
る
。）

本
書
の
中
心
を
な
す
部
分
に
つ
い
て
は
早
く
に
、
ほ
ぼ
書
き
終
え
た
。
し
か
し
一
方
で
、
特
に
「
情
報
」
の
概
念
を
扱
う
部
分
で
は
、
そ
の

性
格
上
、
本
書
の
性
格
を
越
え
て
膨
大
に
膨
れ
あ
が
っ
て
は
削
除
し
、
ま
た
、
本
書
を
な
ぜ
著
す
の
か
に
つ
い
て
述
べ
る
序
論
や
、
本
書
の
考

察
の
哲
学
史
と
の
繋
が
り
を
示
そ
う
と
い
う
意
図
を
も
っ
た
別
種
の
序
論
な
ど
を
何
度
も
書
き
、
特
に
後
者
も
途
轍
も
な
く
長
く
な
り
結
局
は

没
に
し
、
暫
く
放
っ
て
お
く
と
い
う
具
合
で
、
他
方
で
は
、
締
め
切
り
の
あ
る
論
文
や
著
作
の
執
筆
で
中
断
し
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て

き
て
、
本
書
を
仕
上
げ
る
こ
と
は
長
い
間
、
私
に
と
っ
て
宿
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
経
験
と
そ
の
エ
レ
メ
ン
ト
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本
書
の
主
題
を
、「
物
的
事
柄
へ
の
意
味
の
関
与
が
加
わ
る
前
の
姿
に
で
き
る
だ
け
近
づ
く
仕
方
で
、
物
的
世
界
を
人
は
ど
の
よ
う
に
経
験

す
る
の
か
を
浮
き
彫
り
に
す
る
」
と
述
べ
た
。
こ
こ
で
私
が
「
経
験
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
人
が
各
自
自
分
の
生
の
主
人
公
と
し
て
生
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
の

総
体
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
総
体
に
は
意
味
世
界
を
生
き
る
こ
と
が
あ
る
。
す
る
と
、
そ
の
前
段
階
で
基
礎
と
な
る
も
の
を
エ
レ
メ
ン
ト
と

呼
ぶ
な
ら
、
本
書
は
「
経
験
の
エ
レ
メ
ン
ト
」
に
目
を
向
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
、
私
が
考
え
る
「
人
間

が
な
す
経
験
と
い
う
も
の
に
含
ま
れ
る
他
の
重
要
な
要
素
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
大
雑
把
な
見
取
り
図
を
述
べ
て
お
こ
う
。

エ
レ
メ
ン
ト
と
し
て
三
つ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
体
の
感
覚
（
空
腹
感
な
ど
の
「
欲
求
」
を
含
む
）」
と
「
体
の
運
動
」、
お
よ
び
「
物
象
の
知

覚
（
物
象
の
運
動
の
知
覚
を
含
む
）」。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
有
り
よ
う
を
詳
し
く
調
べ
る
こ
と
が
本
書
の
主
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
人
が
、
生

き
て
い
る
体
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
体
は
物
的
環
境
と
関
わ
る
こ
と
な
し
で
は
存
在
し
得
ず
、
そ
の
関
わ
り
に
は
体
の
側
の
積
極
的
運
動
が
不

可
欠
の
も
の
と
し
て
含
ま
れ
る
と
い
う
、
三
つ
の
局
面
を
言
い
表
し
て
い
る
。
た
だ
、
生
き
る
の
は
人
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
の

人
、
い
つ
か
「
私
」
と
自
分
の
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
る
人
な
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
が
特
定
の
そ
の
人
の
事
柄
な
の
だ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
と

い
う
こ
と
が
顕
わ
に
な
る
よ
う
な
場
面
を
視
野
に
入
れ
て
取
り
出
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
具
体
的
に
分
か
り
や
す
い
言
葉
を
援
用
す
る

と
、「
意
識
」
に
上の

ぼ

る
、
体
の
感
覚
、
体
の
外
の
諸
物
象
の
知
覚
、
そ
れ
か
ら
己
の
運
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
意
識
を
言
い
出
す
と

話
が
込
み
入
っ
て
く
る
の
で
、
こ
の
辺
り
の
こ
と
は
本
文
で
の
考
察
を
読
ん
で
い
た
だ
く
し
か
な
い
。

そ
し
て
次
に
、
二
つ
の
重
要
な
要
素
が
登
場
す
る
。
そ
の
一
つ
は
、
ま
さ
に
他ほ

か

な
ら
ぬ
一
人
一
人
の
人
が
自
分
の
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と

の
中
核
を
成
す
も
の
と
し
て
の
「
感
情
」。
感
情
経
験
な
く
し
て
は
人
間
の
経
験
は
深
み
を
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、
感
情
を
も
経
験
の
エ
レ
メ

ン
ト
の
一
つ
だ
と
考
え
た
い
く
ら
い
だ
。
た
だ
、
恐
怖
と
か
の
原
初
的
な
も
の
か
ら
、
人
間
関
係
を
通
じ
て
生
ま
れ
る
も
の
、
意
味
を
経
由
し

て
生
ま
れ
る
複
雑
な
も
の
ま
で
あ
り
、
特
に
意
味
事
象
と
の
関
わ
り
に
お
け
る
感
情
の
発
生
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
や
は
り
基
層
の
も
の
と

認
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。

も
う
一
つ
は
、「
想
像
」
の
働
き
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
想
像
こ
そ
は
他
の
動
物
に
な
い
人
間
に
特
有
の
能
力
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

想
像
の
萌
芽
は
知
覚
の
中
に
あ
る
。
一
般
の
物
象
の
知
覚
の
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
傾
向
が
同
じ
よ
う
な
知
覚
な
い
し
知
覚
系
列
の
反
復
を
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通
じ
て
生
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
よ
い
。（
反
復
と
い
う
契
機
に
目
を
向
け
る
と
、
想
像
に
つ
い
て
は
記
憶
と
い
う
問
題
系
も
一
緒
に
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
分
か
る
。）
動
い
て
い
る
も
の
が
何
処
に
向
か
う
の
か
分
か
る
。
見
え
な
く
な
っ
た
も
の
を
再
び
現
わ
れ
る
か
と
待
ち
か
ま
え
、
更
に
は
、

隠
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
探
す
。
予
期
は
想
像
の
前
駆
形
態
で
あ
ろ
う
し
、
見
え
な
い
も
の
を
在
る
と
思
う
と
な
る
と
、
想
像
へ
は
あ
と

一
歩
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
、
ゴ
ト
ン
ゴ
ト
ン
と
い
う
遠
く
か
ら
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、
鉄
橋
を
渡
る
列
車
を
想
い
浮
か
べ
、
濡
れ
た
地
面

を
見
て
夜
に
降
っ
た
雨
を
想
い
、
そ
の
地
面
が
き
ら
き
ら
光
っ
て
い
る
の
を
見
て
今
日
は
暑
い
日
に
な
り
そ
う
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
な
単
純

な
こ
と
が
既
に
立
派
な
想
像
で
は
な
い
か
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
、
人
の
顔
（
続
い
て
姿
）
の
知
覚
が
二
つ
の
方
向
へ
の
想
像
を
誘
う
。
一
つ
は
心
と
い
う
か
内
面
。
決
し
て
知
覚
内
容
に

は
な
ら
な
い
が
分
か
る
も
の
。
人
の
喜
び
や
、
が
っ
か
り
し
た
瞬
間
が
分
か
る
、
こ
れ
が
更
に
能
動
的
な
想
像
へ
と
伸
び
て
ゆ
く
。
ま
た
、
声

を
聞
く
だ
け
で
も
、
そ
の
声
を
出
す
人
の
心
の
弾
み
や
意
欲
、
苛
立
ち
、
驚
き
な
ど
が
想
像
で
き
る
。
他
方
、
人
が
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る

か
が
分
か
る
。
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
人
の
現
在
の
動
き
を
見
て
分
か
る
。
こ
れ
ま
た
想
像
す
る
力
へ
と
発
展
す
る
。
そ
う
し
て
も

ち
ろ
ん
、
自
分
の
運
動
経
験
が
人
間
の
行
動
に
な
る
に
当
た
っ
て
、
想
像
は
重
要
な
働
き
を
す
る
。「
ど
う
し
よ
う
？
」
と
い
う
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
湧
い
て
く
る
問
い
に
答
え
て
行
動
す
る
と
き
、
あ
れ
こ
れ
の
行
動
（
も
し
く
は
何
も
し
な
い
こ
と
）
が
何
を
も
た
ら
す
か
を
想
像
し
て
選
ぶ
。

と
は
言
え
、
こ
の
よ
う
に
記
し
て
は
み
た
が
、
恐
ら
く
、
人
と
の
働
き
か
け
合
い
か
ら
始
ま
る
「
言
葉
の
使
用
」
こ
そ
が
想
像
を
現
実
化
す

る
と
い
う
か
、
明
瞭
な
形
を
与
え
る
と
い
う
か
す
る
の
で
あ
り
、
想
像
の
働
き
を
爆
発
的
に
拡
大
す
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
言
葉
に
託
し
て
想

像
は
浮
遊
す
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
な
る
。
言
葉
は
音
に
よ
っ
て
意
味
事
象
へ
と
向
か
う
の
で
あ
り
、
想
像
も
ま
た
ま
さ
に
意
味
世
界
を
形

成
し
、
か
つ
、
感
受
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
か
。（
そ
し
て
こ
の
感
受
が
想
像
を
各
自
の
事
柄
と
す
る
し
、
感
情
に
養
分
を
与
え
る
。）
そ
う
し
て
、
体

の
感
覚
と
物
象
の
知
覚
と
い
う
「
現
わ
れ
」
が
意
識
の
最
初
の
登
場
で
あ
ろ
う
が
、
意
識
は
想
像
と
い
う
エ
ン
ジ
ン
に
よ
っ
て
羽は

ば

た搏
き
、
ど
こ

ま
で
も
広
が
っ
て
ゆ
く
。
体
の
感
覚
と
物
象
の
知
覚
と
い
う
圧
倒
的
に
稠

ち
ゅ
う
み
つ

密
で
現
実
性
の
強
度
が
高
い
現
わ
れ
、
こ
れ
と
は
違
う
別
の
現
わ
れ

の
形
式
を
言
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
こ
の
「
は
し
が
き
に
代
え
て
」
冒
頭
で
話
題
に
し
た
、「
意
味
が
価
値
を
も
つ
世
界
」

へ
と
人
は
入
っ
て
ゆ
く
。
ま
た
人
は
、
自
己
像
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
意
味
事
象
と
し
て
形
成
し
て
ゆ
く
。
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さ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
感
情
は
「
人
が
自
分
の
生
を
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
中
核
を
成
す
も
の
な
の
だ
が
、
そ
の
感
情
と
体
の
感

覚
と
は
、
と
も
に
人
の
現
在

0

0

を
満
た
し
、
最
強
度
の
現
実
性
を
も
っ
た
存
在
を
人
に
与
え
る
。
し
か
る
に
、
想
像
に
よ
っ
て
入
り
込
む
意
味
世

界
は
人
を
そ
の
つ
ど
の
時
間
へ
の
閉
じ
込
め
か
ら
解
放
す
る
。
そ
こ
で
、
現
在
と
い
う
時
間
が
現
に
あ
る
存
在
そ
の
こ
と
か
ら
切
り
離
せ
な
い

と
す
る
な
ら
、
そ
れ
と
の
対
比
で
、
時
間
を
越
え
た
意
味
世
界
に
赴
く
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
的
な
も
の
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
い
う
言
い
方

を
し
て
も
よ
い
。

し
か
る
に
、
人
が
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
的
な
も
の
を
一
緒
に
見
渡
し
、
そ
れ
ら
の
関
係
を
想
い
浮
か
べ
よ
う
と
す
る
と
き
、
想
像
は
「
思
考
」

に
変
貌
す
る
。（
或
る
事
柄
が
他
と
の
関
係
に
お
い
て
可
能
、
必
然
、
不
可
能
の
様
相
の
も
と
で
想
像
さ
れ
る
と
き
、
想
像
は
気
儘
な
も
の
で
は
な
く
な
り
、

秩
序
だ
っ
た
も
の
、
つ
ま
り
思
考
と
な
る
。
そ
う
し
て
思
考
は
、
時
間
の
推
移
と
と
も
に
あ
る
現
実
0

0

を
偶
然
と
い
う
様
相
の
も
と
で
意
味
世
界
に
取
り
込
む
。

序つ
い

で
な
が
ら
、
或
る
哲
学
者
た
ち
が
語
る
「
知
的
観
念
」
を
「
直
観
」
す
る
仕
方
で
把
握
す
る
た
ぐ
い
の
「
純
粋
知
性

―
感
覚
や
想
像
の
働
き
に
よ
る
汚
染
を
免

れ
た
知
性

―
」
な
ど
と
い
う
概
念
は
一
つ
の
虚
構
に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
想
像
の
或
る
仕
方
で
の
働
き
と
し
て
し
か
思
考
は
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。）
こ
の
よ

う
な
思
考
の
位
置
づ
け
を
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
、
認
識
論
に
大
き
な
比
重
を
お
く
哲
学
が
思
考
と
か
知
性
、
理
性
等
を
持
ち
出
す
傾
向
へ
の

対
抗
と
し
て
、
一
言
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。（
た
と
え
ば
「
理
性
」
と
い
う
も
の
に
し
て
も
、「
能
動
理
性
」「
純
粋
理
性
」「
啓
蒙
的
理
性
」「
弁
証
法
的
理
性
」

…
…
と
い
う
ふ
う
に
幾
種
も
の
理
性
が
、
哲
学
の
流
派
に
よ
っ
て
違
っ
た
仕
方
で
持
ち
込
ま
れ
た
り
す
る
よ
う
な
状
況
で
、
哲
学
は
、
と
き
に
「
厳
密
な
学
」
を

追
究
す
る
と
称
し
な
が
ら
、
一
体
何
を
や
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
哲
学
者
た
ち
に
共
通
の
術
語
が
な
い
。
こ
の
状
況
を
ど
う
解
釈
す
る
か
は
、
哲
学
と
は
そ

も
そ
も
ど
の
よ
う
な
営
み
か
を

―
い
わ
ゆ
る
「
学
問
」
な
の
か
を
含
め
て

―
考
え
る
上
で
興
味
深
い
事
柄
だ
と
考
え
る
。）

な
お
、「
思
考
」
と
言
う
と
、
科
学
的
認
識
と
か
の
こ
と
を
典
型
と
し
て
想
い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
む
し
ろ
私
た

ち
の
生
活
で
は
、「
ど
う
し
よ
う
？
」
と
問
う
て
答
え
を
探
す
た
め
に
考
え
る
、
と
い
う
こ
と
に
大
き
な
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
は
、

ど
う
い
う
行
動
を
ど
の
よ
う
に
為
す
か
に
関
し
て
、
あ
る
い
は
止
め
る
か
に
関
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
行
動
が
何
を
も
た
ら
す
、
な
い
し
引
き
起

こ
す
か
を
想
像
し
、
ま
た
、
行
動
の
道
筋
を
行
動
す
る
こ
と
に
先
立
っ
て
首
尾
よ
く
描
こ
う
と
、
行
動
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
想
像
内
容
が
相

互
に
も
つ
で
あ
ろ
う
諸
関
係
を
探
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
行
動
を
巡
る
思
考
な
い
し
想
像
で
も
、
人
は
、
自
分
が
他
の
人
々
と
一
緒
に
暮
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ら
す
世
界
で
行
動
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
人
々
と
は
そ
れ
ぞ
れ
に
感
情
を
も
ち
、
人
の
行
動
も
含
め
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
さ
ま
ざ
ま
な
仕

方
で
捉
え
、
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
見
取
り
図
の
も
と
、
本
書
は
人
の
経
験
の
基
盤
を
成
す
も
の
、
す
な
わ
ち
体
の
感
覚
と
運
動
経
験
、
お
よ
び
物
象
の
知
覚
が

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
明
瞭
に
み
て
と
る
こ
と
を
課
題
と
す
る
。
恐
ら
く
人
間
と
い
う
動
物
だ
け
が
も
つ
想
像
に
つ
い
て
は
、
別
の

著
作
で
十
分
に
論
じ
た
い
し
、
ま
た
、
人
の
感
情
生
活
と
い
う
主
題
は
、
論
文
的
な
哲
学
書
と
は
違
っ
た
形
で
記
す
試
み
の
た
め
に
残
し
て
お

き
た
い
。
そ
れ
に
何
よ
り
、
体
の
感
覚
と
物
象
の
知
覚
と
を
論
じ
る
だ
け
で
長
大
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
３
）
現
代
の
文
化
状
況

―
感
覚
の
時
代
・
断
片
的
感
覚
化
さ
れ
る
情
報

―

そ
れ
か
ら
、
最
後
に
一
言
。
一
般
に
「
感
覚
」
と
い
う
言
葉
で
、
体
の
感
覚
で
あ
る
痛
さ
や
疲
れ
も
、
物
象
の
知
覚
の
一
要
素
と
し
て
の
色

や
匂
い
や
音
も
、
ま
と
め
て
指
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
の
こ
の
使
い
方
を
批
判
し
よ
う
な
ど
と
は
私
は
全
く
思
わ
な
い
。

こ
の
こ
と
を
断
っ
た
上
で
、
し
か
し
本
書
で
は
、
表
題
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
「
感
覚
」
と
い
う
言
葉
を
「
体
の
感
覚
」
に
限
定
し
て
用
い
る
べ

く
、
考
察
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
色
、
匂
い
、
音
な
ど
は
、
体
を
も
含
め
た
物
象
一
般
の
「
知
覚
」
の
要
素
（
す
な
わ
ち
知
覚
的
質
）

と
し
て
考
え
て
ゆ
く
。
こ
の
こ
と
の
理
由
は
本
文
で
述
べ
て
ゆ
く
。
け
れ
ど
も
、
当
座
は
普
通
に
「
感
覚
」
と
い
う
言
葉
を
緩
く
使
う
こ
と
に

し
て
言
う
の
だ
が
、
現
代
の
文
化
状
況
に
は
「
感
覚
の
時
代
」
と
呼
び
た
い
要
素
が
あ
る
。
そ
れ
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
「
情
報
処
理
の
器
機
」
を
通

じ
て
手
に
入
れ
る
感
覚
が
非
常
に
多
い
。
こ
の
点
に
目
を
向
け
、
本
書
の
話
題
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
、
言
っ
て
お
き
た
い
。

念
頭
に
お
い
て
い
る
の
は
、
テ
レ
ビ
や
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
っ
た
パ
ソ
コ
ン
等
の
画
面
に
現
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
映
像
を
見
、
音
響
装
置
か
ら

流
れ
出
る
音
を
聞
く
、
そ
れ
か
ら
更
に
は
、
ゲ
ー
ム
を
提
供
し
て
く
れ
る
器
機
の
画
面
に
向
か
っ
て
腕
を
動
か
す
と
何
か
に
触
れ
た
か
の
感
じ

を
も
ち
、
少
な
く
と
も
画
面
に
映
っ
て
い
る
何
か
を
自
分
が
動
か
し
た
と
思
え
る
、
そ
の
よ
う
な
経
験
で
あ
る
。
更
に
は
映
画
館
で
映
画
の
場

面
に
よ
っ
て
は
椅
子
が
振
動
す
る
仕
掛
け
が
あ
る
。
果
て
は
、
或
る
匂
い
す
ら
漂
わ
せ
る
よ
う
な
装
置
の
開
発
も
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

「
物
象
の
知
覚
」
と
言
う
と
き
、
自
然
の
事
象
の
知
覚
が
基
本
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
状
況
に
よ
っ
て
、
見
ら
れ
、
聞
か
れ
、
触
れ
ら
れ
る
も
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の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
と
え
ば
映
像
は
見
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
そ
の
映
像
の
見
え
（
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
内
容
）
と
は
違
っ
た

内
容
の
感
覚
が
付
け
加
わ
る
こ
と
も
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
別
種
の
感
覚
を
供
給
す
る
の
は
映
像
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
別
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

の
情
報
処
理
プ
ロ
セ
ス
が
作
動
す
る
結
果
で
あ
る
。（
自
然
の
物
的
事
象
の
場
合
に
も
も
ち
ろ
ん
、
見
る
こ
と
、
聞
く
こ
と
、
触
れ
る
こ
と
な
ど
そ
れ
ぞ

れ
の
持
分
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
統
合
は
物
的
事
象
の
側
が
促
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
い
ま
指
摘
し
た
状
況
で
は
、
そ
う
で
は
な
い
。）

映
像
や
音
に
絞
っ
て
考
え
る
に
、
器
機
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
映
像
や
音
の
由
来
に
は
二
つ
が
区
別
で
き
る
。
一
つ
は
、
器
機
を
「
情

報
処
理
の
器
機
」
と
性
格
づ
け
た
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
或
る
現
場
に
居
合
わ
せ
れ
ば
見
た
り
聞
い
た
り
で
き
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も

の
か
を
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
な
い
人
々
に
も
二
次
的
に
経
験
し
て
も
ら
お
う
と
、「
見
え
」
や
「
聞
こ
え
」
の
内
容
を
届
け
る
と
、
そ
れ
が
映
像

や
音
に
な
る
の
で
あ
る
。（
そ
の
プ
ロ
セ
ス
が
な
ぜ
「
情
報
の
処
理
」
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
の
議
論
は
省
く
。
情
報
の
取
得
や
処
理
等
に
関
す
る
部
分

的
考
察
は
本
書
の
第
２
章
第
３
節
を
参
照
。
ま
た
、
情
報
を
言
え
ば
、
言
葉
に
つ
い
て
論
じ
る
べ
き
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
真
偽
の
別
と
い
う
論
点
、
何
を
強

調
す
る
か
、
歪
曲
が
な
い
か
等
の
話
題
も
出
て
き
て
、
こ
れ
は
現
代
の
文
化
状
況
に
お
け
る
重
要
な
問
題
と
し
て
は
詳
し
く
論
じ
る
に
値
す
る
事
柄
で
あ
る
し
、

ま
た
、
哲
学
で
お
馴
染
み
の
認
識
論
的
課
題
と
つ
な
が
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
だ
が
、
本
書
の
主
題
か
ら
は
離
れ
る
。）

映
像
や
音
の
も
う
一
つ
の
由
来
は
、
人
に
よ
る
製
作
で
あ
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
や
電
子
音
等
を
想
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。

現
実
に
あ
る
素
材
（
器
機
を
通
さ
ず
に
直
接
に
見
聞
き
で
き
る
も
の
）
か
ら
採
集
し
た
映
像
や
音
も
、
そ
の
加
工
仕
方
に
よ
っ
て
は
製
作
物
と
変
わ

ら
な
い
も
の
に
な
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
製
作
に
お
い
て
も
、
前
段
落
で
述
べ
た
情
報
処
理
の
際
に
用
い
ら
れ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
技
術
が

駆
使
さ
れ
る
し
、
人
々
が
映
像
や
音
に
接
す
る
の
も
同
じ
よ
う
な
器
機
に
よ
る
再
生
を
通
じ
て
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
注
意
し
た
い
。

以
上
を
確
認
し
た
上
で
考
え
た
い
の
は
、
私
た
ち
の
間
で
、
器
機
か
ら
流
れ
出
る
音
や
映
し
出
さ
れ
る
映
像
を
単
純
に
楽
し
む
と
い
う
態

度
が
普
及
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
の
取
り
方
は
、
元
々
は
或
る
事
柄
に
つ
い
て
の
情
報
の
収
集
、
伝
達
を
意
図
し
て
採
集

さ
れ
た
映
像
や
音
に
対
し
て
も
み
ら
れ
る
。
映
像
や
音
が
ど
う
い
う
由
来
を
も
つ
か
は
ど
う
で
も
よ
く
、
そ
の
映
像
の
現
実
、
音
の
現
実
だ
け

に
心
を
奪
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
の
先
に
は
更
に
、
器
機
を
駆
使
し
て
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
を
楽
し
む
と
い
う
、
今
日
の
人
々
の

一
つ
の
経
験
の
有
り
方
も
あ
る
。
先
に
、
画
面
の
中
に
あ
る
も
の
を
、
見
て
い
る
人
が
自
分
の
体
の
運
動
に
よ
っ
て
動
か
す
か
の
ご
と
く
感
じ
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る
と
か
の
例
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
一
例
で
あ
ろ
う
。（
画
面
に
映
る
或
る
「
映
像
」
を
、
画
面
の
「
中
に
あ
る
0

0

―
在
る
―
も
の
」
と
表
現
し
た
こ

と
に
も
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
。）

「
感
覚
の
時
代
」
は
、
遊
園
施
設
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
ド
ラ
ッ
グ
等
を
通
じ
て
強
烈
な
感
覚
や
普
段
は
得
難
い
感
覚
を
味
わ
っ
て
み
た
い

と
い
う
欲
求
を
人
々
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
頃
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
日
の
、
氾
濫
す
る
器

機
を
通
じ
て
提
供
さ
れ
る
感
覚
、
バ
ー
チ
ャ
ル
体
験
に
は
、
か
つ
て
さ
さ
や
か
に
流
行
し
た
疑
似
体
験
と
は
異
質
な
部
分
が
あ
る
。
ば
ら
ば
ら

の
感
覚
、
断
片
と
し
て
の
感
覚
が
幅
を
利
か
せ
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
、
単
に
感
覚
を
楽
し
む
な
ど
と
言
っ
て
お
ら
れ
な
い
状
況
も
生
ま
れ
か

ね
な
い
。
こ
の
懸
念
は
、
各
人
の
「
自
己
」
と
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
し
て
己
を
獲
得
す
る
の
か
に
関
わ
る
。
自
己
は
人
の
生
き
る
こ
と
の

主
人
公
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
己
の
輪
郭
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
か
、
と
い
う
危
惧
で
あ
る
。
バ
ー

チ
ャ
ル
と
は
現
実
で
は
な
い
、
と
い
う
響
き
を
も
つ
が
、
他
方
で
バ
ー
チ
ャ
ル
な
り
の
現
実
性
を
も
っ
て
い
る
。
痛
さ
な
ど
の
体
の
感
覚
は
体

自
身
の
有
り
よ
う
を
告
げ
、
色
や
音
な
ど
を
そ
の
色
を
し
た
も
の
、
音
を
出
す
も
の
、
つ
ま
り
は
体
の
外
の
物
象
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
告

げ
る
役
割
を
も
つ
は
ず
な
の
に
、
そ
う
し
て
、
体
や
物
象
は
確
固
た
る
存
在
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
手て

ご

わ強
く
て
確
か
で
持
続
す
る
現
実
を
成
す

の
に
、
そ
の
任
務
か
ら
離
れ
た
感
覚
に
ば
か
り
浸
る
と
ど
う
な
る
の
か
。
手て

ご

わ強
く
て
確
か
で
持
続
す
る
現
実
、
ま
た
、
こ
ち
ら
の
探
索
に
応
じ

て
思
い
が
け
な
い
側
面
を
見
せ
も
す
る
現
実
に
強
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
仕
方
で
形
成
さ
れ
る
は
ず
の
自
己
と
い
う
も
の
の
有
り
よ
う
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
人
は
意
味
世
界
に
も
生
き
る
の
で
あ
り
、
実
は
「
自
己
像
」
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
意

味
事
象
と
し
て
各
自
が
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
世
界
は
、
こ
こ
で
言
う
現
実
に
養
わ
れ
、
か
つ
現
実
に
さ
ま
ざ
ま
な
彩

り
を
与
え
、
そ
こ
で
意
味
世
界
に
生
き
る
こ
と
は
人
を
豊
か
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ー
チ
ャ
ル
の
経
験
に
は
、
少
し
違
っ
た

風
景
が
み
え
る
。

さ
て
、
今
日
の
文
化
的
状
況
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
情
報
器
機
の
盛
ん
な
活
用
に
着
目
し
た
話
を
し
た
が
、
現
代
、
人
の
環
境
は
さ
ま
ざ

ま
な
種
類
の
も
の
に
分
岐
し
、
そ
れ
ぞ
れ
で
性
格
に
違
い
は
あ
り
つ
つ
も
、
い
ず
れ
も
人
工
的
で
あ
る
と
い
う
面
だ
け
は
急
激
に
進
ん
で
い
る
。

そ
の
結
果
、
一
方
で
人
々
の
経
験
は
多
様
な
も
の
に
な
り
複
雑
化
し
、
そ
の
く
せ
他
方
で
或
る
意
味
で
痩
せ
細
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
人
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が
つ
く
っ
て
ゆ
く
も
の
は
ど
ん
ど
ん
増
殖
す
る
が
、
そ
れ
ら
に
は
深
さ
や
厚
み
が
欠
け
て
い
る
場
合
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
人
工
的
な
も
の
と

い
う
の
は
、
人
が
事
柄
を
己
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
お
こ
う
と
し
て
生
み
出
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。（
そ
れ
で
い
て
、
た
と
え
ば
大
規
模
な
工
場
で
、

始
動
ボ
タ
ン
一
つ
で
機
械
が
動
き
始
め
る
の
に
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
全
体
の
ど
こ
で
何
が
進
行
し
て
い
る
か
を
、
ボ
タ
ン
を
押
す
人
が
把
握
し
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
し
、
ま
た
、
或
る
動
き
が
起
き
た
と
き
、
そ
れ
を
修
正
す
る
の
に
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
分
か
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
生
じ
る
。
人
工
物
は
、
予
測

を
越
え
た
状
況
で
は
屡し

ば
し
ば々

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
も
の
に
な
る
。）

筆
者
は
、
人
は
自
然
の
存
在
と
い
う
も
の
に
鍛
え
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
う
。
こ
の
思
い
は
、
人
間
の
経
験
に
強
さ
と
豊
か
さ
と
を
与

え
る
構
造
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
の
は
ず
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
を
背
景
に
し
て
い
る
。
人
の
経
験
の
基
盤
は
本
来
ど
こ
に
あ
り
、
そ
の
基

盤
の
上
で
ど
の
よ
う
な
経
験
様
式
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
か
、
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
に
も
本
書
執
筆
の
動
機
が
あ
る
。

な
お
、
体
の
感
覚
と
物
象
の
知
覚
に
つ
い
て
本
書
が
述
べ
る
こ
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
私
た
ち
の
常
識
的
な
考
え
と
余
り
変
わ
ら
な
い
。
そ

れ
も
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
、
常
識
と
い
う
も
の
は
、
領
域
に
よ
っ
て
違
う
が
、
け
っ
こ
う
健
全
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
当
た
り

前
の
こ
と
が
く
ど
く
ど
書
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
印
象
を
与
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
叙
述
に
は
、
最
初
に
述
べ
た
私
の
立
場
が

絡
ん
で
い
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
は
、
同
じ
主
題
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
に
さ
ま
ざ
ま
に
提
出
さ
れ
て

き
た
哲
学
の
考
え
や
ア
プ
ロ
ー
チ
仕
方
と
い
う
も
の
を
念
頭
に
（
ほ
と
ん
ど
表
に
は
出
し
て
い
な
い
が
）、
対
案
を
提
出
す
る
と
い
う
意
図
の
も
と

で
の
考
察
を
し
て
い
て
、
し
か
る
に
、
哲
学
の
学
説
と
い
う
も
の
に
は
、
む
し
ろ
常
識
を
浅
薄
だ
と
決
め
つ
け
て
難
ず
る
と
い
う
ふ
う
な
傾
向

が
あ
る
ゆ
え
、
そ
の
種
の
哲
学
を
批
判
す
る
筆
者
の
論
述
に
は
、
結
果
と
し
て
、
指
摘
し
た
よ
う
な
印
象
が
生
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
だ
、
常
識
の
擁
護
と
い
う
側
面
が
あ
る
場
合
に
も
、
ど
う
い
う
意
味
で
は
擁
護
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を

明
確
に
示
し
た
上
で
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
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