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こ
れ
は
、
人
間
の

「
わ
か
る
」
と
い
う
経
験
を

「
わ
か
る
」
よ
う
に
な
り
た
い
と
願

っ
て
い
る
心
理
学
研
究
者
の
ひ
と
り
で
あ
る

私
の
、
「
わ
か
る
」
の
問
題
を
め
ぐ
る
覚
書
き
で
あ
る
。
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「わ
か
る
」
を
め
ぐ

っ
て
、
．私

は
力ゝ‐

つ
．て
、
触
い
エ
ツ
セ
ー
を
書
い
た
び
ど
が
林
♂
、

こ
こ
で
―ま‐
　ヽ
そ
こ
一
普
ぎ
残
レ
だ
こ‐
ど
ど

も
、
お
よ
び
、
そ
の
後
学
び
考
え
た
こ
と
ど
も
の

一
部
を
、
書
き
記
す
こ
と
に
し
た
い
。
　
　
　
　
‐
‥
　
　
、，‐　
．―
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「
わ
か
る
」
の
問
題
は
、
実
に
、
広
く
、
そ
し
て
、
深
い
。
「わ
か
る
」
の
す
べ
て
を

「
わ
か
る
」
こ
と
は
到
底

′で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
覚
書
き
は
、
「
わ
か
る
」
の
限
ら
れ
た
二
、
三
の
側
面
、
部
分
を
、
「
わ
か
る
」
む
と
を
目
ざ
す
、
さ
さ
や
か
な
試
み
と

し
て
の
エ
ッ
セ
ー
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。　

．
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年
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二
三
―
三
五
ペ
ー
ジ
。　
　
　
　
　
　
．
　

　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｃ

- 1・

 

一



|

|

ｒ
ｔ

「わ
か
る
」
は
生
き
ら
れ
て
い
る

「

わ
れ
わ
れ
は
皆
、
「
わ
か
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
、　
そ
れ
ぞ
れ
に
、
「わ
か
っ
て
い
る
」
。

幼ヽ
い
子
ど
も
で
さ
え
、

「
あ
あ
、
わ
か
っ
た
」
と
喜
び
の
声
を
あ
げ
、
「
ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
い
」
と
た
め
息
を
つ
く
。

子
ど
も
が

「
わ
か
っ
た
」
と
か

「
わ
か
ら
な
い
」
と
か
独
り
言
す
る
と
き
、
そ
の
子
は
、　
そ
の
子
な
り
に
、
「わ
か
る
」
と

「
わ
か
ら
な
い
」
と
の
区
別
を
し
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、

少
な
く
と
も
そ
う
し
た
区
別
が
で
き
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、
「
わ
か
る
」
を
わ
か
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
「わ
か
る
」
を
生
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「わ
か
る
」
を
こ
と
ば
で
説
明
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し

「
わ
か
る
」
と
き
で
も
、
こ
と
ば
で
い
え
な
い
こ
と
が
あ
り
、
こ
と
ば
で
い
え
て
も
わ
か

っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
。

「
わ
か
る
」
と
い
う
体
験
を
し
た
こ
と
の
な
い
人
は
い
な
い
。
　

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

わ
れ
わ
れ
が
、
ほ
か
で
も
な
い

「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
共
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が

「
わ
か
る
」

「わ
か
る
」
は
す
で
に
生
き
ら
れ
て
い
る
「
　
　
　
　

．
　
　
　
．
　

，

そ
こ
か
ら
出
発
し
た
い
と
思
う
。
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も

の
」

を

「
わ
か
る
「
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に
つ

い

て

す
で
に

わ
か

て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る

「わ
か
る
」
に
は
必
ず
、
「わ
か
る
」
対
象
あ
る
い
は
内
容
が
あ
る
。
「わ
か
る
」

。か
る
」
べ
き
何
も
な
し
に
、
た
だ

「わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
「わ
か
る
」

Ｐ
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何
だ
か
わ
か
ら
な
い

「
も
の
」
を
わ
か
ろ
う
と
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は

一
体
、

の
で
あ

っ
て
、

(764)



「わかる」の心理学

か
。
も

っ
と
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と

っ
て
、
何
が
何
だ
か
ま

っ
た
く
わ
か
ら
な
い

「
も
の
」
は
現
実

に
は
存
在
し
得
な
い
。
そ
れ
は
、

「
何
だ
か
わ
か
ら
な
い

『
も

の
ヒ

と
し
て
す
で
に
わ
か
ら
れ
て
い
る
。　
そ
れ
だ
け
で
な
く
、　
わ
れ
わ
れ
と
そ
の

「
も

の
」
が
置
か

れ
た
状
況
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
わ
か
っ
て
い
る
。
す
で
に
、
そ
の
も
の
が
、
あ
る

「
も
の
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の，注
意
を

ひ
い
た
時
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
あ
る
わ
か
り
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
理
解
に
は
わ
れ
わ
れ
の

「
前
理
解
」
や

「
先
入

観
」
を
も
ち
込
ん
で
い
る
。
，
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そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の

「
も
の
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
を
わ
れ
わ
れ
が
わ
か
ろ
う
と
す
る
と

き
、　
た

と

え

ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
・　
　
　
　
，

田
　
「
み
る
」
。
そ
の

「も
の
」
の
い
ま
見
え
て
い
る
と
こ
ろ
を

「
じ

つ
と
見
て
」
、
よ
く

「
わ
か
ろ
う
」
と
す
る
。
　
　
　
．‥

０
　
「
ま
わ
る
」
。
そ
の
も
の
に
ふ
れ
な
い
で
、
そ
の

「
も
の
」
の
周
り
を

「
ま
わ
る
」
。　
そ
う
す
る
こ
と
で
、　
そ
の

「も
の
」
の

い
ろ
い
ろ
な
側
面
を
よ
く
見
て
、
そ
れ
が
ど
う
な

っ
て
い
て
何
で
あ
る
か
を
わ
か
ろ
う
と
す
る
。

」

ｒ
・
■
●

　

一
ヽ

．
‐

同
　
「
ま
わ
す
」
。
わ
れ
わ
れ
に
動
か
せ
る
よ
う
な

「
も
の
」
で
あ
れ
ば
、
手
や
道
具
で
ふ
れ
て
、
ひ
っ
く
り
返
し
て
み
た
り
、
ま

わ
し
て
み
た
り
す
る
。

同
　
「近
づ
く
」
。
近
く
に
寄
っ
て
見
る
。

同
　
「遠
ざ
か
る
」
。
近
づ
き
す
ぎ
て
い
て
よ
く
わ
か
ら
な
い
と
き
、
む
し
ろ
遠
ざ
か
る
こ
と
で
か
え

っ
て
よ
く

「
わ
か
る
」
こ
と

が
あ
る
。
遠
く
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の

「
も
の
」
の
周
辺
に
さ
ら
に
ど
ん
な

「も
の
」
が
あ
る
か
も

「
わ
か
る
」
で
あ
ろ
う
。

「
入
る
」
か

「出
る
」
。
も
し
、
ゎ
れ
わ
れ
が
そ
の

「
も
の
」
の

「
外
」
に
居
る
と
わ
か
り
、
そ
の

「
内
」
に
も
入
れ
る
と
わ

か
れ
ば
、
「内
」

へ
入
っ
て
み
る
。
逆
な
ら
、
「外
」

へ
出
て
み
る
。
「
入
る
」
と

「
出
る
」
は
、
「近
づ
く
」
と

「
遠
ざ
か
る
」

の
変
形
と
も
考
え
ら
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

０
　
「
さ
わ
る
」
。
暗
か
っ
た
り
、
目
が
見
え
な
か
っ
た
り
す
れ
ば
、
手
で
さ
わ

っ
て
み
る
。
手
ざ
わ
り
だ
け
で
な
く
、
　

。
そ
の
外
形
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「
つ
く
る
」
。
そ
れ
と
同
じ
も
の
を
作

っ
て
み
て

「
わ
か
る
」
。

「似
た

「
も
の
ヒ

で

「
わ
か
る
」
。　
そ
の

「も
の
」
自
身
が

「も
の
」
、
「
モ
デ
ル
」
を
見
つ
け
た
り
作

っ
た
り
し
て
、　
そ
の

「わ
か
る
」
こ
と
を
試
み
る
。
．

，

圏
　
「
た
ず
ね
る
」
。
そ
の

「
も
の
」
を

「わ
か
る
」
の
に
不
都
合
で
あ
れ
ば
、　
そ
の

「も
の
」
と
似
た

「
モ
デ
ル
」
を

「わ
か
る
」
こ
と
を
試
み
、　
そ
の

「も
の
い
を

uD はo(" 旧)

「
わ
か
っ
て
い
る
」
他
の
人
に
た
ず
ね
て

「
わ
か
る
」
。
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．
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・
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・
　

　

　

　

・
　

　

．

ま
だ
ま
だ
、
た
と
え
ば
、
「影
を
う
つ
す
ヽ

「嗅
ぐ
」
、
「味
わ
う
」
な
ど
な
ど
、　
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら
れ
よ
う
が
、

校
舎
を
、
い
ま
居
る
場
所
に
立

っ
た
ま
ま

「
じ

っ
と
見
る
」
。
校
合
の
周
り
を

「
ま
わ
る
」
。
校
舎

（の
モ
デ
ル
）
を

校
合
に
近
づ
く
。
「遠
ざ
か
り
」
、
校
舎
を
、
た
と
え
ば
丘
の
上
か
ら
見
る
。
校
舎
の

「
内
」
に

「
入
る
」
、
「外
」

へ

わ
る
」
。
床
の
音
を

「
き
く
」
。
校
舎
を
壊
す
。
建
て
る
。
校
合
の
モ
デ
ル
を

「
つ
く
る
」
。
校
舎
に
つ
い
て
他
人
に

Ｊ
こ
れ
ら
は

「
学
校
の
建
物
」
を
、
物
理
的
な
無
機
的
な

「
も
の
｝
と
し
て
、
よ
り
よ
く

「
わ
か
る
」

一
つ
の
プ

ロ

い
こ つ

こ て
｀

で よ｀
  い|

特 で
定 あ

畠 ,:i
い  1ヽ

寿||::

し' 1・

て  :|
答  ■
′くし 1    11.'

る: l・
:

僣|,
.よ

 .=i
く
・
  」`

わ  i

ど.:||・

に  1:|
は  lll

が

「
わ
か
る
」
。

「き
く
」
。
音
が
す
る
か
し
な
い
か
。
振

っ
て
み
た
り
、
た
た
い
て
み
た
り
し
て
、
そ
の
音
に
耳
を
傾
け
る
。

「
こ
わ
す
」
。
こ
わ
し
た
り
『
分
解
し
た
り
し
て
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を

「
わ
か
る
」
。
　
　
　
―

．

′

よ
り

よ
ぐ

「わ
か
る
」
わ
か
り
方
と
、

(766)-4-



「わかる」の心理学

わ
か
り
方
が
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
て
お
き
た
い
が
た
と
え
ば
、
古
い
校
舎
が
ど
れ
く
ら
い
傾
い
て
い
る
か
を

「
わ
か
る
」
に
は
、

そ
の
傾
き
の
方
向
と
垂
直
の
方
向
か
ら
見
る
こ
と
で
最
も
よ
く

「
わ
か
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
も
の

の
あ

る
特
徴
を

「
わ
か

る
」
に
は
、
そ
の
特
徴
を

「
わ
か
る
」
の
に
最
も
よ
い
位
置
や
方
向
、
視
点
が
あ
る
。

…

■
　
　
　
■
　
口，
■
１
１１
″
■
，／
■

さ
て
、
以
上
の
国
か
ら
．
り
ま
で
の

「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
た
め
の
わ
れ
わ
れ
の
試
み
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

一
体
何
を
し
て
　
　
　
　
．

そ
の

「も
の
」
を
わ
か
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　

‐

第

一
に
、
そ
の

「も
の
」
を
多
様
な
視
点
か
ら

「
み
て
Ｌ

「わ
か
る
」
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の

「も
の
」
の
多
く
の
側
面

に
ふ
れ
る
。
そ
の

「
も
の
」
の
多
く
の
側
面
を

「
わ
か
る
」
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の

「
も
の
」
を
、
そ
れ
ら
の
側
面
の
統

一
と
し
て

Ｌ
わ
か
る
」。
「み
る
」、
「ま
わ
る
」、
「ま
わ
す
」、
「近
づ
く
」、
「入
る
」、
「出
る
」
な
ど
は
、
そ
う
し
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を

「
み
る
」
た
め
の
わ
れ
わ
れ
の
動
き
で
あ
る
。

第
二
に
、
そ
の

「
も
の
」
を
と
ら
え
る
の
に
可
能
な
さ
ま
ざ
ま
な
わ
か
り
方
を
週
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
わ
か
り
方
に
よ
っ
て
わ
か

る
こ
と
の
統
合
と
し
て
、
そ
の

「
も
の
」
を

「
わ
か
る
」
こ
と
を
す
る
。
「
み
る
」
、

「き
く
」
、

「
さ
ゎ
る
」
な
ど
は
、
そ
う
し
た
さ

ま
ざ
ま
な
わ
か
り
方
の
例
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
同
時
に
行
な
わ
れ
う
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

第
二
に
、
そ
の

「
も
の
」
を
多
様
な
文
脈
の
中
に
置
い
て

「
み
る
」
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
。
し

っ
と
「
み

る
」
だ
け
で
な
く
、
「近
づ
く
」
こ
と
に
よ
り
、
あ
る
い
は
、
「遠
ざ
か
る
」
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
背
景
を
変
化
さ
せ
一
そ
の

「も
の
」

の
置
か
れ
て
い
る
文
脈
を
変
え
て
、
そ
の

「も
の
」
を
よ
り
よ
く

「
わ
か
る
」
。
「
ま
わ
る
」
も

「
ま
わ
す
」
も
一
こ
れ
に
加
わ
る
こ

と
で
、
文
脈
の
変
化
は
さ
ら
に
多
様
と
な
る
。・
　

，　
　
　
　
　
　
　
　
　
・‐
　
　
　
　
，‐　
　
・〓
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
・
・
，

第
四
に
、
そ
の
Ｌ
も
の
」
を
多
く
の
部
分
か
ら
な
る
全
体
と
し
て

「
み
る
」
こ
と
に
よ
り
、
そ
の

「
も
の
」
が
多
様
な

「も
の
」

の
統

一
と
し
て
成
り
立

っ
て
い
る
と

「
わ
か
る
」
。
た
と
え
ば
、
「
こ
わ
す
」
、
「
つ
く
る
」
が
そ
れ
に
当
た
る
。

一　
　
‐
一
　

‐
　

．

第
五
に
、
他
己
を
通
し
て

「
わ
か
る
」
。
「
た
ず
ね
る
」
が
こ
れ
に
当
た
る
。
こ
れ
は
、
他
己
に
、
自
己
の
代
理
の
機
能
を
果
た
さ

MM蒻 熙 M・ ミ繊 ミ ‐ヽ
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パ

れ
な
い
。
果
た
し
て
そ
う
か
ど
う
か
。
　
　
　
　
　
　
“

　̈
　
¨
　
，
　

　

・
　

　

・

た
と
え
ば
「
「近
づ
く
」
と

「遠
ざ
か
る
」
、
「
入
る
」
と

「出
る
」
と
い
う

「
わ
か
る
」
。

こ
の

「わ
か
る
」
を
壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
試
み
た
も
の
に
、
映
画

「
パ
ワ
ー
ズ

ｏ
オ
ブ

一
人
の
男
が
画
面
い
っ
ぱ
い
に
寝
て
い
る
。
次
の
瞬
間
か
ら
、

が
ど
ん
ど
ん
広
が
つ
て
い
く

ヽ
？
Ｆ
一■

Ｉ
　
コー、

・

．
　

¨

カ
メ
ラ
が
連
続
的
に
ズ
ー
ム

せ
る
点
で
、
つ
ぎ
の

「
似
た

「
も
の
」
を
つ
く
る
」
に
通
じ
る
点
を
も

っ
て
い
る
。

第
六
に
、
そ
の

「も
の
」
自
体
を
直
接
に

「
わ
か
る
」
こ
と
を
試
み
ず
、
そ
の

「
も
の
」
と
似
て
い
る
と
思
わ
れ
る

「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の

「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
。
た
だ
し
、
「似
た
も
の
」
は

「
同
じ
も
の
」
で
も
、
そ
の

「も
の
」

自
体
で
も
な
い
。
こ
と
ば
、
地
図
、
数
式
、
モ
デ
ル
な
ど
を
通
し
て
、
そ
の

「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
の
は
、
こ
れ
に
当
た
る
。
そ
．

こ
で
、
ど
れ
だ
け
似
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の

「
わ
か
る
」
が
ど
れ
だ
け
そ
の

「
も
の
」
自
体
を

「
わ
か
る
」
に
な
っ
て
い
る
か

が
条
件
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
類
似
性
の
限
界
を
よ
く

「
わ
か
る
」
こ
と
で
、
そ
の

「も
の
」
を
さ
ら
に
よ
く

「
わ
か
る
」
こ

と
が
で
き
る
。
　
　
　
　
―

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
´
，
　

　

　

　

　

　

一　
　
　
　
　
‘．
　

．

こ
う
述

べ
て
く
る
と
、
「
も
の
」
を

「
わ
か
る
」
は
、
い
つ
も
、
だ
れ
に
と
っ
て
も

同
じ
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知

テ
ン
」
が
あ
る
。

「有
名
な
デ
ザ
イ
ナ
ー
、
チ
ャ
ー
ル
ズ

。
イ
ー
ム
ズ
が
、
全
米
物
理
学
会
の
十
年
記
念
集
会
の
た
め
に
作

っ
た

『
パ

オ
ブ
ー
テ
ン

（十
の
累
乗
こ

と
い
う
映
画
が
あ
る
。

・

　̈
　
　
　
　
　
　
　
，

，
‐‐

ま
わ
り
の
草
原
、
飛
行
場
、　
マ
イ
ス
ミ
の
町
、一
フ
ロ
リ
ダ
半
島
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
、
地
球
，、
さ
ら
に
太
陽
系
を
越
え
銀
河
系

宇
宙
の
外
側
ま
で
、
キ
ッ
カ
リ
等
比
級
数
的
な
ス
ピ

・
―‐
ド
で
広
が
っ
て
い
ぐ
。
画
面
の
左
約
三
分
の
一
の
と
こ
ろ
に
、
出
発
点

か
ら
の
距
離
、
経
過
時
間
、
地
球
時
間
な
ど
が
現
れ
る
が
、
ノ
秒
後
の
経
過
距
離
が
１０
の
′
恥

乗
メ
ト
ト
ル
、
つ
ま
り
十
秒
ｒ

関
ご
と
に
一
そ
の
前
の
十
秒
間
に
経
過
し
た
距
離
ｐ
計
楷

‐ず
つ
離
れ
て
い
く
と
い
う
シ
ス
テ
ム
。
し
か
も
、
宇
宙
の

″
は
て
４
‐

ン
ク
し
′、
ま
わ
り
の
視
界
出

-6-
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`田

で
突
然
停
止
し
た
あ
と
こ
ん
ど
は
逆
行
し
は
じ
め
、
も
と
の
出
発
点
で
も
止
ら
ず
に
、
手
の
ひ
ら
、
皮
膚
、
細
胞
、
染
色
体
、

遺
伝
子
、
原
子
、
原
子
核
内
部

へ
…
…
と
、
刻

々
と
ク

ロ
ー
ズ

ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
く
。
宇
宙
の
か
な
た
か
ら
原
子
核
ま
で
の
こ

‘・

の
壮
大
な
旅
が
、
た

っ
た
の
三
百
五
十
秒
。
し
か
し
、
そ
の
画
面
は
き
わ
め
て
リ

ア
ル
で
、
見
終

っ
た
あ
と
人

々
は
ポ
ウ
然
と

し
て
い
た
。」
（「広
が
る
視
覚
世
ど

　
朝
日
新
聞
　
一
九
七

一
年
十

一
月
十

一
日
　
第

一
九
面
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　

一　
　
４
　

「一

。
こ
の
映
画
と
同
じ
趣
き
の
映
画

「
コ
ズ
ミ

ッ
ク

・
ズ
ー
ム

（「宇
宙
を
ズ
ー
ム
で
見
る
し
」
（カ
ナ
ダ
国
立
映
画
局
）
を
、　
伊
豆
の
あ
る

小
学
校

の
子
ど
も
た
ち
に
見
て
も
ら

っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
が
、
た
と
え
ば
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
特
色

の
あ
る
感
想
文
を
寄
せ
て

く
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐，

「
大
き
く
な

っ
た
り
小
さ
く
な

っ
た
り
し
た
の
で
お
も
し
ろ
か

っ
た
」

公
一年
　
な
が
さ
わ
ひ
で
あ
き
）
　

　

　

　

　

‐
　

′

「
ど
ん
ど
ん
　
お
く

へ
　

い
く
よ
う
な
　
き
も
ち
が
　
し
た
。
お
も
し
ろ
か

っ
た
で
す
。
う
ち

ゅ
う

へ
い

っ
た
　
み
た
い
で
し

た
。
き
れ
い
だ

っ
た
。
だ
ん
だ
ん
　
と
お
く

へ
　
い
く
　
み
た
い
だ

っ
た
。
い
ろ
い
ろ
の
　
と
こ
ろ

へ
　

い

っ
て
・
お
も
し
ろ

か

っ
た
。

ロ
ケ

ッ
ト
で
　
う
ち

ゅ
う

へ
　
と
ん
だ
　
み
た
い
で
し
た
。
ゆ
う
ふ
お
―
が
　
と
ん
で
　
い
て
　
お

も

し

ろ

か

っ

た
。」
（二
年
　
ほ
り
い
む
つ
こ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

．　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
′　
　
　
‐
，
，
，

「
あ
る

一
つ
の
物
を
無
限

の
大
宇
宙
か
ら
見
た
時
、
そ
れ
は
そ
れ
は
、
ほ
ん
と
に
、
ち

っ
ぽ
け
な
物
に
し
か
見
え
な
い
。
今
、

見
た
映
画
は
、
み
来
の
作

っ
た
、
光
速

ロ
ケ

ッ
ト
み
た
い
だ

っ
た
。
そ
し
て
、
あ

の
ま
ま
、
も
ど
ら
な
い
で
、
そ
の
ま
ま
い

っ

た
ら
、
地
球
は
、
見
え
ず
に
、
無
限
の
大
宇
宙
の
旅
が
続
く
だ
ろ
う
。」
（六
年

藤
本
拓
也
）
　

ヽ
・
　

，
　

，

‐
」
‘
ヽ̈

「
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
、
川
か
ら
見
れ
ば
、
人
間
は
小
さ
く
、
地
球
か
ら
見
れ
ば
、
川
は
小
さ
く
、
宇
宙

か
ら
見
れ
ば
、
地
球
は
小
さ
く
見
え
る
。
だ
か
ら
、
宇
宙
は
、
と
て
も
広
く
地
球
な
ん
て
星
の
よ
う
に
見
え
る
だ
ろ
う
。
だ
か

ら
川
、
人
間
な
ど
地
球
上
の
物
は
す
べ
て
見
え
な
い
だ
ろ
う
。」
（六
年

豊
納
知
き

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
二
つ
の
映
画
の
思
想
の
源
は
、
ど
う
も
、
パ
ス
カ
ル
の

『
パ
ン
セ
」
に
あ
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
『
パ
ン
セ
』

―――- 7 -―――(769)



令
パ
ス
カ
ル
』

前
田
陽

一
編
　
中
央
公
論
社
　
一
九
七
八
年
一
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
版
）
の
断
章
七
二
（同
書
、
八
八
―
九
〇
ペ
ー
ジ
）
に
は
、

「
コ
ズ
ミ
ッ
ク

・
ズ
ー
ム
」
の
シ
ナ
リ
オ
か
と
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
パ
ス
カ
ル
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

「無
限
の
な
か
に
お
い
て
、
人
間
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
で
あ
ろ
う
。」
（同
前
書
、
九
〇
ペ
ー
ジ
）

「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
つ
い
先
ほ
ど
ま
で
は
、
宇
宙
の
な
か
に
あ

っ
て
知
覚
で
き
な
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
宇
宙
す

ら
、
全
体
の
う
ち
に
あ

っ
て
知
覚
し
が
た
い
ほ
ど
の
も
の
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
や
そ
の
身
体
が
、
人
の
到
達
で
き

な
い
虚
無
に
対
し
て
は

一
個
の
巨
人
で
あ
り
、　
一
つ
の
世
界
で
あ
り
、
い
な
、
む
し
ろ
全
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、́

だ
れ
か
感
嘆
し
な
い
者
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。」
（同
前
）
　

　

一　
　
一　
　
　
・　
　
　
　
　
　
一　
　
　
　
，

■
　

，

パ
ス
カ
ル
が
、
ひ
と
つ
の

「
も
の
」
、
人
間
の
身
体
を
主
題
化
し
、
そ
れ
に
注
目
し
た
の
に
、　
子
ど
も
た
ち
は
、

映
像
に
次
々
に

現
わ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な

「も
の
」
に
注
意
を
向
け
て
い
る
。
　
　
，Ｉ

・　
　
　
‘　
　
　
　
　
．
　

．
　

　

一１

　̈
¨
　

一
Ｉ

そ
れ
に
し
て
も
、
「も
の
」
と
し
て
の
人
間
を
、
「遠
ざ
か
る
」
と

「
近
づ
く
」
、
「出
る
」
と

「
入
る
」
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ほ
ど
見

事
に

「
わ
か
る
」
、
ま
た

「
わ
か
ら
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
、
私
は
驚
き
を
覚
え
る
。
‐′
／

，Ｉ
、り
〓
′
■

「

＾
―
●
Ｉ
ツ
ー・，，

い
や
、
「も
の
」
を

「わ
か
る
」
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
に
は
動
か
な
く
て
も
よ
い
か
も
知
れ
な
い
中
「じ
っ
と
見
る
｝
だ
け
で

７２，　
　
も
、
ぃ
ろ
い
ろ

「
わ
か
る
」

こ
と
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
動
か
な
く
て
も
わ
れ

.                       ′             「わかる」の心理学

｀
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き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
・
　

・
・
・
　

　

い
・

「じ

っ
と
見
る
」
と
い
え
ば
、
私
は
志
賀
直
哉
作

『
清
兵
衛
と
瓢
筆
』
を
教
材
と
し
た

武
田
常
大
の
授
業
で
の
ひ
と
り
の
子
ど
も

の
発
言
を
思
い
起
こ
す
。
　
　
　
　
　
′
　

　

　

　

・
　

　

　

・
●
　
‐
　
′
■
　
　
　

，

，
「
　

■ヽ
■
■
ｒ
・
メ
一
●
■
‥．

作
品
中
に
、
禿
頭
を
瓢
箪
と
ま
ち
が
え
る
ほ
ど
瓢
箪
に
凝

っ
て
い
た
清
兵
術
が
、
「
お
よ
そ
瓢
箪
を
さ
げ
た
店
と
い
え
ば

必
ず
そ

の
前
に
立
っ
て
も

っ
と
見
た
ピ

と
い
う
箇
所
が
あ
る
「
武
田
は
、
「清
兵
術
は
、
店

の
前
に
・立

つ
て
し

っ
と
見
ま
し
た
ね
。
見
な
が

ら
い
か
れ
は
、
な
に
を
考
え
て
い
た
で
し
ょ
う
」
と
発
問
し
た
。

最
初
、　
子
ど
も
た
ち
か
ら
出
た
考
え
は
、
「０
ほ
し
い
な
あ
、
と

思
い
な
が
ら
見
て
い
た
。
０
買
い
た
い
な
あ
、
と
思
い
な
が
ら
、
同
そ
の
家
の
人
に
、

へ
ん
に
思
わ
れ
は
し
な
い
か
心
配
し
な
が
ら

見
て
い
た
。
国
も

っ
と
お
金
が
あ
れ
ば
、
買
え
る
ん
だ
け
ど
、
同
こ
の
な
か
で
、
ど
れ
が
い
ち
ば
ん
い
い
瓢
箪
か
な
と
思
い
な
が
ら

…
１
」
（武
田
常
夫

『
イ
メ
ー
ジ
を
育
て
る
文
学
の
授
業
』

国
土
社
　
一
九
七
三
年
、　
一
九
二
ペ
ー
ジ
）
で
あ

っ
た
。
さ
ら
に
つ
づ
く
武
田
の

発
間
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
を
出
し
て
き
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‥

「
ま
え
に
は
、

つ
ま
ら
な
い
瓢
箪
だ
と
思

っ
て
い
た
も
の
が
、　
だ
ん
だ
ん
い
い
も

の
に
思
え
て
き
た
り
、

反
対
に
、

思

っ
て
き
た
も

の
が
、

つ
ま
ら
な
く
思
え
て
き
た
り
し
た
よ
う
な
こ
と
が
あ

っ
た
と
思
う
』
…
…
０
」
。

そ
し
て
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

「
清
兵
術
は
、
は
じ
め
の
う
ち
は
奇
抜
な
の
を
い
い
と
思

っ
た
ん
み
た
い
、　
で
も
、
見
て
い
る
う
ち
に
、　
だ
ん
だ
ん
あ
き
て

き
た
み
た
い
に
思
え
る
。
清
兵
術
は
瓢
箪
が
好
き
だ
っ
た
の
だ
け
ど
、
見
て
い
る
う
ち
に
よ
け
い
好
き
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

見
る
た
び
に
い
い
と
こ
ろ
が
見
つ
か
っ
て
く
る
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
い
く
ら
見
て
い
て
も
一
あ
ぎ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
』

…
…
ｍ
」
（同
前
書
、　
一
九
五
ペ
ー
ジ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

こ
の
子
ど
も
は
、
「
じ

っ
と
見
る
」
こ
と
の
中
に
、
「わ
か
る
」

の
変
化
、
「わ
か
る
」
の
深
化
が
あ
る
こ
と
、　
否
定
に
否
定
を
重

ね
て
い
く

「
わ
か
る
」
が
あ
る
こ
と
を
言
い
当
て
て
い
る
。
「も
の
」
を
、
「わ
か
る
」
に
つ
い
て
の
深
い
洞
察
が
み
ら
れ
る
の
で
あ

- 9 -―
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と
こ
ろ
で
、
「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
を
、
こ
れ
ま
で
は
、
努
め
て
、
あ
た
か
も
単
に
物
理
的
で
無
機
的
な

「
も
の
」
と
し
て

「
わ

か
る
」
、
そ
う
い
う

「
わ
か
る
」
に
限
定
し
て
語

っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
、

話
を
進
め
て
き
た
。　
し
か
し
、
清
兵
衛
が

「
じ

っ
と
見

た
」
「瓢
箪
」
に
し
て
も
、
「
コ
ズ
ミ
ッ
ク

・
ズ
ー
ム
」
に
お
け
る
人
間
と
宇
宙
や
原
子
核
に
し
て
も
、
そ
こ
で
の

「
も
の
」
に
は
、

す
で
に
人
間
的
な
意
味
、
表
情
が
付
与
さ
れ
た

「も
の
」
と
し
て
、
「わ
か
る
」
が
な
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
は
こ
う
書
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・―
」

「
こ
の
無
限
の
空
間
の
永
遠
の
沈
黙
は
私
を
恐
怖
さ
せ
る
。」
（断
章
二
〇
六
。
前
出
書
、　
一
五
六
ペ
ー
ジ
）
．

分
裂
病
の
少
女
ル
ネ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

「
そ
れ
以
来
、
学
校
で
の
娯
楽
の
時
間
は
、
し
ば
し
ば
非
現
実
感
の
原
因
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
ま
る
で
本
当
の
囚
人
で
で
も

あ
る
か
の
よ
う
ｋ
柵
に
よ
り
そ
っ
て
、
他
の
生
徒
達
が
校
庭
を
大
声
を
あ
げ
て
走
り
ま
わ
る
の
を
み
つ
め
て
い
ま
し
た
。
私
に

は
、
生
徒
達
は
ち
ょ
う
ど
陽
光
の
下
の
蟻
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。
学
校
の
建
物
は
巨
大
で
滑
ら
か
な
非
現
実
と
な
り

，
名
Ｆ

‐
状
し
難
い
苦
痛
が
私
を
お
さ
え
つ
け
る
の
で
し
た
。

（中
略
）
庭
の
中
の
も
の
は
す
べ
て
果
て
し
も
な
く
い
非
現
実
的
、
機
械

的
で
あ
り
、
無
意
味
で
し
た

，。

（中
略
）
あ
る
日
、
私
が
校
長
室
に
い
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
が
、
突
然
室
が
途
方
も
な
く
大

き
く
な
り
、
偽
り
の
影
を
投
げ
か
け
る
恐
し
い
電
光
に
照
し
出
さ
れ
ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
精
密
で
滑
ら
か
な
、
人
工
的

で
極
端
に
緊
張
し
た
も
の
に
な
り
、
椅
子
や
テ
ー
プ
ル
は
´

そ
こ
に
置
か
れ
た
模
型

，
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。」
（
セ
シ
ユ
エ
」

‐―
、
村
上
仁
ｒ
平
野
恵
訳

『分
裂
病
の
少
女
の
手
記
』
み
す
ず
書
房
　
一
九
七
一
年
改
訂
、　
一
一
―
一
二
ペ
ー
ジ
）
‐

，
Ｆ
，”戸，
Ｉ
■

■
卜
■

´
少
女
ル
ネ
に
と

っ
て

，

「も
の
」
が
、
校
舎
や
校
庭
が
、
「無
意
味
」
で

「機
械
的
」
で

「
人
工
的
」

に
見
え
る
と
き
、

非
現
実

感
が
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
恐
怖
感
を
ひ
き
起
こ
す
経
験
で
あ

っ
た
。
そ
の
経
験
の
異
常
で
あ
る
こ
と
が
、
逆
に
一
わ
れ
わ
れ
の
日
常

の
経
験
に
お
い
て
は

「も
の
」
が
決
し
て

「
無
意
味
」
で

「機
械
的
」
で

「
人
工
的
」
に
見
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
教
え

(772)
―――- 10 -― ――
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て
く
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

「も
の
」
を
見
る
と
き
、
そ
の

「
み
る
」
に
は
、
必
ず
あ
る
意
味
が
伴
い
、
気
分
、
雰
囲
気
を
伴

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の

「
わ
か
る
」
は
、
そ
う
し
た
雰
囲
気
の
中
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
―
　
　
　
‐　

，
　

　

∵

「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
の

「
わ
か
る
」
は
、
「わ
か
る
」

の

一
典
型
で
あ
り
、
「わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」

の
モ
デ
ル
と
し
て
と

ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
ヽ

‐
　
　
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　

　

　

一
一
″
．

「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
と
、
「
ひ
と
」
を

「
わ
か
る
」
と
の
差
異
と
関
連
に
つ
い
て
は
す
で
に
諭
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
こ
こ
で

は
省
略
す
る

（拙
著

『授
業
を
研
究
す
る
ま
え
に
』

明
治
図
書
　
一
九
七
七
年
参
照
）
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

一二

「
死
」

を

「
わ

か
る
」

つ
ぎ
に
、
「死
」
を

「
わ
か
る
」
の

「
わ
か
る
」
を
考
え
て
み
よ
う
。

こ
の

「
わ
か
る
」
に
は
、
「も
の
」
を

「
わ
か
る
」
の

「
わ
か
る
」
と
は
、
根
本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
、
Ｖ

・
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
そ
の
著

『
死
』
（仲
沢
紀
雄
訳
　
み
す
ず
書
房
　
一
九
七
八
年
）
に
、
死
の

「
人
称
態
」
と
し

て
考
察
し
て
い
る
問
題
と
か
か
わ
る
。
彼
は
、
死
に
、
第
二
人
称
態
、
第
二
人
称
態
、
第

一
人
称
態
の
死
を
区
別
し
て
い
る
。

「第
二
人
称
態
の
死
は
、
死

一
般
、
抽
象
的
で
無
名
の
死
、
あ
る
い
は
ま
た
、
た
と
え
ば

一
人
の
医
者
が
自
分
の
病
気
を
検
討

す
る
、
な
い
し
は
自
分
自
身
の
症
状
を
研
究
す
る
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
に
診
断
を
下
す
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
、
個
人
の
立

場
を
離
れ
て
概
念
的
に
把
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
自
分
自
身
の
死
だ
。」
（前
掲
書
、
一一五
ペ
ー
ジ
Ｙ

一
．
　̈
　
，
」

自
分
自
身
の
死
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
概
念
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
、　
そ
の
死
は
、

第
二
人
称
態
の
死
と
し
て
、
「わ
か
ら
れ

て
い
る
」
の
で
あ
る
。
第
二
人
称
態
の
死
は

「
も
の
」
に
似
て
い
る
。
対
象
に
似
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

，

「第
二
人
称
態
の
死
は
、
問
題
提
起
は
す
る
が
、
神
秘
学
の
領
野
に
は
属
さ
な
い
。
そ
れ
は
他
の
対
象
と
同
様
な

一
対
象
、
人
が
　
つ

医
学
、
生
物
学
、
社
会
、
人
口
統
計
の
観
点
に
立
っ
て
記
述
し
、
な
い
し
は
分
析
す
る

一
対
象
で
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
悲
劇
　
Ｃ - 11 …―……
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性
を
も
た
ぬ
客
観
性
の
極
数
を
代
表
す
る
も
の
だ
。」
（同
前
書
、
二
五
ペ
ー
ジ
）

こ
れ
に
対
し
て
、
第

一
人
称
態
の

「
死
」
は

「も
の
」
と
は
異
な
る
。

「
第
二
人
称
が
平
静
の
原
理
な
ら
、
第

一
人
称
は
疑
い
も
な
く
苦
悶
の
源
泉
だ
。
わ
た
し
は
追
い
つ
め
ら
れ
た
。
第

一
人
称
で

は
死
は
、
わ
た
し
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
つ
ま
り
わ
た
し
の
虚
無
に
お
い
て

（虚
無
が

″
す
べ
て
″
の
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
真
実
な
ら
）
、
わ
た
し
に
親
密
に
関
連
す
る

一
つ
の
神
秘
だ
。
わ
た
し
は
こ
の
問
題
に
対
し
て
距
離
を
保

つ
こ
と
が
で
き
ず
、

密
接
に
粘
着
す
る
。
わ
た
し
の
こ
と
が
問
題
な
の
だ
―
　
わ
た
し
が
問
題
な
の
だ
。
死
が
個
人
的
に
わ
た
し
の
名
で
呼
ぶ
わ
た

し
、
他
人
を
指
さ
し
、
袖
を
引
き
、
隣
人
の
ほ
う
に
横
目
を
つ
か
う
い
と
ま
を
与
え
ぬ
わ
た
し
だ
。
爾
来
、
逃
げ
口
上
は
遅
延

と
同
様
に
拒
否
さ
れ
る
。
も

っ
と
あ
と
へ
の
延
期
、
そ
し
て
ま

っ
た
く
同
様
に
し
て
、
ア
リ
バ
イ
も
だ
れ
か
へ
の
転
化
も
不
可

能
に
な
っ
た
。」
（同
前
書
、
二
五
ペ
ー
ジ
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　

‐―
　
　
　
　
　
　
・
，

第

一
人
称
態
の
死
を
他
人
に
代
わ

っ
て
も
ら
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
他
人
の
第

一
人
称
態
の
死
を
わ
た
し
が
代
わ

っ
て

あ
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
人
は
ひ
と
り
で
死
ぬ
の
で
あ
る
。」
（『
バ
ン
セ
』
断
章
二
一
一
。　
一
五
七
ベ
ー
ジ
）
　

●
　
　
　
一
　

一

第
二
人
称
態
の
死
に
つ
い
て
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

，　
　
　
　
　
　
　
　
・　
　
　
　
■
・

「第
三
人
称
の
無
名
性
と
第

一
人
称
の
悲
劇
の
主
体
性
と
の
間
に
、
第
二
人
称
ど
い
う
、
中
間
的
で
い
わ
ば
特
極
的
な
場
合
が

´
あ

，
る
。
遠
く
て
関
心
を
そ
そ
ら
ぬ
他
者
の
死
と
、一
そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
の
存
在
で
あ
る
自
分
自
身
の
死
と
の
間
に
、
近
親
の
死

と
い
う
親
近
さ
が
存
在
す
る
。

¨
た
し
か
に
み
あ
な
た
″
は
第

一
の
他
の
も
の
「　
直
接
に
他
で
あ
る
他
、
″
わ
た
し
″
と
の
接
点
・

に
あ
る
わ
た
し
な
ら
ぎ
る
も
の
「
他
者
性
の
親
近
の
限
界
を
表
象
す
る
。
そ
こ
で
、
親
し
い
存
在
の
死
は
、
，―ま、
と、
ん、
ど、
わ
れ
わ

れ
の
死
の
よ
う
な
も
の
，、
わ
れ
わ
れ
の
死
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ
け
胸
を
引
き
裂
く
も
の
だ
。
父
あ
る
い
は
母
の
死
は
ほ
と
ん
ど
１

わ
れ
わ
れ
の
死
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
実
際
に
わ
れ
わ
れ
自
身
の
死
だ
。
そ
こ
で
は
、
慰
め
を
得
ら
れ
な
い
者
は
か
け
が
え

ず

の
な
い
者
を
惜
し
ん
で
泣
く
の
だ
。」
（同
前
書
、
二
九
ペ
ー
ジ
Ｙ

ど
・ヽ，
■
メ

ン
午

た

，
，
１
・
１…
』
一■
一■
／
　
♯

′

，
「
一　
●
Ｌ

・
Ｉ‥

■
・‥，

(774)- 12 -
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「愛
す
る
存
在
の
喪
失
に
よ
っ
て
覚
え
る
哀
惜
と
心
を
裂
く
よ
う
な
悲
し
み
と
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
親
し
い
者
の
死
を
自

分
自
身
の
死
の
ご
と
く
生
き
る
。」
（同
前
書
、
三
〇
ペ
ー
ジ
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

子
ど
も
は

「
死
」
を
ど
う

「
わ
か
る
」
の
で
あ
ろ
う
か
。
肉
親
の
死
に
遭

っ
た
子
ど
も
は
別
で
あ
ろ
う
が
、

を
、
普
通
第
二
人
称
態
で
と
ら
え
る
。
ワ
ロ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
と

っ
て
、
　
，

そ
れ
は
、
子
ど
も
が
、
「死
」
を

「も
の
」

第
二
人
称
態
の

「
死
」
を
ど
う

「
わ
か
る
」

「
死
も
ま
た
、
個
人
的
な
脅
威
の
印
象
と
し
て
よ
り
は
、
ま
た
、
自
己
保
存
の
否
認
と
し
て
よ
り
は
、
主
体
自
身
と
は
無
縁
な

一
連
の
状
況
と
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
が
は
る
か
に
多
い
。
死
の
こ
と
を
話
し
て
い
る
子
ど
も
が
、
自
分
や
質
問
者
や
自
分
の
両

親
も
死
に
得
る
と
と
つ
ぜ
ん
考
え
て
驚
く
こ
と
は
非
常
に
よ
く
あ
る

こ
と
で
あ
る
。」
（
ア
ン
リ
・
ワ
ロ
ン
著

『子
ど
も
の
思
考
の

起
源
・
下
、
子
ど
も
は
何
を
考
え
る
か
Ⅱ
』

滝
沢
武
久
・
岸
田
秀
訳
　
明
治
図
書
　
一
九
六
八
年
ｖ
二
六
九
ペ
ー
ジ
）

と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

か
は
、
自
己
と
そ
の
死
者
と
の
か
か
わ
り
の
深
さ
に
よ
っ
て
い
る
。

見
舞
ひ
た
る
友
に
は
癌
と
云
ひ
し
夫
の
な
ど
て
吾
に
は
云
は
ず
逝
き
に
き

癌
を
知
り
ゐ
し
夫
な
れ
ば
共
に
手
を
取
り
て
嘆
き
し
も
の
を
今
に
悔
み
ぬ

武
田
常
夫
は
、
和
田
谷
春
江
に
よ
る
こ
の
二
首
の
歌
に
つ
い
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
夫
は
い
つ
の
こ
ろ
か
、
自
分
の
病
状
を
知
り
み
ず
か
ら
の
死
を
予
期
し
て
い
た
。
見
舞
い
に
来
た
友
人
に
そ
れ
を
告
げ
、
永

遠
の
別
れ
を
言
外
に
語

っ
て
い
た
。
た
だ
夫
は
、
自
分
に
そ
れ
を
告
げ
ま
い
と
す
る
妻
の
直
摯
な
気
持
を
思
い
や
り
、
何
も
語

ら
ず
い
っ
さ
い
を
知
ら
ぬ
こ
と
と
し
て
こ
の
世
を
去

っ
て
い
っ
た
。

（中
略
）
こ
の
二
首
、
確
実
に
迫

っ
て
く
る
死
の
暗
黒
を

み
つ
め
な
が
ら
、
あ
か
し
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
最
後
ま
で
口
を
と
ざ
し
通
し
た
夫
の
、
妻
に
は
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な

い
男
の
孤
独
と
や
さ
し
さ
、
そ
の
ま
す
ら
お
ぶ
り
を
知
り
え
た
妻
の
無
念
と
思
慕
を
描
い
て
痛
切
で
あ
る
。」
（武
田
常
夫
　
和
国

、1.子
「 ど
:も

は

―……… 13 …―――
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谷
春
江
氏
の
歌
　
「
ケ
ノ
ク
ニ
」
四
百
号
記
念
特
集
号
、
昭
和
五
十
四
年
九
月
号
、
四
五
―
四
六
ベ
ー
ジ
）
と
。

．
　

こ
の
二
首
を
ど
う

「
わ
か
る
」
か
は
、
そ
の
人
自
身
が
、
第
二
人
称
態
の

「
死
」
を
ど
う
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
に
よ
る
、
と

私
は
考
え
る
。

さ
て
、
第

一
人
称
態
の
死
の
体
験
者
は
、
こ
の
世
に
は
存
在
し
な
い
。
人
は
自
分
自
身
の

「
死
」
は
、　
一
度
し
か

「
生
き
ら
れ
な

い
」
。
私
が
死
ぬ
こ
と
と
、
他
者
が
死
ぬ
こ
と
は
、
私
―こ
、と
っ
て
は
、
根
本
的
に
異
な
る
。

今
ま
で
は
人
の
事
だ
と
思
つ
た
に
お
れ
が
死
ぬ
と
は
こ
い
つ
堪
ら
ぬ
　
　
　
蜀
山
人

死
に
つ
い
て
考
え
る
と
し
て
も
、
第
二
人
称
態
の

「
死
」
し
か
考
え
ず
、
パ
ス
カ
ル
の
い
う

「
気
を
紛
ら
す
こ
と
」
に
の
み
専
念

す
る
平
凡
な

「私
」
に
と

っ
て
、
第

一
人
称
態
の

「
死
」
の
接
近
に
気
づ
く
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
衝
撃
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「私
」

′―
に
Ｌ
朽

て
、
「絶
対
的
な
出
来
事
」
な
の
で
あ
る
。　
　
―
　
，　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐
　

　

，

小
木

ノν
ノ

（筆
各

加
賀
乙
´
）
は
、
「
殆
刑
囚

，
ど
無
奸
肝
０
心
理
』
（金
剛
出
版
　
一
九
七
四
年
）
の
中
で
、
人
生
が
二
四
時
間
な
い

し
四
八
時
間
に
制
限
さ
れ
て
い
る
死
刑
囚
に
お
い
て
は

「制
限
さ
れ
た
時
間
へ
の
恐
怖
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
生
涯
の
終
り
ま

で

「無
期
受
刑
者
」
の
名
の
も
と
に
、
あ
て
ど
な
く
待

っ
て
生
き
て
い
か
ぎ
る
を
得
な
い
無
期
囚
に
お
い
て

「無
制
限
の
時
間
に
対

す
る
恐
怖
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
恐
怖
が
、
前
者
に
活
発
で
動
き
の
多
い
病
像
を
、
後
者

悶 N7髭無Z″バ瘍ぶべW圏籠眼ヨJ暦洲

に
慢
性
で
動
き
の
少
な
い
感
情
麻
痺
と
退
行
を
、
ひ
き
起
こ
し
て
い
る
と
結
論
し
て
い
る
。

「
死
」
を
わ
か
る
と
は
、
こ
う
し
た
状
況
を
含
め
て
、
無
限
に
多
様
な

「状
況
」
の
中
に
あ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
と

っ
て
の
「死
」

を

「
わ
か
る
」
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、

ま
た
、
「
死
」
を
第
二
人
称
態
の

「
死
」
と
し
て

「
遠
ざ
け
る
」
だ
け
で
な

く
、
第
二
人
称
態
あ
る
い
は
第

一
人
称
態
の

「
死
」
と
し
て

「
近
づ
け
」
て
、
生
き
生
き
と

「
わ
か
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ

な
く
し
て
、
「
死
」
の
人
間
に
と

，
て
の
意
味
を
真
に

「
わ
か
る
」
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　

　

‐́■

＝
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「
死
」
を

「
わ
か
る
」

の

「
わ
か
る
」
も
ま
た
、
「も
の
」
を

「
わ
か
る
」

の

「
わ
か
る
」

と
同
様
に
、
「
わ
か
る
」

の

一
典
型
と

し
て
、
ま
た
、
「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」

の
モ
デ
ル
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
・
　

‐
，

（注
）

「わ
か
る
」
の
問
題
の
研
究
は
、
現
象
学
的
解
釈
学
の
研
究
に
よ
っ
て
、
近
年
、
そ
の

「わ
か
る
」
が
深
め
ら
れ
て
き
て
い
る

（た

と
え
ば
、
雑
誌

「
思
想
」

一
九
七
九
年
五
月
号

「
解
釈
学
の
課
題
」
を
参
照
）
。
「体
験
」
と
そ
の

「表
現
」
の

「
理
解
」
と

「解
釈
」

に
お
け
る

「わ
か
る
」
は
、
そ
う
し
た
諸
研
究
に
学
び
つ
つ
そ
の

「わ
か
る
」
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

，

「
わ

か

る
」

を

「
わ

か

る
」

「
わ
か
る
』

の
心
理
学
」
が

「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」

こ
と
を
目
ざ

す
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
も

の
』
を

『
わ
か
る
ヒ

も

「
『
死
』
を

『
わ
か
る
ヒ

も

「
わ
か
る
」

の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
無
限

に

あ

る

多
様
な

「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」

べ
き

「
わ
か
る
」
の
心
理
学
」
が
、
そ
れ
さ
え
も
わ
か
ら
な
い
で
は
、
ま
っ
た
く
未
完
成
な
も
の
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
「
こ
こ
で
　
一

螂
〆
綺
両
■
膊
野
翼
興
叫
脚
鈍脚輔
脚
押
稀誕
騨

二．

で
き
な
い
、
と
い
う
風
に
い

っ
て
も
よ
い
。

「
わ
か
る
」
を

『
わ
か
る
ヒ

の

「
わ
か
る
」
は
、
「
も

の
』
を

『
わ
か
る
ヒ

の

「
わ
か
る
」
に
も

似
て
い
る
が
、

し

か

し
、

「
死
』
を

『
わ
か
る
ヒ

の

「
わ
か
る
」
に
よ
り
よ
く
似
て
い
る
、
と
私
は
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　

‘

「
わ
か
る
」

に
は
、
第
二
人
称
態
の

「
わ
か
る
」
、
第
二
人
称
態

の

「
わ
か
る
」
、
第

一
人
称
態

の

「
わ
か
る
」
が
あ
る
。
そ
し
て
、

第
二
人
称
態

の

「
わ
か
る
」
だ
け

「
わ
か

っ
て
」
も
、
「わ
か
る
」
を

「
わ
か

っ
た
」
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

子
ど
も
に
教
え
る
実
践
に
お
い
て
、
直
接
に
か
か
わ
る
の
は
、
第
二
人
称
態
と
第

一
人
称
態

の

「
わ
か
る
」

で
あ
る
。
そ
れ
を
除

外
し
て

「
わ
か
る
」

の
心
理
学
は
完
成
し
な
い
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ

‐
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・Ｃ

と
こ
ろ
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。



「わかる」の心理学

ま
ず
、
各
人
は
、
自
分
自
身
の

「
わ
か
る
」
を
通
し
て
、
「わ
か
る
」
と
は
何
か
を

「
わ
か
る
」
。
自
分
で

「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」

を

「
わ
か
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に

「
わ
か
る
」
こ
と
で
あ
る
か
を

「
わ
か
る
」
こ
と
は
、
そ
の

「
わ
か
ら
な
い
こ
と
」

が

「
わ
か
る
」
ま
で
は
、
な
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
各
人
の

「
『
わ
か
る
』
を

『
わ
か
る
ヒ

は
、
お
の
ず
か
ら
、
そ

の
人
自
身
の

「わ
か
る
こ
と
」
の
広
さ
、
深
さ
、
豊
か
さ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
　
　
　
一

さ
ら
に
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
世
の
中
に
は
、
「わ
か
る
」

べ
き
対
象
は
無
限
に
あ
る
。

た
と
え
ば
、
文
学
、
絵
画
、
音
楽
、
数

学
、
外
国
語
、
歴
史
、
考
古
学
、
天
文
学
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

・
プ

ロ
グ
ラ
ム
、
剣
道
、
宗
教
、
等

々
、
無
限
に
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
具
体
的
で
特
殊
的
な
内
容
を
考
え
れ
ば
、
ぎ
ら
に
限
り
が
な
い
。　
　
　
　
　
メ
　

，■
ｒ

・
‐
　
ィ，

一
′

′

し
か
も
、
そ
の
内
容
の
ど
れ
ひ
と
つ
を
と
り
あ
げ
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
て
、
深
さ
、
広
さ
、
豊
か
さ
に
ち
が
い
の
あ
る
多
く

の

さ
ら
に
、
多
様
な
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る
人
々
に
よ

る
。
た
と
え
ば
、
原
始
人
の

「わ
か
る
｝
を
わ
れ
わ
れ
は

人
の

「
わ
か
る
」
。
未
来
の
人
間
の

「
わ
か
る
」
。

た
っ
た

一
人
の
、
特
定
の
状
況
下
に
あ
る
、
子
ど
も
の

「
わ
か
る
」
体
験
で
さ
え
、

一
人
称
態
に
近
い
形
で
具
体
的
に

「わ
か
る
」
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
な
い
。

ま
し
て
、
ゲ
ー
テ
、

シ

ェ
ー
ク

ス
ピ

ア
Ｆ
●
、
ダ
ヴ

ィ

ン
チ
、

ロ
ダ

ン
…
…
、

パ

ッ
ハ
、

シ

ョ
パ

ン
…
…

・
、

マ
ル
ク

ス
、
ケ
イ

ン

」
′　
，　
‐
”

・　
　
　
　
′
「
“
一　
　
ｒ
　
”
１
・」∵
　
　
・
¨̈
　
．・
∴

，́ヽ，・　
〕
‐‥
　
、　
４∵
・　
．ｒ
Ｌ́

．′‐
す
Ｌ
　̈
一　
　
　
　
　
　
　
　
・．　
　́
　
．
二
，，，　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
「

ズ
…
１
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
フ
ロ
イ
下
、
…
…
等
々
の

「
わ
か
る
」
を
す
べ
て
ヽ
わ
か
る
」
て
と
は
、
こ
れ
ま
た
一
到
底
不
可
能
で
あ

ろ
う
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
、
こ
れ
か
ら
も
、
そ
の

「
わ
か
る
」
を
平
几
人
が

「
わ
か
る
」
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
よ

う
な
、
そ
う
い
う

「
わ
か
る
」
を
す
る
で
あ
ろ
う
優
れ
た
天
才
た
ち
は
、
続
々
と
限
り
な
ぐ
現
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の

「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
、
「わ
か
る
」
こ
と
な
し
に
『
¨
そ
れ
ら
す
べ
て
の

「わ
か
る
」
‐が
何
か
同
じ
性
格
を
も

っ
て
い

N"7  鰹 ミ %ヽ口NNWハ
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「わかる」の心理学 '

MMI

「わ
か
る
」
と
は
、
「わ
か
ら
な
い
」
と
き
の

「
わ
か
り
方
」
が
、
「
わ
か
る
」

と
き
の

「
わ
か
り
方
」

る
と
い
う
意
味
で
も
そ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

だ
が
、
も

っ
と
根
元
的
な
意
味
で
も
、
「わ
か
る
」
と
は

「
か
わ
る
」
こ
と
で
あ
り
う
る
。

な
ぜ
な
ら
、
あ
る
人
間
が
、
ど
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
、
ど
れ
だ
け
、
「わ
か

っ
て
い
る
」
か
と
い
う
こ
と
は
、

に

「
か
わ
る
」

こ
と
で
あ

る
と
最
初
か
ら
前
提
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
わ
か
る
」
を
心
理
学
者
が

「
わ
か
ろ
う
」
と
す
る
と
き
、　
そ
の

「
わ
か
ろ
う
」
と
し
て
い
る

心
理
学
者
自
身

の

「
わ

か
る
」
は
、
い
ま
だ
、
彼
が
対
象
と
し
て
い
る

「
わ
か
る
」

の
中
に
は
含
み
込
ま
れ
て
い
な
い
。
「
わ
か
る
」
を

「
わ
か
る
」
を

「
わ

か
る
」
を
…
…
と
い
う
無
限
後
退
の
中
で
、
彼
の
最
後
の

「
わ
か
る
」
は
、
い
つ
も
、

彼
の

「
『
わ
か
る
』
の
心
理
学
」

の
対
象
の

範
囲
か
ら
は
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
最
後
の

「
わ
か
る
」
と
、
そ
の
前
の

「
わ
か
る
」
と
が
同
じ

「
わ
か
る
」
で
あ
る
と

の
保
証
は
な
い
。

ま
だ
ま
だ
、
い
ろ
い
ろ
理
由
は
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
「
わ
か
る
』
の
心
理
学
」
が
、
本
質
的
に
無
限
に
開
か
れ
て

い
る
こ
と
だ
け
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
よ
い
。

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
「
わ
か
る
』
の
心
理
学
」
は
、
具
体
的
な
個
別
的
な

「
わ
か
る
」
の
研
究
を
積
み
重
ね
て
い
く
こ
と
を
通

し
て
し
か
創
り
得
な
い
の
で
あ

っ
て
、　
一
挙
に

「
わ
か
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
、
そ
し
て
、
未
完
成
で
あ
る
こ
と
を
宿
命
づ
け
ら
れ

て
い
る
と

「
わ
か
る
」
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
‐

五
　

「
わ

か
る
」

は

「
か
わ

る
」

で
あ

る

「わ
か
る
」
と
は

「
か
わ
る
」
で
あ
る
と
い
え
る
。
「わ
か
る
」

と
は

「
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
」

が
、
「わ
か
る
こ
と
」
に

「
か

わ
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
そ
う
で
あ
る
。

―――- 17 -(779)
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そ
の
人
間
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
が
ら
だ
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
間
の
内
容
そ
の

も
の
な
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
こ
で
、
あ
る
こ
と
の

「わ
か
り
方
」
が
、
か
わ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
別
の
わ
か
り
．方
を
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
る

こ
と
が
何
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
人
間
が
人
間
と
し
て
も

「
か
わ
る
」
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
一
　
　
　
　
　
　
　
‐
・　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

宗
教
的
な
回
心
と
か
、
思
想
的
な
転
向
な
ど
が
す
ぐ
に
思
い
浮
か
ぶ
か
も
知
れ
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
，　
　
　
　
　
　
　
，

「わ
か
る
」

に
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
う
る
。
「
口
だ
け
で
わ
か
る
」
、
「頭
で
わ
か
る
」
、
「
心
で
わ
か
る
」
、
「
全
身
で
わ
か
る
」
、　
そ
し

て
、
ひ
と
り
の
人
間
が
そ
の
全
存
在
を
賭
け
て

「
わ
か
る
」
。

私
は
、
林

竹
二
著

『
田
中
正
造
の
生
涯
」
を
思
い
起
こ
す
。

谷
中
村
の
強
制
破
壊
を
前
に
、

本
下
尚
江
は
谷
中
残
留
民
に
対
し

て
、
「諸
君
の
生
活
は
全
身
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
私
は
た
だ
口
だ
け
で
あ

，る。」
と
長
敬
の
念
を
も
っ
て
語
っ
た
一
で
は
、
木
下
尚

「木
下
尚
江
が
長
敬
の
念
を
も
つ
て
語
っ
た
、
谷
中
人
民
の
勇
気
が
、
田
中
正
造
に
は
、
ま
っ
た
く
見
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
は

．

動
か
し
よ
う
も
な
い
事
実
だ
が
、
我
々
は
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
単
純
に
、
正
造
の
不
明
を
と
が
め
、
尚
江
の
も
の
を
見

・
る
ト

目
の
た
し
か
さ
を
無
条
件
に
賞
賛
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
谷
中
の
残
留
民
十
六
戸
が
、
住
ん
で
い
る
家
を
こ

わ
さ
れ
て
、
身
の
振
り
方
に
窮
し
、
将
来
に
何
の
展
望
も
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
最
悪
の
日
に
、，
尚
江
は
何
か
些
細
な

こ
と
で
腹
を
立
て
る
と
、
谷
中
の
人
民
を
こ
の
窮
状
の
中
に
見
す
て
て
、
伊
香
保
に
帰

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
正
造
は
″

木
下
と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
、
谷
中
人
民
に
無
理
解
で
あ
っ
ｔ
ｒ
し
か

，し
、
彼
は
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、一
谷
，デ

中
人
民
の
傍
を
去
ろ
う
と
は
し
な
か

っ
た
「
去
る
に
忍
び
な
か

っ
た
の
で
あ
る
プ

ー

・
■
・
‐ｒ

，
Ｉ
一
‐‐
ヽ
く
”■
卜
ｔ
青
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ヽ
す
こ
し
考
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
理
解
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
か
を

『
理
解
す
る
」
あ
る
い
は

『
見
え
る
』
と ,

(780)
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「わかる」の心理学

MN剛        園゙

(781)

―~

い
う
こ
と
が
、
正
造
と
尚
江
と
で
は
、
ひ
ど
ぐ
異
な

っ
た
事
態
で
あ
，っ
だ

よ
う‐
に
お‐
ｕ
わ
れ
る
ｏ
正
造
の
場
合
は
、　
一
つ
の
事

を
理
解
す
る
、
あ
る
い
は
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
理
解
で
き
な
か

っ
た
と
き
の
自
分
と
別
の
人
間
に
な
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
見
え
る
と
い
う
こ
と
も
同
じ
で
、
見
え
な
か
っ
た
も
の
が
見
え
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
見
え
な
か
っ
た
と

き
の
自
分
と
は
別
の
も
の
に
自
分
が
な
っ
た
．こ
ど
を
意
味
し
て
に
た
。
．
　

，
，
Ｉ
・
′、
１
　
１

●
■̈
１
　

¨
　

〔　
ｔ
ｉ
¨

田
中
正
造
の

「
わ
か
る
」
と
木
下
尚
江
の

「
わ
か
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
「

「わ
か
る
」
に
は
、　
一
人
の
人
間
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
表
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　̈
　
　
　
‐
ド

正
造
の
場
合
は
こ
う
だ

っ
た
が
、
尚
江
は
も

っ
と
器
用
に
理
解
出
来
、
見
え
も
し
た
。
彼
が
正
造
と
は
種
類
の
違
う
知
識
人
ヽ

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」
（林

竹
二
著

『
田
中
正
造
の
生
涯
』
講
談
社
　
一
九
七
六
年
、　
〓
二
七
―

一
三
八
ペ
ー
ジ
Ｙ

「
わ
か
る
」
の
心
理
学
」
が
、
そ
う
し
た

「
わ
か
る
」
ま
で

「
わ
か
る
」
よ
う
に
な
る
と
き
、
「わ
か
る
」

で
な
く
、
「
心
理
学
」
そ
の
も
の
も
ま
た

「
か
わ
る
」
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
。

「わ
か
る
」
と
は

「
か
わ
る
」
な

が

「
か
わ
る
」

だ
け

（東
京
大
学
助
教
授
）
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