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片
野　

智
子

［
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
変
遷
す
る
身
体　

②
顫
え
る
身
体　

③
拡
散
と
収
縮　

④
病
気
と
健
康　

⑤
多
文
化
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
］

一
、
同
時
代
性
を
越
え
て
―
―
問
題
提
起

古
井
由
吉
が
一
九
七
〇
年
八
月
の
「
文
芸
」
に
発
表
し
た
『
杳
子
』
は
、山
の
中
の
谷
底
で
出
会
っ
た
彼
と
呼
ば
れ
る
青
年
と
、

特
異
な
精
神
世
界
に
住
ま
う
杳
子
と
い
う
女
性
と
の
交
流
を
描
い
た
物
語
で
あ
る
。『
杳
子
』
が
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
一
九
七
一

年
の
三
月
二
三
・
二
四
日
、
小
田
切
秀
雄
は
「
東
京
新
聞
」
夕
刊
紙
上
で
文
芸
時
評
「
満
州
事
変
か
ら
四
○
年
の
文
学
の
問
題
」

を
発
表
し
、昨
今
の
文
壇
で
は
「
自
我
と
個
人
的
な
状
況
の
な
か
に
だ
け
自
己
の
作
品
の
真
実
の
手
ご
た
え
を
求
め
よ
う
と
し
て
」

い
る
「
脱
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
内
向
的
な
文
学
的
世
代
」
が
「
一
つ
の
現
代
的
な
時
流
を
形
成
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た
。
小
田
切

に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た
「
内
向
の
世
代
」
の
代
表
的
な
作
家
と
し
て
古
井
由
吉
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
る

顫
え
る
身
体
の
行
方

―
―
古
井
由
吉
『
杳
子
』
論
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と
こ
ろ
だ
が
、「
内
向
の
世
代
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
小
田
切
の
評
価
は
、
彼
ら
の
登
場
を
政
治
的
批
判
意
識
の
衰
退
の
現
れ
と

み
な
す
極
め
て
批
判
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
田
切
の
論
に
対
し
て
柄
谷
行
人
は
、
一
九
七
一
年
五
月
九
・
十
日
の
「
東
京

新
聞
」
夕
刊
紙
上
で
発
表
し
た
「
内
面
へ
の
道
と
外
界
へ
の
道
」
で
『
杳
子
』
を
取
り
上
げ
、
本
作
で
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
は

「
充
実
し
た
現
実
感
を
は
げ
し
く
渇
望
し
な
が
ら
、し
か
し
、贋
物
の
「
現
実
」
に
自
足
す
る
こ
と
を
あ
く
ま
で
拒
む
と
い
う
こ
と
」

で
あ
る
と
し
た
。
そ
の
上
で
柄
谷
は
、「「
内
面
へ
の
道
」
が
「
現
実
」
に
対
す
る
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
を
放
棄
し
て
い
る
と
い
う
、

あ
り
ふ
れ
た
非
難
」
に
終
始
す
る
小
田
切
の
態
度
を
批
判
し
、
真
の
「
外
界
へ
の
道
」
は
「
内
面
へ
の
道
」
を
模
索
す
る
こ
と
以

外
に
切
り
拓
か
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
で
、
柄
谷
は
同
年
一
一
月
一
日
の
「
日
本
読
書
新
聞
」
上
に
「
自
然

的
な
あ
ま
り
に
自
然
的
な
…
…
」
を
発
表
し
、「「
内
向
の
世
代
」
に
欠
け
て
い
る
の
は
実
は
「
内
部
の
豊
穣
さ
」
な
の
だ
。
と
い

う
よ
り
、
内
部
を
も
ち
え
な
い
こ
と
が
、
逆
説
的
に
わ
れ
わ
れ
を
「
内
向
的
」
た
ら
し
め
て
い
る
の
だ
」
と
奇
妙
な
発
言
を
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
柄
谷
の
発
言
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
七
〇
年
代
に
か
け
て
の
社
会
状
況
の
変
化
を
ト

レ
ー
ス
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
見
田
宗
介
に
よ
れ
ば
、
敗
戦
か
ら
高
度
経
済
成
長
の
終
焉
に
あ
た
る
一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で

は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
（
戦
後
民
主
主
義
）
と
ソ
ビ
エ
ト
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
（
共
産
主
義
お
よ
び
マ
ル
ク
ス
主
義
）

と
い
う
「
二
つ
の
大
文
字
の
「
理
想
」」
が
、肯
定
的
に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
、社
会
的
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。

そ
こ
か
ら
見
田
は
、
戦
後
か
ら
一
九
七
〇
年
代
初
頭
ま
で
を
「
理
想
」（
お
よ
び
「
夢
」）
の
時
代
と
名
付
け
、
そ
こ
で
は
「
現
実
」

は
「
理
想
」
と
の
関
係
に
支
え
ら
れ
る
こ
と
で
成
り
立
っ
て
い
た
と
指
摘
し
て
い
る
（
1
）。
一
九
四
六
年
に
発
刊
さ
れ
た
「
文
学

時
標
」
に
お
い
て
文
学
者
の
戦
争
責
任
追
及
を
宣
言
し
て
以
来
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
理
論
の
批
判
的
継
承
者
」（
2
）
と
い
う

立
場
を
一
貫
し
て
担
っ
て
き
た
小
田
切
の
中
に
も
、
こ
の
「
理
想
」
と
「
現
実
」
の
関
係
は
見
出
せ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
小



顫える身体の行方

P65　学習院大学　人文科学論集　27号　（責了）

65

田
切
に
と
っ
て
の
「
現
実
」
と
は
、
い
ず
れ
到
来
す
る
真
の
共
産
社
会
の
実
現
と
い
う
「
理
想
」
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
「
理
想
」
へ
の
志
向
を
欠
き
「
自
我
と
個
人
的
な
状
況
」
に
の
み
関
心
を
向
け
る
古
井
ら
新
人
作
家

の
態
度
を
「
現
実
」
か
ら
の
逃
避
と
見
な
し
た
の
だ
。

一
方
で
、六
〇
年
代
に
入
る
と
「
理
想
の
時
代
」
に
は
陰
り
が
差
し
始
め
る
。
急
速
な
高
度
経
済
成
長
が
、「
一
億
総
中
流
社
会
」

と
呼
ば
れ
る
大
衆
社
会
へ
の
移
行
を
人
々
に
も
た
ら
し
た
の
だ
。
吉
見
俊
哉
に
よ
れ
ば
、
六
〇
年
代
に
起
き
た
「
全
般
的
な
高
学

歴
化
、
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
層
の
拡
大
、
大
量
の
農
村
人
口
の
都
市
へ
の
流
入
と
急
激
な
核
家
族
化
」
は
「
全
国
レ
ベ
ル
で
の
日
常

生
活
の
平
準
化
」
を
促
し
た
と
い
う
（
3
）。
こ
う
し
た
社
会
の
大
衆
化
に
伴
い
、
都
市
の
人
口
過
密
化
と
農
村
の
過
疎
化
、
伝
統

的
秩
序
意
識
の
解
体
と
い
っ
た
、
こ
れ
ま
で
の
「
理
想
」
で
は
解
決
し
え
な
い
問
題
が
次
々
と
生
じ
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で

六
八
年
か
ら
六
九
年
に
か
け
て
高
揚
し
た
の
が
全
共
闘
運
動
で
あ
る
。
見
田
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
共
闘
に
集
っ
た
若
者

達
の
目
的
は
「
理
想
へ
の
反
乱
」、
す
な
わ
ち
既
存
の
規
範
や
理
念
の
一
切
の
破
壊
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
全
共
闘
運
動
は
闘
争

に
よ
る
社
会
の
革
命
と
い
う
「
理
想
」
を
掲
げ
て
は
い
た
が
、
そ
れ
は
既
存
の
「
理
想
」
を
全
否
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
も
の

で
あ
り
、〈
理
想
の
否
定
を
理
想
と
す
る
〉
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
抱
え
て
い
た
点
で
、「
理
想
の
時
代
」
の
行
き
詰
ま
り
と
そ

の
終
焉
を
ま
さ
に
象
徴
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
（
4
）。

以
上
の
よ
う
に
、
高
度
経
済
成
長
期
の
社
会
的
大
変
動
と
、
そ
れ
に
伴
う
急
進
主
義
的
な
運
動
の
高
揚
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前

の
社
会
を
支
配
し
て
い
た
「
理
想
」
の
効
力
が
衰
退
す
る
と
い
う
事
態
が
起
き
る
。
こ
れ
は
、ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー

ル
が
「
大
き
な
物
語
の
凋
落
」
と
い
う
言
葉
で
指
摘
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
状
況
と
通
じ
て
い
る
。
リ
オ
タ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
ポ

ス
ト
モ
ダ
ン
＝
七
〇
年
代
以
降
の
世
界
で
は
、
社
会
全
体
で
信
じ
ら
れ
て
い
た
規
範
や
理
念
が
失
効
し
、
小
さ
な
無
数
の
規
範
の

乱
立
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
と
い
う
（
5
）。
日
本
に
お
い
て
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
が
前
景
化
す
る
の
は
石
油
シ
ョ
ッ
ク
と
連
合
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赤
軍
事
件
を
経
た
一
九
七
〇
年
代
後
半
の
こ
と
だ
が
（
6
）、
そ
う
し
た
近
代
か
ら
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
へ
の
移
行
を
一
九
七
〇
年
の
時

点
で
先
見
的
に
感
じ
取
っ
て
い
た
の
が
柄
谷
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
内
面
へ
の
道
」
な
く
し
て
「
外
界
へ
の
道
」
は
あ
り
え
な
い

と
い
う
柄
谷
の
主
張
は
、
自
己
と
他
者
、
お
よ
び
自
己
と
社
会
の
関
係
を
支
え
て
い
た
大
き
な
規
範
が
効
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
中

で
、こ
れ
ま
で
の
規
範
＝
「
理
想
」
に
支
え
ら
れ
て
き
た
「
現
実
」
を
「
方
法
的
懐
疑
」
に
よ
っ
て
徹
底
的
に
疑
う
こ
と
で
し
か
、

「
現
実
」
の
向
こ
う
側
に
存
在
す
る
他
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
で
き
な
い
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
だ
が
、
全
体
的
な
規

範
や
理
念
が
空
虚
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
肯
定
す
る
に
せ
よ
否
定
す
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
に
依
拠
す
る
こ
と
で
成
立
し
て
い
た

主
体
、
内
面
性
、
自ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー

己
同
一
性
な
ど
も
同
様
に
価
値
を
失
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
柄
谷
が
「
内
向
の
世
代
」
に
欠
け
て
い
る

の
は
「
内
部
の
豊
穣
さ
」
で
あ
る
と
言
っ
た
の
は
、
古
井
ら
新
人
作
家
達
が
直
面
し
て
い
る
問
題
が
、
も
は
や
大
き
な
規
範
や
理

念
に
自
ら
の
立
脚
点
を
持
て
ず
、
自
己
同
一
性
、
要
す
る
に
自
分
が
何
者
で
あ
る
か
と
い
う
自
覚
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
ア
ポ
リ

ア
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
柄
谷
が
『
杳
子
』
に
見
出
し
た
「
現
実
感
」
の
喪
失
と
は
、
自
己
同

一
性
の
解
体
と
い
う
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
状
況
を
先
取
り
す
る
形
で
の
問
題
提
起
で
あ
っ
た
の
だ
。

同
様
に
、
石
曽
根
正
勝
は
『
杳
子
』
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
「「
私
」
の
崩
壊
」
で
あ
る
と
し
た
上
で
、『
杳
子
』
は
「
私
」
か

ら
「
他
様
」
＝
「
他
者
」
の
追
究
へ
と
「
転
回
」
し
た
作
品
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
石
曽
根
の
論
は
、『
杳
子
』
が
「「
メ
タ

物
語
に
対
す
る
不
信
」
が
露
呈
し
た
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
」
を
前
に
し
て
、
い
か
に
「「
極
私
」
の
隘
路
」
を
抜
け
だ
し
他
者
と
関
係

を
取
り
結
ん
で
い
く
か
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
先
駆
性
を
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
（
7
）。
だ
が
、『
杳
子
』
の
物

語
を
綿
密
に
辿
っ
た
時
、
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
自
己
同
一
性
の
解
体
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
に
根
ざ
し
た
全
く
新
た
な
生
の

可
能
性
で
は
な
い
か
。
そ
の
点
を
究
明
す
る
た
め
に
本
稿
で
は
、
ま
ず
冒
頭
の
谷
底
に
お
い
て
杳
子
の
身
体
が
拡
散
と
収
縮
の
鬩

ぎ
合
い
の
中
に
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
谷
底
で
出
会
っ
た
彼
と
杳
子
が
互
い
の
身
体
を
介
し
て
共
振
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
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し
て
ゆ
く
。
そ
の
上
で
、
物
語
を
杳
子
の
身
体
の
変
化
に
添
っ
て
三
つ
の
パ
ー
ト
に
分
け
、
拡
散
と
収
縮
の
狭
間
を
め
ま
ぐ
る
し

く
行
き
交
う
杳
子
の
身
体
が
、
彼
と
の
関
係
が
進
む
に
つ
れ
て
、
拡
散
の
動
き
が
収
ま
る
一
方
で
顫
え
を
宿
し
て
い
く
過
程
を
分

析
し
、
杳
子
の
顫
え
る
身
体
が
有
す
る
新
た
な
生
の
可
能
性
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

二
、
鬩
ぎ
合
う
身
体

『
杳
子
』
の
物
語
は
、「
十
月
も
な
か
ば
近
く
」
の
「
Ｋ
岳
」
に
散
策
に
来
て
い
た
彼
と
そ
の
谷
底
で
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
杳
子

と
の
出
会
い
か
ら
始
ま
り
、
季
節
が
再
び
秋
を
迎
え
る
頃
に
、
彼
が
杳
子
の
部
屋
を
初
め
て
訪
れ
る
場
面
で
閉
じ
ら
れ
る
。
約
一

年
間
に
わ
た
る
彼
と
杳
子
と
の
交
流
を
描
い
た
本
作
に
つ
い
て
、
永
島
貴
吉
は
「
こ
の
小
説
は
一
年
と
い
う
流
れ
を
感
じ
さ
せ
な

い
」
の
は
「
世
界
が
静
止
の
相
の
も
と
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
」
た
め
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
8
）。
同
様
に
、
前
田
愛
は
本
作

の
物
語
構
造
が
「
閉
ざ
さ
れ
た
円
環
」
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
9
）。
し
か
し
、『
杳
子
』
で
は
そ
う
し
た
表
面

的
な
静
け
さ
と
は
裏
腹
に
、
微
細
に
変
化
し
続
け
る
杳
子
の
身
体
が
描
き
込
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
連
動
す
る
よ
う
に
、
彼
と
杳

子
の
関
係
も
刻
一
刻
と
変
動
し
続
け
て
い
る
（
10
）。
そ
の
流
れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
、
冒
頭
の
一
章
を
丸
々
割
い
た
上
に
、

彼
と
杳
子
の
視
点
か
ら
二
度
に
渡
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
本
作
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
で
あ
ろ
う

谷
底
で
の
出
会
い
の
場
面
に
お
い
て
、
杳
子
の
身
体
が
如
何
な
る
状
態
に
あ
る
の
か
を
捉
え
た
い
。
ま
ず
、
谷
底
を
訪
れ
た
杳
子

は
次
の
よ
う
な
外
界
の
異
常
に
見
舞
わ
れ
る
。

　

岩
に
腰
を
お
ろ
し
て
、
灰
色
の
ひ
ろ
が
り
の
中
に
軀
を
沈
め
た
と
た
ん
に
、
杳
子
は
ま
わ
り
の
重
み
が
自
分
の
ほ
う
に
じ
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わ
じ
わ
と
集
ま
っ
て
く
る
の
を
感
じ
て
、思
わ
ず
う
ず
く
ま
り
こ
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。［
…
］谷
底
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、

山
の
重
み
が
そ
こ
で
釣
合
い
を
と
る
場
所
が
あ
っ
て
、
そ
ん
な
一
点
に
自
分
は
何
も
知
ら
ず
に
腰
を
お
ろ
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
う
彼
女
は
と
っ
さ
に
思
っ
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
直
後
、「
顔
を
上
げ
て
見
ま
わ
す
と
、
周
囲
の
様
子
が
変
っ
て
い
た
」
と
し
て
、
杳
子
に
重
く
の
し
掛
か
っ
て

い
た
岩
々
は
「
流
れ
落
ち
る
感
じ
」
へ
と
変
化
す
る
。
杳
子
の
知
覚
世
界
に
お
け
る
周
囲
の
岩
々
は
め
ま
ぐ
る
し
く
動
い
て
お
り
、

そ
れ
を
杳
子
は
「
山
の
重
み
」
や
「
流
れ
落
ち
る
感
じ
」
と
い
っ
た
、
漠
然
と
し
た
圧
力
や
揺
れ
と
し
て
、
身
体
の
内
部
で
感
じ

取
っ
て
い
る
の
だ
。
微
細
に
揺
れ
動
き
な
が
ら
「
お
互
い
に
邪
魔
し
あ
っ
て
よ
う
や
く
止
ま
っ
て
い
る
」
岩
々
の
ひ
し
め
き
合
い

を
身
体
の
奥
深
い
と
こ
ろ
で
感
じ
て
し
ま
っ
た
杳
子
は
、「
こ
ん
な
ひ
し
め
き
が
、
ど
う
し
て
こ
の
軀
を
支
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」

と
嘆
く
。
更
に
、「
立
ち
上
が
っ
た
ら
、
も
う
一
気
に
駆
け
下
る
よ
り
ほ
か
に
な
い
。
で
も
、
す
ぐ
に
立
ち
す
く
ん
で
し
ま
い
そ

う
だ
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
岩
々
の
動
揺
に
感
応
す
る
杳
子
の
身
体
も
ま
た
、
自
ら
の
軸
を
失
っ
て
ぶ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
杳
子
は
「
目
の
前
に
積
ま
れ
た
小
さ
な
岩
の
塔
」
を
一
心
に
見
つ
め
る
こ
と
で
外
界
の
安
定
感
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る

が
、「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
岩
が
段
々
に
な
ま
な
ま
し
い
姿
に
な
り
出
し
た
」
か
と
思
う
と
、「
そ
れ
を
見
つ
め
る
彼
女
自
身
の
軀
の

あ
り
か
が
、
岩
の
塔
を
か
な
め
に
し
て
末
広
が
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
末
の
ほ
う
か
ら
た
え
ず
河
原
の
流
れ
の
中
へ
失
な
わ
れ
て

い
く
」。
杳
子
の
身
体
は
も
は
や
確
か
な
輪
郭
を
保
っ
て
い
ら
れ
ず
、
ア
メ
ー
バ
の
よ
う
に
不
定
形
に
拡
が
っ
て
い
く
も
の
と
し

て
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
更
に
、
身
体
の
拡
散
に
よ
っ
て
「
自
分
の
中
心
を
つ
か
め
な
く
な
っ
た
」
杳
子
は
、「
彼
女
の
思
い

は
き
れ
ぎ
れ
に
流
れ
た
だ
よ
い
、
あ
ち
こ
ち
で
物
憂
げ
に
つ
ぶ
や
い
て
い
る
」
と
い
う
事
態
に
陥
る
。
言
う
な
れ
ば
、
杳
子
の
自

己
は
粒
子
の
ご
と
く
分
散
し
、
あ
ち
こ
ち
に
遍
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
そ
の
思
い
の
数
だ
け
彼
女
は
あ
ち
こ
ち
に
い
て
、
そ
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し
て
ど
こ
に
も
い
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
分
散
し
た
自
己
を
統
御
で
き
な
い
杳
子
は
、
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
た
よ

う
な
感
覚
に
見
舞
わ
れ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
自
己
を
捉
え
よ
う
と
し
て
も
そ
れ
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
流
動
を
繰
り
返
す
だ
け

で
、
杳
子
は
連
続
的
か
つ
同
一
的
な
自
己
の
意
識
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
状
態
は
杳
子
に
途
方
も
な
い

孤
独
感
や
心
細
さ
を
も
た
ら
す
が
、
自
己
を
連
続
的
に
統
合
し
え
な
い
が
故
に
、
杳
子
は
過
去
か
ら
も
未
来
か
ら
も
切
り
離
さ
れ

た
剥
き
出
し
の
〈
現
在
〉
に
触
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
そ
れ
は
、「
混
り
気
の
な
い
生
命
感
」
と
い
う
強
烈
な
生
の
実
感
を
呼
び

覚
ま
す
体
験
と
し
て
、
杳
子
に
次
の
よ
う
な
認
識
を
も
た
ら
す
の
だ
。

　

人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
立
っ
て
歩
く
こ
と
な
ん
だ
な
あ
、
と
杳
子
は
思
っ
た
と
い
う
。
立
ち
上
が
っ
て
、
ど
れ
も

自
分
と
ひ
と
し
い
重
み
を
も
つ
物
た
ち
の
間
で
、
生
意
気
に
も
内
と
外
を
分
け
て
、
遠
い
近
い
を
分
け
て
、
自
分
勝
手
な
視

野
を
つ
く
っ
て
、
大
き
な
頭
を
細
い
首
の
上
に
の
せ
て
う
つ
ら
う
つ
ら
と
歩
き
ま
わ
る
こ
と
な
の
だ
。
だ
け
ど
、
内
と
外
に

分
け
た
と
た
ん
に
、
畏
れ
が
内
側
に
流
れ
こ
ん
で
、
い
っ
ぱ
い
に
満
ち
て
、
姿
全
体
に
ど
こ
か
獣
く
さ
い
感
じ
を
あ
た
え
る
。

自
分
は
も
う
こ
こ
か
ら
立
ち
上
が
ら
な
い
。
こ
の
次
に
自
分
が
こ
こ
か
ら
動
く
の
は
、
こ
の
河
原
の
岩
が
い
ち
ど
き
に
雪
崩

れ
だ
す
時
。
そ
の
時
、
自
分
は
も
う
岩
の
ひ
と
つ
に
な
り
き
っ
て
、
何
も
感
じ
な
い
で
、
沢
山
の
岩
た
ち
と
一
緒
に
ご
う
ご

う
と
叫
び
あ
っ
て
落
ち
て
い
く
…
…
。
そ
う
杳
子
は
思
っ
た
。
そ
し
て
足
が
段
々
に
砂
利
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
く
の
を
感
じ

た
。

身
体
の
拡
散
と
そ
れ
に
伴
う
自
己
の
断
片
化
に
よ
っ
て
、
杳
子
は
〈
内
／
外
〉
や
〈
遠
い
／
近
い
〉
と
い
う
二
元
論
に
よ
っ
て

秩
序
づ
け
ら
れ
た
世
界
か
ら
逸
脱
す
る
。「
自
分
は
も
う
岩
の
ひ
と
つ
に
な
り
き
っ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
周
囲
の
事
物
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と
の
感
応
・
同
化
と
い
う
現
象
を
引
き
起
こ
す
。
ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
ベ
ン
テ
ィ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
に
入
る
と
、「
皮
膚
を
終

端
の
境
界
と
す
る
よ
う
な
、
閉
ざ
さ
れ
、
境
界
づ
け
ら
れ
た
個
別
の
身
体
」
に
「
魂
」、
す
な
わ
ち
〈
私
〉
の
意
識
が
内
在
化
さ

れ
て
い
る
と
見
な
す
、
新
た
な
身
体
規
範
が
成
立
し
た
と
い
う
。
そ
こ
で
は
〈
精
神
／
身
体
〉
の
二
元
論
に
基
づ
き
、
身
体
は
自

己
の
〈
内
／
外
〉
を
隔
て
る
被
い
や
仕
切
り
と
見
な
さ
れ
る
一
方
で
、
主
体
や
自
我
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
内
部
の
中
心
を
占
め
る

こ
と
と
な
る
（
11
）。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
近
代
的
身
体
観
に
対
し
て
、
杳
子
の
身
体
は
果
て
も
な
く
拡
散
し
流
動
し
て
い
く
こ

と
で
、
事
物
と
一
つ
に
な
る
こ
と
さ
え
可
能
に
す
る
の
だ
。
し
か
も
こ
の
時
、
流
れ
落
ち
る
岩
に
憑
依
す
る
杳
子
と
は
別
に
、「
足

が
段
々
に
砂
利
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
く
」、
つ
ま
り
砂
利
と
一
体
化
し
か
け
て
い
る
杳
子
が
同
時
に
存
在
し
て
い
る
。
身
体
が
拡

散
す
る
こ
と
で
杳
子
の
自
己
は
粒
子
状
に
分
散
し
て
い
く
と
先
に
述
べ
た
が
、
岩
に
感
応
す
る
杳
子
も
、
砂
利
に
感
応
す
る
杳
子

も
、
解
体
さ
れ
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
自
己
の
断
片
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
杳
子
が
岩
々
の
狭
間
で
「
軀
を
き
つ
く
抱
え
こ
」
み
「
う
ず
く
ま
り
こ
」
む
と
い
う
姿
勢
を
と
っ
て
い

る
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
だ
ろ
う
。
河
本
英
夫
に
よ
れ
ば
、
触
覚
と
は
「
身
体
が
在
る
と
い
う
、
身
体
の
存
在
に
か
か
わ
る
感
触

で
あ
り
、
身
体
存
在
の
基
層
に
あ
る
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
河
本
は
「
在
る
と
い
う
現
実
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
度
合
い
が
あ
り
、

存
在
か
無
か
と
い
う
二
者
択
一
に
な
ら
な
い
不
透
明
な
分
厚
さ
を
と
も
な
う
事
象
で
あ
る
」
と
す
る
一
方
で
、
自
ら
の
身
体
に
触

れ
る
時
「
在
る
こ
と
は
そ
れ
と
し
て
感
じ
取
ら
れ
て
い
て
、
意
味
の
ず
っ
と
手
前
で
、
在
る
こ
と
／
無
い
こ
と
の
漠
然
と
し
て
は

い
る
が
、
間
違
え
よ
う
の
な
い
区
分
を
形
成
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
12
）。
こ
れ
は
、
例
え
ば
痺
れ
た
足
は
こ
こ
に
在
る
と

感
じ
ら
れ
な
い
が
、
揉
み
ほ
ぐ
し
て
い
く
内
に
少
し
ず
つ
感
覚
を
取
り
戻
し
て
い
く
よ
う
に
、
触
覚
性
身
体
は
視
覚
的
身
体
と
は

異
な
り
、
も
っ
と
複
層
的
か
つ
可
変
的
な
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
、
言
語
で
は
捉
え
き
れ
な
い
よ
う
な
身
体

の
存
在
感
を
、
杳
子
は
手
繰
り
寄
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
杳
子
が
身
体
を
固
く
縮
め
両
手
で
抱
き
し
め
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る
の
は
、
痺
れ
た
足
先
を
揉
む
の
と
同
様
に
、
身
体
が
こ
こ
に
在
る
こ
と
を
感
触
に
よ
っ
て
確
か
め
よ
う
と
す
る
た
め
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
れ
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
抱
き
し
め
た
身
体
の
温
も
り
、
強
張
り
、
痙
攣
、
あ
る
い
は
身
体
を
収
縮
さ
せ
る
こ
と
で
起
き

る
姿
勢
の
変
化
や
筋
肉
の
緊
張
、
そ
う
し
た
一
つ
一
つ
の
感
覚
を
寄
せ
集
め
て
築
か
れ
た
「
か
す
か
な
感
じ
の
す
る
軀
」
に
よ
っ

て
、
杳
子
は
拡
散
し
て
い
く
身
体
を
か
ろ
う
じ
て
繋
ぎ
と
め
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
い
う
「
か
す
か
な
感
じ
の
す
る
軀
」
と
は
、

身
体
を
限
界
ま
で
収
縮
さ
せ
る
こ
と
で
、か
ろ
う
じ
て
保
た
れ
る
自
己
の
〈
ま
と
ま
り
〉
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
言
う
自
己
の
〈
ま
と
ま
り
〉
と
は
、
連
続
的
か
つ
同
一
的
な
自
己
と
は
全
く
異
な
る
、
在
る
と
し
か
言
い
よ
う

の
な
い
漠
然
と
し
た
感
触
や
感
覚
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

さ
て
、
杳
子
は
岩
々
の
間
で
う
ず
く
ま
る
こ
と
で
ば
ら
ば
ら
に
解
体
し
か
け
た
自
己
の
〈
ま
と
ま
り
〉
を
か
ろ
う
じ
て
保
持
し

て
い
た
が
、
谷
底
へ
降
り
て
き
た
彼
の
姿
を
杳
子
の
視
界
が
捉
え
た
時
、
新
た
な
ド
ラ
マ
が
始
ま
る
。「
背
を
獣
み
た
い
に
も
っ

さ
り
ま
る
め
て
」、「
お
さ
な
い
目
も
と
に
不
安
を
剥
き
出
し
に
し
て
」
近
づ
い
て
く
る
彼
の
姿
は
、〈
内
／
外
〉
を
分
け
る
こ
と

が
「
畏
れ
」
に
繋
が
る
「
獣
く
さ
い
」
杳
子
の
身
体
に
通
じ
て
い
る
。
こ
の
時
、
彼
の
側
も
、
全
身
で
「
防
禦
の
構
え
」
を
と
り

な
が
ら
も
「
遠
く
へ
消
え
て
い
く
か
す
か
な
表
情
」
を
浮
か
べ
た
杳
子
の
拡
散
す
る
身
体
に
反
応
し
、
そ
の
「
鈍
く
ひ
ろ
が
る
女

の
視
野
の
中
を
影
の
よ
う
に
移
っ
て
い
く
自
分
自
身
の
姿
を
思
い
浮
べ
」
て
い
る
。「
歩
む
に
つ
れ
て
、
形
さ
ま
ざ
ま
な
岩
屑
の

灰
色
の
ひ
ろ
が
り
の
中
に
、
そ
の
姿
は
女
の
ま
な
ざ
し
に
捉
え
ら
れ
ず
に
段
々
に
傾
い
て
溺
れ
て
い
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
は

杳
子
の
視
界
に
映
り
込
ん
だ
自
分
の
姿
が
今
に
も
岩
々
へ
溶
け
込
ん
で
い
く
よ
う
に
感
じ
る
。
再
び
杳
子
の
視
点
に
戻
る
と
、「
と

こ
ろ
が
男
が
歩
い
て
い
く
に
つ
れ
て
、
灰
色
の
ひ
ろ
が
り
が
、
男
を
中
心
に
し
て
、
な
ん
と
な
く
人
間
く
さ
い
風
景
へ
集
ま
っ
て

い
く
」。
そ
こ
で
は
、〈
内
／
外
〉
の
境
界
を
越
え
て
拡
散
し
て
い
く
身
体
が
岩
や
砂
利
と
一
体
化
す
る
こ
と
で
、〈
身
体
／
物
体
〉

の
境
界
さ
え
も
不
確
か
に
な
っ
て
し
ま
う
杳
子
の
精
神
世
界
に
際
ど
く
接
近
し
な
が
ら
も
、杳
子
の
言
う
よ
う
に
「
立
っ
て
歩
く
」
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こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
自
己
の
身
体
を
物
体
と
区
分
し
て
い
る
彼
の
姿
が
、
杳
子
の
側
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
彼
の
姿
に
杳
子
は
「
お
ぞ
気
を
ふ
る
」
う
ほ
ど
の
感
応
を
示
し
、
一
方
の
彼
も
ま
た
杳
子
の
「
ま
な
ざ
し
を
鮮
や
か
に
軀

に
感
じ
取
」
る
。『
杳
子
』
の
一
章
は
彼
の
視
点
か
ら
杳
子
と
の
出
会
い
を
語
っ
た
後
、「
谷
を
降
り
て
く
る
彼
の
山
靴
の
音
を
、

杳
子
も
早
く
か
ら
耳
に
し
て
い
た
と
い
う
」
と
し
て
、
山
か
ら
下
り
た
後
に
杳
子
か
ら
彼
が
聞
い
た
話
が
挿
入
さ
れ
る
と
い
う
構

成
に
な
っ
て
い
る
が
、
彼
か
ら
見
た
杳
子
の
姿
と
杳
子
か
ら
見
た
彼
の
姿
、
そ
し
て
互
い
の
目
に
映
る
自
分
自
身
の
姿
が
重
な
り

合
い
、
共
鳴
し
合
う
様
子
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
二
人
が
身
体
を
介
し
て
共
振
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
が
描
き
出
さ
れ
る
の
だ
。

更
に
、
互
い
の
「
ま
な
ざ
し
と
ま
な
ざ
し
が
ひ
と
つ
に
つ
な
が
」
り
、
そ
の
眼
差
し
の
磁
力
に
牽
引
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
彼
が

杳
子
の
元
へ
と
歩
み
よ
っ
た
瞬
間
、
杳
子
は
自
ら
手
を
差
し
伸
べ
て
、
彼
に
麓
ま
で
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
よ
う
助
け
を
乞
う
。

　

彼
が
右
肩
を
さ
し
出
す
と
、
杳
子
は
自
然
に
彼
の
右
腕
に
つ
か
ま
っ
て
き
た
。
彼
は
黙
っ
て
す
ぐ
に
歩
き
出
し
た
。
杳
子

は
軀
を
少
し
こ
ご
め
て
、
ぬ
か
る
み
を
踏
む
よ
う
な
足
ど
り
で
歩
い
た
。
腕
か
ら
重
み
が
少
し
も
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。
杳
子

の
體
は
ほ
の
か
な
温
み
と
な
っ
て
彼
の
軀
の
そ
ば
に
漂
い
、
彼
の
歩
み
に
つ
れ
て
、
流
れ
る
よ
う
に
従
い
て
き
た
。
緊
張
の

後
で
、
彼
も
口
が
き
け
な
か
っ
た
。

彼
は
杳
子
の
身
体
を
皮
膚
の
内
側
へ
と
浸
透
し
て
く
る
目
に
は
見
え
ぬ
温
も
り
と
し
て
受
け
止
め
、
重
さ
さ
え
も
意
識
し
な
い

ほ
ど
に
そ
れ
と
感
覚
を
同
調
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
時
、
彼
が
感
じ
て
い
る
緊
張
と
疲
労
か
ら
は
、
二
人
の
触
れ
あ
い
が
ほ
と
ん
ど

性
的
な
交
感
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
伺
え
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
彼
と
杳
子
の
高
揚
し
た
一
体
感
は
決
し
て
長

く
持
続
す
る
こ
と
は
な
い
。
谷
底
か
ら
帰
還
し
た
後
、
街
中
で
再
会
し
た
杳
子
が
「
別
人
」
の
ご
と
き
顔
立
ち
に
変
貌
し
て
い
る
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こ
と
に
彼
が
た
じ
ろ
ぐ
よ
う
に
、
杳
子
の
身
体
は
絶
え
ず
変
化
す
る
こ
と
で
彼
の
眼
差
し
を
す
り
抜
け
て
い
く
。
そ
の
よ
う
な
杳

子
の
身
体
を
前
に
し
て
、
彼
は
時
に
惹
か
れ
、
時
に
恐
れ
な
が
ら
、
共
振
と
疎
隔
を
繰
り
返
し
つ
つ
、
杳
子
と
の
関
係
を
模
索
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
谷
底
に
お
け
る
杳
子
の
身
体
は
、
①
外
界
が
流
動
的
で
不
安
定
な
様
相
を
現
す
、
②
身
体
の
内
感
が
揺
さ
ぶ

ら
れ
、
③
身
体
の
輪
郭
が
溶
解
し
ア
メ
ー
バ
状
に
拡
散
し
て
、
④
自
己
が
断
片
化
し
、
⑤
そ
の
過
程
で
外
界
の
事
物
や
他
者
と
感

応
し
同
化
す
る
と
い
う
、
お
お
よ
そ
五
つ
に
分
け
ら
れ
る
流
れ
を
辿
っ
て
い
る
。
し
か
し
同
時
に
、
杳
子
は
こ
の
身
体
の
拡
散
と

そ
れ
に
伴
う
自
己
の
断
片
化
に
抵
抗
す
る
べ
く
、
身
体
を
極
限
ま
で
収
縮
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
生
じ
る
感
触
や
、
様
々
な
感
覚
の
ざ

わ
め
き
を
感
じ
取
る
こ
と
で
、
ば
ら
ば
ら
に
断
片
化
し
た
自
己
の
〈
ま
と
ま
り
〉
を
か
ろ
う
じ
て
保
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
拡
散

と
収
縮
の
鬩
ぎ
合
い
の
中
で
こ
そ
、
杳
子
の
身
体
は
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
加
え
て
、
都
会
で
の
再
会
か
ら
始
ま
る
二

章
以
降
の
物
語
は
、
主
と
し
て
彼
の
視
点
に
添
っ
て
進
ん
で
い
く
が
、
杳
子
の
身
体
を
一
方
的
に
観
察
し
治
療
し
よ
う
と
す
る
彼

の
試
み
は
、
拡
散
と
収
縮
が
鬩
ぎ
合
う
杳
子
の
身
体
に
彼
が
次
第
に
釣
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
突
き
崩
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
そ
こ
で
次
章
で
は
、
拡
散
と
収
縮
の
鬩
ぎ
合
う
杳
子
の
身
体
が
、
彼
と
の
関
係
に
お
い
て
変
容
す
る
様
相
を
三
つ
の
パ
ー

ト
に
分
け
、
作
品
の
展
開
に
即
し
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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三
、
変
遷
す
る
身
体

（
１
）
反
転
す
る
身
体
〜
二
章
か
ら
三
章
ま
で

そ
の
第
一
は
、
杳
子
の
身
体
が
収
縮
と
拡
散
を
繰
り
返
す
一
方
で
、
め
ま
ぐ
る
し
い
反
転
を
見
せ
る
と
共
に
起
こ
る
彼
と
の
関

係
の
変
化
で
あ
る
。
冬
の
駅
で
杳
子
と
偶
然
再
会
し
た
彼
は
、谷
底
で
見
た
「
漠
と
ひ
ろ
が
っ
た
顔
全
体
の
無
表
情
」
と
は
違
い
、

む
し
ろ
「
内
側
か
ら
輝
き
出
る
生
彩
」
を
得
て
「
別
人
」
の
よ
う
に
変
貌
し
た
杳
子
の
相
貌
に
驚
く
。
し
か
し
、
そ
の
顔
の
中
に

は
「
た
え
ず
生
彩
を
あ
ら
た
に
し
て
い
な
い
と
、
た
ち
ま
ち
ま
た
漠
と
ひ
ろ
が
っ
て
し
ま
い
そ
う
な
、
不
安
定
な
感
じ
が
ど
こ
か

に
」
漂
っ
て
い
る
。
彼
が
杳
子
の
相
貌
に
見
出
す
茫
漠
と
し
た
感
じ
は
、
杳
子
の
身
体
が
い
つ
ま
た
散
り
散
り
に
拡
散
す
る
か
解

ら
な
い
不
安
定
さ
を
孕
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
杳
子
は
し
ば
し
ば
自
ら
の
行
動
や
思
考
を
制
御
で
き
な

く
な
り
、
そ
の
場
で
う
ず
く
ま
っ
た
り
、
目
に
見
え
て
動
作
が
不
自
然
に
な
っ
た
り
す
る
。
彼
と
杳
子
の
交
流
は
こ
の
《
発
作
》

を
克
服
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
ひ
と
ま
ず
動
き
出
す
が
、
二
人
の
関
係
が
擬
似
的
な
医
師
と
患
者
の
関
係
か
ら
次
第
に
逸
れ
て

い
く
と
こ
ろ
に
、
こ
の
物
語
の
核
が
存
在
す
る
。
そ
う
し
た
二
人
の
関
係
の
変
化
を
導
く
杳
子
の
身
体
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
詳
し

く
見
て
い
き
た
い
。

杳
子
の
身
体
が
抱
え
込
む
危
う
さ
が
、
彼
女
の
言
動
と
な
っ
て
ま
ず
現
れ
る
の
は
、
彼
と
杳
子
が
喫
茶
店
で
待
ち
合
わ
せ
し
た

時
で
あ
る
。
杳
子
は
店
の
前
ま
で
辿
り
着
き
な
が
ら
も
、ド
ア
を
開
け
て
中
へ
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
杳
子
は
、

表
の
看
板
を
見
つ
め
て
い
る
内
に
字
が
た
だ
の
字
に
見
え
て
き
て
、
店
の
名
前
が
読
み
取
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
説
明

す
る
。
こ
こ
か
ら
解
る
の
は
、
言
葉
（
文
字
）
と
そ
れ
が
指
し
示
す
と
こ
ろ
の
意
味
の
繋
が
り
が
、
杳
子
の
中
で
は
切
断
さ
れ
て
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し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
と
意
味
と
の
連
関
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
味
が
本
来
分
節
化
す
る
筈

の
事
物
や
事
象
も
―
―
そ
こ
に
は
む
ろ
ん
自
己
自
身
も
含
ま
れ
る
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
ま
と
ま
り
を
失
っ
た
ま
ま
、
辺
り
を
漠
然
と

浮
遊
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
店
を
探
し
て
い
る
時
の
気
持
ち
を
「
長
い
暗
い
廊
下
を
歩
い
て
」
い
て
「
両
側
に
同
じ
よ
う
な

扉
が
ず
ら
あ
っ
と
並
ん
で
る
」よ
う
だ
っ
た
と
説
明
す
る
杳
子
は
、ま
さ
に
そ
う
し
た
事
物
を
分
節
化
し
損
な
う
事
態
に
立
ち
会
っ

て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
杳
子
は
次
の
よ
う
に
彼
に
訴
え
る
。「
ち
ゃ
ん
と
し
た
場
所
に
出
よ
う
と
ず
ん
ず
ん
歩
い
て
行
く
の
だ

け
れ
ど
、ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
地
面
が
傾
き
上
が
っ
て
い
く
ん
で
す
。
皆
、ど
う
し
て
、こ
ん
な
と
こ
ろ
で
暮
し
て
い
ら
れ
る
の
っ

て
叫
び
た
く
な
る
け
れ
ど
、
皆
、
平
気
そ
う
な
の
で
、
困
っ
て
し
ま
う
…
…
」。
こ
こ
か
ら
は
、
店
を
選
ぶ
こ
と
に
限
ら
ず
、
杳

子
が
周
囲
の
世
界
に
対
し
て
あ
る
種
の
馴
染
み
の
な
さ
、
違
和
感
の
よ
う
な
も
の
を
常
に
抱
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
解
る
だ
ろ

う
。
意
味
を
は
ぎ
取
ら
れ
た
〈
物
自
体
〉
に
直
面
し
て
い
る
杳
子
に
と
っ
て
、
世
界
と
は
お
よ
そ
不
自
然
で
不
気
味
な
も
の
と
し

て
立
ち
現
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
は
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
が
分
裂
症
の
基
礎
障
碍
と
し
て
指
摘
し
た
、「
自

然
な
自
明
性
の
喪
失
」
と
よ
く
似
た
事
態
で
あ
る
（
13
）。
看
板
に
書
か
れ
た
文
字
を
読
み
取
る
こ
と
や
、
平
坦
な
道
を
歩
く
こ
と

は
、
普
通
の
人
々
が
生
活
を
送
る
上
で
ご
く
自
然
に
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
な
く
行
っ
て
い
る
些
細
な
事
柄
で
あ
り
、「
自
然

な
自
明
性
」
の
範
疇
に
入
る
と
言
え
る
。
木
村
敏
は
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
の
論
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
「
自
然
な
自
明
性
」
を

基
礎
づ
け
て
い
る
の
は
「
私
に
と
っ
て
自
己
が
あ
る
こ
と
」
す
な
わ
ち
自
己
の
自
明
性
で
あ
る
と
し
て
、
分
裂
病
の
根
源
的
事
態

と
は
自
己
の
自
明
性
の
喪
失
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
自
他
未
分
の
領
域
か
ら
の
自
明
な
個
別
化
の
不
成
立
」
か
ら
引
き
起
こ
さ
れ
る

と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
自
明
な
個
別
化
の
不
成
立
と
は
如
何
な
る
事
な
の
か
。
木
村
は
こ
れ
を
人
と
人
の
「
あ
い
だ
」
に
関
わ
る

問
題
で
あ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
が
自
己
と
な
る
に
は
、
自
己
な
ら
ざ
る
他
者
と
の
出
会
い
を
必
要
と
し
、
他
者
も
ま
た

そ
う
で
あ
る
以
上
、「
自
己
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
他
者
が
他
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
と
も
に
―
―
し
か
も
両
者
が
互
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に
そ
の
立
場
を
逆
に
し
て
も
結
局
は
同
じ
こ
と
と
し
て
―
―
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
両
者
と
し
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
よ
う
な
第
三
の

次
元
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
の
だ
。
木
村
は
こ
の
「
第
三
の
次
元
」
を
自
己
と
他
者
の
「
あ
い
だ
」
と
呼
び
、
自
己
と
他
者

と
は
と
も
に
こ
の
「
あ
い
だ
」
か
ら
成
立
し
て
く
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
分
裂
病
者
と
は
こ
の
「
第
三
の

次
元
」
と
し
て
の
「
あ
い
だ
」
の
働
き
を
感
じ
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
こ
と
だ
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
（
14
）。

こ
の
よ
う
な
木
村
の
指
摘
は
、
杳
子
の
拡
散
す
る
身
体
が
〈
内
／
外
〉
の
境
界
を
超
え
て
い
く
も
の
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て

く
る
だ
ろ
う
。
周
囲
の
事
物
と
感
応
・
同
化
し
て
し
ま
う
杳
子
の
身
体
は
、
自
己
と
他
者
と
を
区
別
す
る
「
あ
い
だ
」
を
感
知
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
杳
子
が
周
囲
の
世
界
に
感
じ
る
違
和
感
と
は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
自
己
の
個
別
性
の
捉
え
損
ね
か
ら

生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
葉
と
意
味
と
の
疎
隔
化
が
引
き
起
こ
す
事
物
の
分
節
化
の
機
能
不
全
も
、
杳
子
の
そ
う
し
た
身
体
の

あ
り
よ
う
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
山
の
中
で
彼
に
出
会
っ
た
お
か
げ
で
、
元
気
に
な
っ
た
、

と
彼
女
は
く
り
か
え
し
言
っ
た
。
そ
の
く
せ
、《
病
気
》
が
い
ち
ば
ん
ひ
ど
か
っ
た
の
は
、
山
か
ら
帰
っ
て
き
て
ひ
と
月
ほ
ど
の

間
だ
っ
た
と
言
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
杳
子
は
自
ら
の
身
体
が
置
か
れ
た
状
況
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
つ
ど

矛
盾
し
た
こ
と
を
口
走
る
。
し
か
し
、
こ
こ
か
ら
単
純
に
、
杳
子
が
狂
気
に
冒
さ
れ
て
い
る
と
か
、
杳
子
が
語
る
身
体
の
拡
散
現

象
は
彼
女
の
妄
想
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
谷
底
で

起
き
た
《
発
作
》
の
際
に
、
周
囲
の
事
物
へ
と
自
ら
の
身
体
が
溶
け
出
し
て
い
き
、
境
目
が
つ
か
な
く
な
る
ほ
ど
一
体
化
し
て
し

ま
う
現
象
に
見
舞
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
杳
子
が
「
幸
福
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
二
度
と
あ
ん
な
風
に
な
り
た
く
な
い
」
ほ
ど

の
苦
痛
を
感
じ
た
と
言
う
よ
う
に
、
杳
子
の
拡
散
す
る
身
体
は
あ
る
一
つ
の
言
葉
に
よ
っ
て
規
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
幸
福

と
苦
痛
と
い
う
二
律
背
反
を
同
時
に
孕
む
混
沌
と
し
た
も
の
だ
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
自
ら
の
身
体
が
拡
散
し
て
い
く
様
相
を
杳
子

が
い
く
ら
言
葉
で
言
い
尽
く
そ
う
と
し
て
も
、
そ
の
体
験
は
言
葉
に
よ
っ
て
分
節
化
で
き
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
結
果
と
し
て
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杳
子
の
言
葉
は
自
ら
の
身
体
の
混
沌
を
表
し
き
れ
ず
、
ど
こ
か
矛
盾
し
た
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

杳
子
の
特
異
な
言
動
に
触
れ
た
彼
は
、
喫
茶
店
で
の
逢
瀬
を
止
め
、
そ
の
日
毎
に
目
的
地
の
公
園
を
決
め
て
杳
子
に
そ
こ
ま
で

案
内
さ
せ
る
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
、
杳
子
が
一
人
で
も
外
出
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
の
訓
練
を
開
始
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
、

彼
が
杳
子
の
治
療
者
と
し
て
振
る
舞
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
伺
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
彼
の
目
論
見
と
は
別
に
、
杳
子
は

自
ら
の
身
体
の
拡
散
に
対
し
て
、
谷
底
と
同
じ
く
、
身
を
収
縮
す
る
こ
と
で
抵
抗
す
る
姿
を
見
せ
始
め
る
。
例
え
ば
、
杳
子
が
公

園
の
河
原
で
大
き
さ
も
形
も
不
揃
い
に
積
ま
れ
た
不
安
定
な
石
の
塔
を
見
つ
め
て
い
る
内
に
、
杳
子
は
「
ふ
と
き
か
ん
気
な
目
つ

き
に
な
り
、そ
の
石
を
天
辺
の
石
の
中
心
よ
り
も
わ
ざ
と
左
へ
大
き
く
ず
ら
し
て
の
せ
」
る
と
、「
軀
を
低
く
小
さ
く
こ
ご
め
」
る
。

「
ひ
と
石
ひ
と
石
、
い
ま
の
せ
ら
れ
た
ば
か
り
の
よ
う
に
動
揺
に
怯
え
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
不
安
に
満
ち
た
な
ま
な
ま
し
い
成

長
の
気
配
を
帯
び
て
、
空
に
む
か
っ
て
伸
び
上
が
り
、
さ
ら
に
音
も
立
て
ず
に
伸
び
上
が
っ
て
い
く
」
よ
う
に
見
え
る
岩
の
塔
に
、

彼
は
「
ふ
と
杳
子
と
い
う
存
在
を
感
じ
当
て
た
よ
う
な
気
」
に
な
る
。
不
安
定
に
そ
の
場
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
も
、
果
て
し
な
く

伸
び
上
が
っ
て
い
く
岩
の
塔
は
、
収
縮
と
拡
散
を
同
時
に
行
う
杳
子
の
身
体
の
暗
喩
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
杳
子
は
身
体

の
収
縮
に
よ
っ
て
生
じ
る
微
細
な
感
覚
を
凝
集
さ
せ
、「
か
す
か
な
感
じ
の
す
る
軀
」
＝
自
己
の
〈
ま
と
ま
り
〉
を
か
ろ
う
じ
て

形
作
る
こ
と
で
、
身
体
が
散
り
散
り
に
拡
が
っ
て
自
己
が
断
片
化
し
て
い
く
も
う
一
つ
の
感
覚
に
抗
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
身
体
の
拡
散
に
対
す
る
そ
の
収
縮
に
よ
る
抵
抗
と
い
っ
た
動
き
と
は
異
な
る
形
で
は
あ
る
が
、
杳
子
の
身
体
が
対

極
的
な
反
転
を
繰
り
返
す
こ
と
も
、
実
は
拡
散
と
収
縮
の
鬩
ぎ
合
い
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
言
え
る
。
例
え
ば
、
公
園
を

歩
き
回
る
杳
子
の
姿
は
、
彼
の
目
に
は
次
の
よ
う
に
映
る
。「
彼
女
の
軀
の
動
き
は
滑
ら
か
な
流
れ
に
乏
し
く
、
い
わ
ば
折
れ
線

ば
か
り
か
ら
成
っ
て
い
て
、
キ
ュ
ッ
キ
ュ
ッ
と
向
き
を
変
え
る
た
び
に
、
そ
の
折
れ
目
に
爽
や
か
な
精
気
が
み
な
ぎ
っ
た
。
そ
し

て
立
ち
止
ま
る
と
、
動
き
の
余
韻
の
よ
う
に
、
女
ら
し
さ
が
、
細
い
軀
に
す
う
っ
と
さ
し
て
く
る
。
し
か
し
ほ
ん
の
し
ば
ら
く
で
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も
余
計
に
立
ち
止
ま
っ
て
い
る
と
、
そ
の
軀
は
糸
を
ゆ
る
め
ら
れ
た
操
り
人
形
の
よ
う
に
急
に
ぎ
ご
ち
な
く
な
り
か
か
る
」。
緊

張
か
ら
弛
緩
へ
、
弛
緩
か
ら
緊
張
へ
、
一
瞬
も
立
ち
止
ま
ら
な
い
杳
子
の
身
体
は
、「
少
女
め
い
た
細
い
軀
」、「
細
い
甲
高
い
声
」

と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
痩
せ
細
っ
た
少
女
の
様
相
と
、「
女
く
さ
」
い
腰
つ
き
、「
成
熟
し
た
女
の
声
」、「
低
い
、
ふ
く
ら
み

の
あ
る
声
」
と
い
う
豊
満
な
女
の
様
相
と
の
間
を
絶
え
ず
行
き
交
う
も
の
と
し
て
彼
の
目
の
前
に
現
れ
る
の
だ
。
そ
こ
に
は
、
少

女
の
姿
に
収
縮
し
よ
う
と
す
る
運
動
に
抗
っ
て
そ
れ
を
解
体
す
る
拡
散
が
起
こ
り
、
今
度
は
豊
満
な
女
へ
と
収
縮
し
よ
う
と
す
る

と
そ
れ
も
ま
た
拡
散
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
っ
た
、
杳
子
の
不
安
定
な
身
体
の
姿
が
現
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
揺
れ
動
く
岩
の
塔
の

よ
う
に
一
歩
間
違
え
ば
即
座
に
崩
壊
し
、
散
り
散
り
に
拡
散
し
て
い
き
か
ね
な
い
危
う
さ
を
常
に
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
杳
子
の
姿
を
見
せ
ら
れ
る
彼
の
目
に
は
、
う
ず
く
ま
り
こ
む
杳
子
の
姿
は
「
醜
怪
な
病
い
」
の
業
と
し

か
映
ら
な
い
。
そ
の
め
ま
ぐ
る
し
い
身
体
の
反
転
に
つ
い
て
も
、
不
自
然
さ
や
ぎ
こ
ち
な
さ
ば
か
り
が
目
に
つ
く
と
し
て
、
彼
は

「
軀
を
な
い
が
し
ろ
」
に
し
て
い
る
と
杳
子
を
批
判
す
る
。
こ
れ
は
治
療
者
と
し
て
の
見
方
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
杳
子
は
「
軀

を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
も
ん
だ
か
ら
、
自
分
の
あ
り
か
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
彼
の
語
り
は
、
杳
子
の
身
体

の
拡
散
を
捉
え
、
そ
れ
と
共
振
し
あ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
出
て
く
る
も
の
で
も
あ
る
。
実
際
に
、
公
園
で
杳
子
と
追
い
か
け
っ
こ

を
し
た
際
に
「
杳
子
の
あ
り
か
が
、
目
に
は
見
え
な
く
て
も
、
林
の
中
を
た
え
ず
動
き
ま
わ
る
一
点
の
気
配
と
し
て
、
確
か
に
伝

わ
っ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
と
き
に
は
、茂
み
と
い
う
茂
み
が
杳
子
の
ひ
そ
む
気
配
を
宿
し
て
ふ
く
ら
む
こ
と
が
あ
っ
た
」

と
い
う
よ
う
に
、
彼
は
「
一
点
」
に
収
縮
す
る
こ
と
も
あ
る
一
方
で
、「
ふ
く
ら
む
こ
と
」
で
外
界
へ
拡
散
し
て
ゆ
く
杳
子
の
身

体
を
、
目
に
は
見
え
ぬ
「
気
配
」
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
と
自
ら
の
身
体
を
共
振
さ
せ
る
こ
と
で
、
治
療
者
の
枠
組
み
か
ら
次
第
に

外
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
し
た
杳
子
と
の
共
振
も
長
く
は
続
か
ず
、
彼
が
杳
子
を
抱
き
寄
せ
て
口
づ
け
を
し
た

途
端
、
杳
子
の
唇
は
「
固
い
輪
郭
」
を
と
り
つ
つ
も
、「
受
け
止
め
る
で
も
拒
む
で
も
な
く
、
感
触
を
な
に
か
漠
と
し
た
ひ
ろ
が
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り
の
中
へ
ぼ
か
し
て
し
ま
」
う
。
そ
し
て
、
杳
子
と
繋
が
り
合
え
た
と
い
う
感
覚
は
、「
固
い
輪
郭
」
と
「
漠
と
し
た
ひ
ろ
が
り
」

と
い
う
収
縮
と
拡
散
の
鬩
ぎ
合
う
杳
子
の
身
体
の
中
へ
曖
昧
に
吸
収
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
共
振
し
あ
っ
た
か
と
思
え
ば
す
ぐ

に
疎
隔
し
て
し
ま
う
杳
子
の
身
体
に
対
し
て
彼
が
焦
燥
感
を
募
ら
せ
る
こ
と
で
、
二
人
の
関
係
は
次
な
る
段
階
へ
と
進
ん
で
い
く

の
だ
。
し
か
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
杳
子
の
身
体
も
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
２
）
重
さ
を
露
わ
に
す
る
身
体
〜
四
章
か
ら
五
章
ま
で

第
二
段
階
は
、
杳
子
と
の
共
感
を
更
に
深
め
る
「
彼
」
が
、
治
療
者
で
あ
る
こ
と
を
放
棄
し
た
時
に
起
こ
る
杳
子
の
身
体
の
変

容
を
中
心
に
展
開
す
る
。
徒
労
に
終
わ
っ
た
公
園
め
ぐ
り
の
後
、
彼
は
「
と
も
す
れ
ば
大
道
の
真
中
で
茫
然
と
立
ち
つ
く
し
て
し

ま
う
杳
子
に
、
自
分
自
身
の
軀
の
こ
と
を
気
づ
か
せ
て
や
り
た
い
、
そ
し
て
自
分
自
身
の
あ
り
か
を
確
か
に
し
て
や
り
た
い
」
と

い
う
苛
立
ち
を
募
ら
せ
る
。
そ
こ
で
彼
は
都
会
の
裏
路
地
に
あ
る
旅
館
に
杳
子
を
連
れ
込
み
、
初
め
て
肉
体
関
係
を
結
ぶ
。
つ
ま

り
、
肌
と
肌
と
を
触
れ
合
わ
せ
、
擦
り
つ
け
、
そ
の
熱
を
共
有
す
る
こ
と
で
、
杳
子
の
身
体
の
輪
郭
を
外
側
か
ら
形
作
っ
て
や
ろ

う
と
す
る
の
だ
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
彼
の
望
み
と
は
裏
腹
に
、
裸
に
な
っ
た
杳
子
は
「
軀
の
豊
か
さ
」
を
露
わ
に
し
な
が
ら
も
、

「
普
段
よ
り
も
瘠
せ
細
っ
た
少
女
の
顔
つ
き
」
に
な
っ
て
彼
を
拒
む
素
振
り
を
見
せ
る
。
杳
子
の
身
体
は
ま
た
し
て
も
少
女
と
成

熟
し
た
女
の
間
を
反
転
し
、
拡
散
と
収
縮
の
狭
間
で
激
し
く
鬩
ぎ
合
い
、
と
も
す
れ
ば
ば
ら
ば
ら
に
崩
壊
し
か
ね
な
い
危
う
さ
を

垣
間
見
せ
る
。
す
る
と
、「
素
肌
ま
で
触
れ
合
っ
て
い
な
が
ら
杳
子
を
つ
か
み
取
れ
な
い
で
い
る
彼
自
身
の
軀
も
、
と
き
ど
き
ふ
っ

と
遠
い
も
の
に
、
あ
わ
て
て
た
ぐ
り
寄
せ
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、

彼
自
身
の
身
体
も
漂
い
、
拡
散
し
始
め
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
肉
体
関
係
を
持
つ
以
前
よ
り
杳
子
の
身
体
の
拡
散
に
深
く
共
振
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し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
都
会
か
ら
郊
外
の
旅
館
へ
と
場
所
を
移
し
な
が
ら
な
お
も
杳
子
と
の
情
事
に
耽
る
う
ち
、
更
に

彼
の
中
で
あ
る
変
化
が
生
じ
る
。
そ
れ
が
次
の
場
面
で
あ
る
。

　

肌
の
感
覚
を
澄
ま
せ
て
い
る
と
、
彼
は
病
ん
だ
杳
子
の
感
覚
へ
一
本
の
線
と
な
っ
て
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
。
道
の
途
中
で
立
ち
つ
く
す
杳
子
の
孤
独
と
恍
惚
を
、
彼
は
つ
か
の
ま
感
じ
当
て
た
よ
う
に
思
う
。

　

…
…
杳
子
は
道
を
や
っ
て
来
て
、
ふ
っ
と
異
な
っ
た
感
じ
の
中
に
踏
み
入
る
。
立
ち
止
ま
る
と
、
あ
た
り
の
空
気
が
澄
み

か
え
っ
て
、
彼
女
を
取
り
囲
む
物
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
、
ま
わ
り
で
動
く
人
間
た
ち
の
顔
つ
き
や
身
振
り
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ

が
、
自
然
な
姿
の
ま
ま
鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
き
、
不
自
然
な
ほ
ど
鮮
明
に
な
っ
て
ゆ
き
、
ま
る
で
深
い
根
も
と
か
ら
た
え
ず
じ

わ
じ
わ
と
顕
わ
れ
て
く
る
み
た
い
に
、
た
え
ず
鋭
さ
を
あ
ら
た
に
し
て
彼
女
の
感
覚
を
惹
き
つ
け
る
。［
…
］
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
物
の
あ
ま
り
に
も
鮮
明
な
顕
わ
れ
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
、彼
女
の
感
覚
は
無
数
に
分
か
れ
て
冴
え
か
か
っ
て
し
ま
っ
て
、

漠
と
し
た
全
体
の
懐
し
い
感
じ
を
つ
か
み
と
れ
な
い
、
自
分
自
身
の
あ
り
か
さ
え
ひ
と
つ
に
押
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
杳

子
は
か
ろ
う
じ
て
ひ
と
つ
に
保
っ
た
自
分
の
存
在
感
の
中
か
ら
、
周
囲
の
鮮
明
さ
に
し
み
じ
み
と
見
入
っ
て
い
る
。（
傍
線

筆
者
）

こ
こ
で
は
、
外
界
の
鮮
烈
な
顕
れ
に
感
応
す
る
こ
と
で
身
体
が
ア
メ
ー
バ
状
に
拡
散
し
て
し
ま
い
、
自
己
が
ば
ら
ば
ら
に
寸
断

さ
れ
た
よ
う
な
心
細
さ
に
襲
わ
れ
な
が
ら
も
、
自
ら
（
の
身
体
）
が
こ
こ
に
在
る
と
い
う
微
か
な
内
感
の
も
と
に
分
散
し
て
い
た

感
覚
を
再
び
凝
集
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
拡
散
と
拮
抗
す
る
杳
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
皮
膚
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま

せ
る
こ
と
で
、
そ
れ
を
我
が
身
に
起
き
た
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
取
っ
て
い
る
の
だ
。
加
え
て
、
傍
線
を
付
し
た
「
彼
は
つ
か
の
ま
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感
じ
当
て
た
よ
う
に
思
う
」
に
続
く
、「
…
…
杳
子
は
」
以
下
の
部
分
は
、
杳
子
の
視
点
で
語
ら
れ
る
彼
女
の
内
感
覚
と
も
彼
が

想
像
し
た
彼
女
の
内
感
覚
と
も
つ
か
ぬ
微
妙
な
語
り
の
様
相
を
示
し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
二
人
の
距
離
を
ほ
と
ん
ど
無
化
し
て
し

ま
う
。
そ
の
よ
う
な
性
交
を
通
し
て
の
官
能
的
な
身
体
感
覚
の
共
振
に
よ
っ
て
、
彼
は
杳
子
と
「
一
本
の
線
と
な
っ
て
つ
な
が
っ

て
い
く
」
よ
う
な
あ
る
種
の
一
体
感
を
手
に
す
る
の
だ
。
こ
れ
ま
で
杳
子
の
身
体
は
目
に
見
え
ぬ
温
も
り
や
ひ
ろ
が
り
と
し
て
彼

の
身
体
の
内
側
へ
と
浸
透
し
て
く
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
彼
の
方
か
ら
杳
子
へ
の
一
体
化
が
起
き
始

め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
は
杳
子
と
肉
体
関
係
を
持
つ
こ
と
で
、
自
ら
の
身
体
の
輪
郭
を
ぶ
れ
さ
せ
て
い
き
、
杳
子
の
治
療

者
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
杳
子
そ
の
も
の
に
な
る
こ
と
を
望
む
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、「
杳
子
の
感
覚
の
中
へ
も
う
一
息
深
く
分
け
入
ろ
う
と
す
る
と
、
糸
は
微
妙
に
ほ
ぐ
れ
て
、
性
の
興
奮
の
中
へ
乱

れ
て
い
く
」
と
あ
る
よ
う
に
、
身
体
感
覚
を
介
し
て
杳
子
と
一
つ
に
な
ろ
う
と
す
る
彼
の
望
み
は
容
易
に
は
成
就
し
な
い
。
更
に

は
「
そ
ん
な
繰
返
し
に
耽
っ
て
、
彼
の
軀
は
杳
子
と
の
い
と
な
み
を
重
ね
て
も
い
っ
こ
う
に
成
熟
し
な
い
で
、
い
つ
ま
で
も
若
い

男
ら
し
い
求
め
の
中
に
留
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
杳
子
の
肌
は
素
肌
の
冷
た
さ
を
相
変
ら
ず
保
ち
な
が
ら
、
彼
の
知

ら
ぬ
間
に
、
病
気
を
内
に
宿
し
た
ま
ま
女
と
し
て
成
熟
し
て
い
た
」
と
し
て
、
少
女
の
痩
せ
細
っ
た
肢
体
と
女
の
豊
満
な
肉
体
の

狭
間
で
揺
れ
て
い
た
杳
子
の
身
体
は
、
女
へ
と
成
熟
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
と
の
一
体
化
を
拒
む
の
で
あ
る
。
彼
と
の
情
事
に
耽

る
内
に
杳
子
の
身
体
が
女
の
そ
れ
へ
と
成
長
し
て
い
く
こ
と
は
岩
坪
一
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
（
15
）、
そ
れ
が
彼
の
一
体

化
へ
の
希
求
を
拒
む
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

杳
子
の
身
体
が
女
の
肉
体
感
を
露
わ
に
す
る
こ
と
で
彼
を
拒
む
様
子
は
、
七
月
に
二
人
が
デ
パ
ー
ト
を
訪
れ
る
場
面
に
お
い
て

よ
り
は
っ
き
り
と
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
杳
子
は
再
び
《
発
作
》
を
起
こ
す
が
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
る
の
は
、
杳
子
の
動
作
が
ぎ
こ

ち
な
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、そ
の
身
体
は
「
女
く
さ
さ
を
剥
き
出
し
に
」
し
て
い
く
こ
と
だ
。
彼
は
杳
子
の
「
放
心
も
露
わ
な
姿
」
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に
い
っ
た
ん
は
同
調
し
、「
杳
子
の
病
気
と
ま
た
一
本
の
線
で
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
気
」
に
な
る
が
、「
成
熟
し
た
女
の
軀
の

重
み
」
を
露
呈
し
た
そ
の
身
体
に
気
圧
さ
れ
る
。
す
る
と
、
彼
の
動
揺
を
鋭
く
嗅
ぎ
取
っ
た
か
の
よ
う
に
、
杳
子
は
「
な
に
よ
、

あ
ん
た
な
ん
か
」
と
言
い
放
ち
、
彼
を
突
き
飛
ば
す
の
だ
。
こ
の
時
、
彼
が
杳
子
の
身
体
に
感
じ
て
い
る
重
さ
と
は
、
杳
子
の
身

体
が
こ
こ
に
在
る
と
い
う
実
在
感
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼
と
杳
子
と
を
隔
絶
す
る
障
壁
と
し
て
彼
の
前
に
立
ち
塞

が
る
。
そ
こ
で
彼
は
街
中
へ
の
外
出
を
避
け
「
二
人
の
関
係
を
い
よ
い
よ
外
に
む
か
っ
て
閉
ざ
し
て
い
く
」
こ
と
で
、「
杳
子
と

一
緒
に
彼
女
の
病
気
の
中
へ
浸
り
こ
む
こ
と
を
願
」
う
が
、「
病
気
の
核
の
よ
う
な
も
の
に
ひ
ん
や
り
と
触
れ
る
こ
と
は
絶
え
て

無
く
な
っ
た
。
病
気
そ
の
も
の
は
あ
れ
以
来
、
不
貞
く
さ
れ
た
女
の
よ
う
に
沈
黙
し
つ
づ
け
て
い
た
」
と
、
杳
子
に
対
す
る
彼
の

一
体
化
は
こ
こ
で
も
や
は
り
拒
絶
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

デ
パ
ー
ト
の
場
面
を
最
後
に
、杳
子
は
彼
の
前
で
目
立
っ
た
《
発
作
》
を
見
せ
な
く
な
る
が
、「
そ
の
か
わ
り
に
、杳
子
は
か
え
っ

て
頻
繁
に
自
分
の
病
気
の
こ
と
を
口
に
す
る
よ
う
に
」
な
る
。
こ
れ
ま
で
杳
子
は
自
ら
の
身
体
が
置
か
れ
た
状
況
を
、
拡
散
す
る

身
体
感
覚
（「
軀
の
あ
り
か
が
、
岩
の
塔
を
か
な
め
に
し
て
末
広
が
り
に
な
っ
て
し
ま
い
、
末
の
ほ
う
か
ら
た
え
ず
河
原
の
流
れ

の
中
へ
失
な
わ
れ
て
い
く
」）
や
、
身
を
収
縮
さ
せ
た
際
の
漠
然
と
し
た
感
覚
の
ざ
わ
め
き
（「
か
す
か
な
感
じ
の
す
る
軀
」）
で

し
か
語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
で
も
十
分
に
捉
え
き
れ
ず
に
言
葉
が
浮
遊
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
杳
子
は

「
前
み
た
い
に
自
分
の
あ
り
か
が
は
っ
き
り
し
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
は
っ
き
り
し
す

ぎ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
し
て
、
身
体
が
〈
内
／
外
〉
を
越
え
て
流
れ
出
て
い
く
感
覚
で
は
な
く
、「
置
き
っ
ぱ
な
し
に

さ
れ
た
重
石
」
の
よ
う
な
重
さ
を
持
ち
始
め
て
い
る
こ
と
を
訴
え
る
。
そ
の
状
態
を
杳
子
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

以
前
に
は
ま
わ
り
の
物
が
妙
に
ど
ぎ
つ
く
迫
っ
て
き
て
、そ
の
間
で
彼
女
自
身
が
無
く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
て
、
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瘠
せ
た
軀
を
き
ゅ
う
っ
と
抱
え
て
テ
ー
ブ
ル
の
前
で
う
ず
く
ま
り
こ
ん
で
し
ま
う
。
そ
ん
な
こ
と
が
年
に
一
度
か
二
度
あ
っ

た
。［
…
］
ま
わ
り
の
も
の
が
彼
女
の
中
へ
雪
崩
れ
こ
ん
で
く
る
み
た
い
な
不
安
は
も
う
な
い
。
物
は
物
で
、
そ
れ
ぞ
れ
つ

ら
そ
う
に
自
分
の
重
み
に
耽
っ
て
い
る
。
彼
女
の
軀
も
ソ
フ
ァ
ー
を
押
し
つ
け
て
、
恥
か
し
く
な
る
ほ
ど
ひ
た
す
ら
に
横
た

わ
っ
て
い
る
。

冒
頭
の
谷
底
で
は
、
杳
子
の
身
体
は
ひ
し
め
き
あ
う
岩
々
の
狭
間
で
そ
の
重
圧
に
潰
さ
れ
か
け
て
い
た
が
、
今
や
彼
女
の
身
体

も
周
囲
の
事
物
も
そ
れ
ぞ
れ
の
重
さ
を
自
力
で
支
え
て
い
る
。
こ
れ
は
、
杳
子
の
中
で
不
透
明
だ
っ
た
〈
内
／
外
〉
の
境
界
が
鮮

明
化
し
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ま
で
自
己
と
他
者
と
の
境
目
が
未
分
化
な
世
界
を
生
き
て
い
た
杳
子
の

身
体
は
、
周
囲
の
事
物
の
存
在
を
感
じ
分
け
、
そ
れ
と
拮
抗
し
始
め
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
が
、
先
に
述
べ
た
「
あ
い
だ
」
に
お
い

て
自
他
を
区
別
し
、
自
己
を
個
別
化
す
る
こ
と
に
通
じ
る
現
象
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
杳
子
が
自
ら
の
状
態
に
つ
い

て
詳
し
く
話
し
出
す
の
も
、
ま
と
ま
り
を
失
い
辺
り
を
漠
然
と
漂
っ
て
い
た
事
物
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
分
節
化
す
る
こ
と
が
可
能

に
な
っ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
点
で
の
杳
子
は
、
身
体
の
拡
散
現
象
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
た
頃
の
状
態

と
は
明
ら
か
に
異
な
る
段
階
に
入
っ
て
お
り
、
杳
子
自
身
も
「
病
気
は
た
し
か
に
良
く
な
っ
た
」
と
発
言
し
て
い
る
。
し
か
し
一

方
で
、「
つ
ら
そ
う
に
」
ま
た
は
「
恥
か
し
く
な
る
ほ
ど
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
自
己
と
他
者
と
が
は
っ
き
り
と
分
か
た
れ
、

そ
の
ま
ま
自
足
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
に
杳
子
が
羞
恥
や
苦
痛
を
覚
え
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
、
杳
子
は
確
か
な
実
在
感
を

持
っ
た
自
己
の
身
体
を
、「
自
分
の
力
に
は
余
る
重
み
」
だ
と
表
現
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
困
惑
は
、
身
体
の
拡
散
と
は
ま
た
違
っ

た
困
難
を
杳
子
の
中
に
引
き
起
こ
す
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
杳
子
の
困
難
が
目
に
見
え
て
現
れ
る
の
は
、
彼
女
が
身
体
の
重
さ
を
感
じ
出
し
て
ひ
と
月
ば
か
り
経
っ
た
頃
、
九
つ
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違
い
の
姉
と
の
確
執
を
初
め
て
彼
に
打
ち
明
け
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。
杳
子
が
言
う
に
は
、
杳
子
の
姉
は
今
の
杳
子
と
同
じ

二
十
一
歳
の
時
に
、
杳
子
と
ほ
ぼ
同
質
の
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
家
か
ら
駅
ま
で
の
十
分
ほ
ど
の
道
の

り
さ
え
「
い
つ
も
と
感
じ
が
違
っ
て
、
わ
か
ら
な
く
」
な
る
姉
の
姿
は
、
喫
茶
店
の
看
板
に
書
か
れ
た
文
字
が
読
み
取
れ
ず
、
終

い
に
は
「
お
店
全
体
ま
で
違
っ
た
風
に
見
え
て
き
て
、
見
た
覚
え
が
な
い
よ
う
な
気
が
し
て
き
て
」、
中
へ
と
入
れ
な
く
な
る
杳

子
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
が
な
い
。
一
方
で
、
杳
子
は
自
分
は
姉
と
は
違
う
と
言
い
張
り
、
症
状
が
ひ
ど
く
な
る
に
つ
れ
て
自
室
に

籠
も
る
よ
う
に
な
っ
た
姉
が
、「
自
分
の
病
気
に
う
ず
く
ま
り
こ
ん
で
、
自
分
の
臭
い
の
中
に
浸
り
こ
ん
で
」「
満
足
そ
う
」
に
見

え
た
と
い
い
、
そ
の
姿
を
「
淫
ら
」
だ
と
罵
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
解
る
の
は
、
個
体
と
し
て
自
足
し
て
い
る
姿
に
羞
恥
や
苦
痛
を

杳
子
が
抱
く
の
は
、
そ
れ
が
「
病
気
」
の
中
に
自
閉
す
る
姉
に
感
じ
た
淫
ら
さ
を
想
起
さ
せ
る
た
め
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自

己
と
他
者
と
が
個
別
化
さ
れ
た
結
果
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
身
体
の
内
側
に
閉
じ
籠
も
り
、「
自
分
の
重
み
に
耽
っ
て
い
る
」、
す

な
わ
ち
互
い
に
隔
絶
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
た
と
え
そ
れ
が
身
体
の
拡
散
に
よ
る
自
己
の
断
片
化
が
も
た

ら
す
不
安
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
た
と
し
て
も
、
杳
子
に
と
っ
て
は
か
つ
て
の
姉
の
姿
を
喚
起
さ
せ
る
と
い
う
点
で
、
極
め

て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
の
だ
。

杳
子
は
姉
を
鏡
と
す
る
こ
と
で
、
重
さ
を
露
わ
に
し
た
身
体
、
す
な
わ
ち
外
界
に
対
し
て
閉
じ
ら
れ
た
個
別
的
＝
自
閉
的
な
身

体
に
抵
抗
を
示
す
。
か
と
い
っ
て
、
身
体
が
外
界
へ
と
果
て
し
な
く
拡
散
し
て
い
く
状
態
に
戻
る
こ
と
も
杳
子
は
望
ま
な
い
。
そ

の
こ
と
は
、
姉
の
病
の
醜
悪
さ
に
つ
い
て
ひ
と
し
き
り
罵
っ
た
後
、
杳
子
が
言
い
放
つ
「
病
気
の
中
へ
坐
り
こ
ん
で
し
ま
い
た
く

な
い
の
よ
。
あ
た
し
は
い
つ
も
境
目
に
い
て
、
薄
い
膜
み
た
い
な
の
。
薄
い
膜
み
た
い
に
顫
え
て
、
そ
れ
で
生
き
て
い
る
こ
と
を

感
じ
て
る
の
。
お
姉
さ
ん
み
た
い
に
な
り
た
く
な
い
」
と
い
う
言
葉
に
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
杳
子
の
言
う
「
境
目
」

で
「
薄
い
膜
み
た
い
に
顫
え
」
る
身
体
と
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
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（
３
）
顫
え
る
身
体
〜
六
章
か
ら
八
章
ま
で

杳
子
の
身
体
と
彼
と
の
関
係
が
更
に
変
化
す
る
第
三
段
階
は
、
杳
子
の
身
体
が
薄
い
膜
の
よ
う
に
顫
え
る
こ
と
で
生
を
実
感
す

る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
契
機
に
幕
が
開
く
。
杳
子
が
姉
と
の
確
執
に
つ
い
て
彼
に
打
ち
明
け
て
か
ら
半
月
後
、
二
人
は
し
ば
ら
く

会
わ
ず
に
い
る
こ
と
を
決
め
る
。
そ
れ
か
ら
更
に
十
六
日
経
っ
た
九
月
の
半
ば
に
、二
人
は
揃
っ
て
海
辺
へ
と
出
掛
け
る
の
だ
が
、

久
し
ぶ
り
に
彼
の
前
に
現
れ
た
杳
子
の
身
体
は
、「
い
っ
た
ん
ひ
ろ
が
り
出
た
肉
体
感
の
影
を
柔
ら
か
な
輪
郭
に
漂
わ
せ
」つ
つ
も
、

「
手
首
の
内
側
や
ふ
く
ら
は
ぎ
の
肌
が
蒼
白
く
澄
ん
で
細
い
血
管
を
透
し
」、「
全
体
に
肌
が
薄
く
透
明
に
な
っ
て
、
病
熱
に
洗
わ

れ
た
肉
体
を
ひ
っ
そ
り
包
ん
で
い
る
感
じ
」へ
と
変
貌
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
杳
子
は
自
分
の
軀
の
そ
ん
な
透
明
さ
を
自
覚
し
て
、

そ
れ
を
い
つ
く
し
ん
で
い
る
よ
う
に
」
彼
は
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
立
ち
現
れ
て
い
る
透
明
な
身
体
は
、
一
度
獲
得
し
た
実

在
感
を
影
の
よ
う
に
ま
と
わ
り
つ
か
せ
な
が
ら
も
、
ど
こ
か
へ
消
え
去
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
曖
昧
さ
を
も
た
た
え
て
い
る
点
で
、
拡

散
と
収
縮
が
鬩
ぎ
合
う
身
体
と
も
個
別
的
な
身
体
と
も
異
な
る
、
ま
さ
に
そ
の
狭
間
に
あ
る
も
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
杳
子
の
身
体

は
拡
散
と
収
縮
の
鬩
ぎ
合
い
や
対
極
的
な
反
転
と
い
っ
た
激
し
い
運
動
が
収
ま
っ
た
後
も
、
個
別
的
＝
自
閉
的
な
身
体
に
収
ま
る

こ
と
な
く
、
内
に
向
か
っ
て
閉
じ
て
ゆ
く
動
き
と
外
に
向
か
っ
て
拡
が
っ
て
ゆ
く
動
き
の
き
わ
ど
い
均
衡
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
。
言
う
な
れ
ば
そ
れ
は
、
自
己
を
崩
壊
さ
せ
か
ね
な
い
ほ
ど
に
激
し
い
身
体
の
振
幅
を
縮
め
て
、
微
細
な
顫
え

0

0

へ
と
変
換
し

た
身
体
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
杳
子
の
身
体
は
完
全
に
形
を
失
い
ア
メ
ー
バ
状
に
溶
け
て
ゆ
く
こ
と
も
、
外
界
と
内
界
と
を

明
確
に
隔
て
る
分
離
帯
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
狭
間
で
ま
さ
に
「
薄
い
膜
」
の
よ
う
に
顫
え

0

0

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
身
体

の
顫
動
を
感
じ
取
る
こ
と
こ
そ
が
、
杳
子
に
生
の
実
感
を
与
え
、
ひ
い
て
は
杳
子
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
る
の
だ
。
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そ
の
よ
う
な
杳
子
の
変
化
を
目
の
当
た
り
に
し
て
、「
杳
子
の
病
気
を
な
お
し
て
や
ろ
う
と
い
う
思
い
上
が
り
」
は
彼
の
中
か

ら
完
全
に
消
え
失
せ
る
。「
病
気
が
快
方
に
向
か
う
こ
と
も
、
悪
化
す
る
こ
と
も
、
彼
は
望
ま
な
か
っ
た
。
良
く
な
る
こ
と
、
悪

く
な
る
こ
と
、
そ
れ
は
ど
ち
ら
も
杳
子
を
破
壊
す
る
こ
と
の
よ
う
に
思
え
た
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
彼
は
、
拡
散
―
収
縮

す
る
身
体
と
個
別
的
な
身
体
の
ど
ち
ら
に
も
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
杳
子
の
あ
り
よ
う
を
感
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

の
上
で
、「
彼
は
、
す
く
な
く
と
も
彼
の
軀
は
、
い
ま
の
ま
ま
の
杳
子
と
、
同
じ
よ
う
な
繰
返
し
に
い
く
ら
で
も
耐
え
ら
れ
る
、

そ
れ
に
歓
び
さ
え
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
」
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。「
同
じ
よ
う
な
繰
返
し
」
と
は
、
彼
が
杳
子
の

身
体
を
実
体
の
な
い
気
配
や
匂
い
と
し
て
感
じ
、
性
交
を
通
し
て
そ
れ
と
の
一
体
化
を
試
み
た
途
端
に
、
重
さ
を
露
わ
に
し
た
彼

女
の
身
体
に
拒
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
き
た
こ
と
に
通
じ
て
い
る
。
彼
は
そ
う
し
て
杳
子
と
の
共
振
→
一
体
化
→
疎

隔
→
共
振
…
…
を
繰
り
返
す
こ
と
で
、
二
つ
の
身
体
の
狭
間
で
顫
え
る
杳
子
の
傍
ら
に
添
お
う
と
す
る
の
だ
。
郊
外
の
旅
館
で
情

事
に
耽
っ
て
い
た
際
は
ひ
た
す
ら
に
杳
子
と
の
一
体
化
を
求
め
て
い
た
彼
だ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
共
振
→
一
体
化
→

疎
隔
の
反
復
を
受
け
い
れ
て
そ
れ
に
寄
り
添
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
海
辺
か
ら
帰
っ
た
後
、
彼
と
杳
子
は
再
び
会
わ
な
く
な
り
、
杳
子
は
風
呂
に
も
入
ら
ず
自
室
に
引
き
籠
も
る
よ
う

に
な
る
。
彼
は
何
度
か
杳
子
と
電
話
で
連
絡
を
取
り
合
っ
た
後
、
杳
子
の
自
宅
へ
と
初
め
て
赴
く
。
そ
こ
で
彼
が
目
に
す
る
杳
子

の
身
体
は
、
次
の
よ
う
な
様
相
を
見
せ
る
。

　

テ
ー
ブ
ル
か
ら
す
こ
し
遠
め
に
置
い
た
椅
子
に
杳
子
は
尻
を
あ
ず
け
る
よ
う
に
の
せ
、
腰
か
ら
上
を
ぬ
う
っ
と
前
へ
伸
ば

し
て
、
テ
ー
ブ
ル
に
肘
だ
け
で
も
た
れ
か
か
っ
て
い
た
。
い
つ
だ
か
病
気
の
頃
の
姉
に
つ
い
て
彼
女
の
語
っ
た
と
お
り
の
格

好
だ
っ
た
。
し
か
し
杳
子
の
軀
は
固
さ
に
苦
し
ん
で
い
る
様
子
も
、
重
さ
に
苦
し
ん
で
い
る
様
子
も
な
く
、
ど
こ
と
な
く
自
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足
し
た
感
じ
で
重
み
を
椅
子
と
テ
ー
ブ
ル
に
分
け
て
い
た
。

「
た
え
ず
沁
み
出
る
体
液
」
の
「
濃
密
な
に
お
い
」
に
満
ち
た
空
間
で
、
く
つ
ろ
い
で
「
自
足
」
し
た
様
子
を
見
せ
る
杳
子
は
、

「
自
分
の
病
気
に
う
ず
く
ま
り
こ
ん
で
、
自
分
の
臭
い
の
中
に
浸
り
こ
ん
で
」
い
た
か
つ
て
の
姉
と
同
じ
状
態
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
椅
子
に
腰
掛
け
テ
ー
ブ
ル
に
も
た
れ
か
か
り
、
自
ら
の
身
体
の
「
重
み
を
椅
子
と
テ
ー
ブ

ル
に
分
け
」
て
い
る
杳
子
の
姿
は
、
外
界
と
完
全
に
隔
絶
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
さ
り
と
て
〈
身
体
／
物
体
〉
の
境
界

を
失
う
ほ
ど
に
自
己
の
輪
郭
を
融
解
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
杳
子
は
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
と
肌
を
触
れ
合
わ
せ
、
自
ら
の
重

さ
を
半
ば

0

0

外
へ
は
き
出
す
こ
と
で
、
外
へ
と
拡
が
り
周
囲
の
事
物
と
感
応
し
よ
う
と
す
る
身
体
の
動
き
と
、
そ
の
反
対
に
内
へ
と

閉
ざ
し
外
界
か
ら
の
刺
激
を
遮
断
し
よ
う
と
す
る
身
体
の
動
き
の
、
そ
の
両
方
を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
内
に
閉
じ

籠
も
り
き
り
に
な
る
で
も
な
く
、
さ
り
と
て
外
へ
流
れ
出
て
い
く
の
で
も
な
い
、
そ
の
境
目
で
均
衡
を
保
っ
て
い
る
杳
子
の
身
体

の
あ
り
よ
う
は
、
先
に
見
た
顫
え
る
身
体
と
も
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
杳
子
の
姿
を
目
の
当
た
り
に
し
た
彼
は
、「
五
日
前
か
ら
杳
子
が
昔
の
姉
の
よ
う
に
風
呂
に
入
ろ
う
と
し
な
く
な
っ

た
わ
け
が
、
彼
に
は
わ
か
る
気
が
し
た
」
と
言
い
、「
お
そ
ら
く
杳
子
は
自
分
の
病
気
の
根
を
感
じ
当
て
た
の
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
何
を
や
っ
て
も
、
何
を
や
ら
れ
て
も
一
生
変
え
よ
う
の
な
い
自
分
の
あ
り
方
を
知
っ
て
、
階
下
の
姉
に
む
か
っ
て
、
自
分
を

病
人
と
し
て
病
院
に
送
り
こ
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
合
図
を
送
っ
て
い
た
の
だ
」
と
気
づ
く
。
杳
子
も
ま
た
、
病
院
行
き
を
承
諾

は
す
る
も
の
の
、
病
院
に
行
っ
て
「
健
康
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
ま
わ
り
の
人
を
安
心
さ
せ
る
」
こ
と
だ
と
述
べ
て
お
り
、

あ
く
ま
で
も
「
自
分
の
あ
り
方
」
自
体
は
変
え
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
こ
と
が
伺
え
る
。
す
な
わ
ち
、
病
院
に
行
っ
て
「
健
康
」

に
な
る
と
い
う
表
向
き
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
裏
腹
に
、
杳
子
の
身
体
は
内
へ
籠
る
動
き
と
外
へ
拡
散
す
る
動
き
の
き
わ
ど
い
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釣
合
い
か
ら
生
じ
る
微
細
な
顫
え
を
孕
ん
だ
ま
ま
な
の
だ
。
従
来
の
研
究
で
は
、
杳
子
が
病
院
行
き
を
決
意
す
る
結
末
を
、
杳
子

に
「
健
康
」
で
あ
る
こ
と
を
強
い
て
く
る
現
実
世
界
と
の
相
克
の
果
て
の
挫
折
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
る
向
き
が
多
か
っ
た

が
（
16
）、
杳
子
の
身
体
は
そ
う
し
た
彼
女
の
決
定
か
ら
逸
れ
て
い
く
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
杳
子
に
と
っ
て
「
健
康
」
と
は
常
に
姉
の
存
在
と
共
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
例

え
ば
、
彼
が
杳
子
の
自
宅
を
尋
ね
る
よ
り
前
の
場
面
、
杳
子
が
初
め
て
姉
と
の
確
執
を
語
っ
た
際
に
、
今
は
「
健
康
」
に
な
り
、

結
婚
し
て
二
児
の
母
親
に
ま
で
な
っ
た
姉
は
、
一
転
し
て
杳
子
を
病
人
扱
い
し
、
気
味
悪
が
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
ん
な
姉
に
つ
い
て
杳
子
は
「
病
気
の
中
に
う
ず
く
ま
り
こ
む
の
も
、
健
康
に
な
っ
て
病
気
の
こ
と
を
忘
れ
る
の
も
、
ど
ち
ら
も

同
じ
こ
と
よ
」
と
評
す
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
が
解
る
の
は
、
彼
が
杳
子
の
自
宅
を
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
と
杳

子
の
元
へ
ケ
ー
キ
と
紅
茶
を
運
ん
で
き
た
際
の
姉
の
動
作
に
つ
い
て
、
杳
子
は
テ
ー
ブ
ル
の
拭
き
方
か
ら
食
器
の
置
き
方
に
至
る

ま
で
、
見
も
せ
ず
に
ぴ
た
り
と
言
い
当
て
る
。
そ
れ
は
、
日
常
の
立
ち
居
振
る
舞
い
の
全
て
を
決
ま
っ
た
手
順
で
毎
日
無
意
識
に

反
復
し
て
い
る
姉
の
姿
を
杳
子
が
い
つ
も
間
近
で
見
て
い
る
た
め
で
あ
り
、
杳
子
は
次
の
よ
う
に
彼
に
訴
え
る
。

「
い
い
え
、
あ
た
し
は
あ
の
人
と
は
違
う
わ
。
あ
の
人
は
健
康
な
の
よ
。
あ
の
人
の
一
日
は
そ
ん
な
繰
返
し
ば
か
り
で
見
事

に
成
り
立
っ
て
い
る
ん
だ
わ
。
廊
下
の
歩
き
か
た
、
お
化
粧
の
し
か
た
、
掃
除
の
し
か
た
、
御
飯
の
食
べ
か
た
…
…
、
毎
日

毎
日
、
死
ぬ
ま
で
一
生
…
…
、
羞
か
し
げ
も
な
く
、
し
か
め
つ
ら
し
く
守
っ
て
…
…
。
そ
れ
が
健
康
と
い
う
も
の
な
の
よ
。

そ
れ
が
厭
で
、
あ
た
し
は
こ
こ
に
閉
じ
こ
も
っ
て
る
の
よ
。
あ
な
た
、
わ
か
る
。
わ
か
ら
な
い
ん
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
顔
し

て
…
…
」
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杳
子
の
言
葉
か
ら
は
、「
健
康
」
で
あ
る
こ
と
に
固
執
す
る
あ
ま
り
に
「
自
分
の
癖
に
す
っ
か
り
な
り
き
っ
て
し
ま
」
い
、
外

界
か
ら
の
刺
激
を
遮
断
し
自
ら
の
身
体
の
内
側
に
閉
じ
籠
も
っ
て
い
っ
た
結
果
、「
病
気
」
の
中
に
う
ず
く
ま
る
の
と
変
わ
ら
な

い
状
態
に
陥
っ
て
い
る
姉
に
対
す
る
嫌
悪
が
伺
え
る
。
そ
れ
故
に
、
杳
子
は
「
病
気
」
に
も
「
健
康
」
に
も
、
す
な
わ
ち
拡
散
と

収
縮
が
鬩
ぎ
合
う
身
体
に
も
自
閉
す
る
身
体
に
も
な
り
き
る
こ
と
を
望
ま
な
い
。
杳
子
は
「
病
気
」
と
「
健
康
」
の
狭
間
で
顫
え

る
こ
と
に
自
ら
の
生
を
見
出
し
て
い
る
の
だ
。

そ
の
よ
う
な
杳
子
を
前
に
し
て
、
彼
は
「
入
り
こ
ん
で
来
る
で
も
な
く
、
距
離
を
取
る
で
も
な
く
、
君
の
病
気
を
抱
き
し
め
る

で
も
な
く
、
君
を
病
気
か
ら
引
張
り
出
す
で
も
な
」
い
と
い
う
在
り
方
に
よ
っ
て
、
杳
子
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
。
姉
が
運

ん
で
き
た
ケ
ー
キ
を
共
に
口
に
し
な
が
ら
、
物
を
食
べ
る
と
い
う
「
鈍
重
な
反
復
」
を
堪
え
忍
ん
で
い
る
様
子
の
杳
子
に
同
情
し

つ
つ
も
、
彼
は
「
た
だ
肌
だ
け
を
触
れ
合
っ
て
、
じ
っ
と
し
て
い
る
」。
杳
子
は
テ
ー
ブ
ル
や
椅
子
と
い
っ
た
周
囲
の
事
物
と
重

さ
を
分
か
ち
合
う
こ
と
で
身
体
の
顫
動
を
感
じ
取
っ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
彼
の
身
体
も
ま
た
そ
の
た
め
の
媒
介
と
な
っ
て
い
る

の
だ
。
先
の
海
辺
の
場
面
で
共
振
→
一
体
化
→
疎
隔
の
反
復
を
受
け
い
れ
、
そ
れ
に
寄
り
添
う
よ
う
に
な
っ
た
彼
は
、
今
度
は
共

振
で
も
一
体
化
で
も
な
く
、
接
触
に
よ
っ
て
杳
子
の
身
体
の
重
さ
を
分
か
ち
合
お
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、「
二
度
と
繰
返

し
の
き
か
な
い
釣
合
い
」
を
彼
は
感
じ
取
る
の
だ
。
共
振
の
果
て
に
一
体
化
を
求
め
れ
ば
杳
子
は
身
体
の
重
さ
を
露
わ
に
し
て
拒

み
、
彼
は
疎
隔
へ
と
放
り
出
さ
れ
る
し
か
な
い
が
、
こ
こ
で
は
自
他
の
領
域
が
完
全
に
融
解
す
る
そ
の
手
前
で
、
接
触
に
よ
っ
て

杳
子
の
重
さ
を
分
か
ち
合
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
の
身
体
も
半
ば
杳
子
と
融
け
合
う
こ
と
で
、〈
内
／
外
〉
の
狭
間
で
顫
え
だ
す

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
共
振
で
も
一
体
化
で
も
な
く
、
ま
さ
に
顫
動
の
分
有

0

0

と
言
う
べ
き
事
態
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
（
17
）。
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四
、
顫
え
る
身
体
の
可
能
性

最
後
に
、
杳
子
の
顫
え
る
身
体
が
切
り
開
く
新
た
な
生
の
可
能
性
を
、
姉
の
反
復
す
る
身
体
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し

た
い
。
両
者
の
間
に
あ
る
差
異
は
、
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ク
ラ
ー
ゲ
ス
が
「
リ
ズ
ム
」
と
「
拍
子
」
を
区
別
し
た
こ
と
に
通
じ
て

い
る
。
ク
ラ
ー
ゲ
ス
は
「
リ
ズ
ム
」
と
は
類
似
の
も
の
が
回
帰
し
て
く
る
中
で
途
切
れ
な
く
推
移
し
て
い
く
あ
り
よ
う
の
こ
と
で

あ
る
と
し
て
、
同
一
物
の
機
械
的
な
反
復
に
す
ぎ
な
い
「
拍
子
」
と
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
脈
拍
、
呼

吸
、
月
経
、
覚
醒
と
睡
眠
と
い
っ
た
様
々
な
生
命
現
象
は
、
類
似
し
た
間
隔
で
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
潮
の
満
ち
引
き
の

よ
う
に
微
細
な
変
化
が
絶
え
ず
起
き
て
い
る
た
め
、
全
く
同
一
の
も
の
が
再
び
現
れ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
。
こ
う
し
た
自
己
が

自
己
を
差
異
化
す
る
こ
と
で
途
切
れ
な
く
変
化
し
続
け
て
い
く
あ
り
よ
う
こ
そ
が
「
リ
ズ
ム
」
の
本
質
で
あ
る
と
し
て
、
ク
ラ
ー

ゲ
ス
は
「
拍
子
は
反
復
し
、
リ
ズ
ム
は
更
新
す
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
18
）。
こ
う
し
た
ク
ラ
ー
ゲ
ス
の
論
を
踏
ま
え
る
と
、
傍
目

に
は
「
病
気
」
か
ら
「
健
康
」
に
回
復
し
た
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
身
に
染
み
つ
い
た
動
作
、
す
な
わ
ち
「
癖
」
を
偏
執
的
に

反
復
す
る
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
日
々
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
杳
子
の
姉
は
、
ま
さ
し
く
「
拍
子
」
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。
そ
の
よ
う
な
姉
の
反
復
す
る
身
体
が
固
執
す
る
「
健
康
」
と
は
、杳
子
に
と
っ
て
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
病
気
」

と
変
わ
り
無
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
だ
。

こ
れ
に
対
し
て
、
杳
子
の
顫
え
る
身
体
は
、
内
へ
向
か
う
動
き
と
外
へ
向
か
う
動
き
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
均
衡
を
保
っ
て
は

い
る
が
、
そ
れ
が
「
二
度
と
繰
返
し
の
き
か
な
い
釣
合
い
」
で
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
顫
動
自
体
は
常
に
変
化
し
て
い
く
契
機
を
孕

ん
で
い
る
。
と
い
う
の
は
、
杳
子
の
〈
内
／
外
〉
の
境
界
で
顫
え
る
身
体
は
、
外
へ
の
拡
散
と
内
へ
の
収
縮
が
鬩
ぎ
合
う
身
体
を

完
全
に
放
棄
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
運
動
を
取
り
込
み
つ
つ
、
そ
れ
を
更
新
＝
自
己
差
異
化
す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
た
も
の
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で
あ
る
か
ら
だ
。
同
様
に
、
杳
子
が
周
囲
の
事
物
や
彼
に
触
れ
る
こ
と
で
自
ら
の
重
さ
を
分
か
ち
合
い
、
そ
こ
か
ら
身
体
の
顫
え

を
感
じ
取
っ
て
い
る
よ
う
に
、
身
体
の
重
さ
も
ま
た
杳
子
の
顫
動
を
生
み
出
す
要
素
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
杳

子
の
顫
え
る
身
体
が
途
切
れ
な
い
推
移
の
中
で
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
絶
え
ず
更
新
さ
れ
、
ま
た
新
た
な
身
体

を
生
み
出
し
て
い
く
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
、「
帰
り
道
の
こ
と
を
考
え
は
じ
め
た
彼
の
腕
の
下
で
、
杳
子

の
軀
が
お
そ
ら
く
彼
の
軀
へ
の
嫌
悪
か
ら
、
か
す
か
な
輪
郭
だ
け
の
感
じ
に
細
っ
て
い
っ
た
」
と
い
う
結
末
の
一
文
に
お
い
て
、

杳
子
の
身
体
は
彼
と
の
関
係
さ
え
変
え
か
ね
な
い
別
の
顫
え
へ
の
移
行
を
見
せ
始
め
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
杳
子
の
顫
え
る
身
体
は
、
大
き
な
物
語
が
失
墜
し
た
代
わ
り
に
小
さ
な
物
語
が
乱
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
今
日
に
お

い
て
、
新
た
な
同
一
化
の
地
獄
に
対
す
る
一
つ
の
抵
抗
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
大
澤
真
幸
に
よ
れ
ば
、
社
会
全
体
で
共
有
さ
れ
て

い
た
規
範
や
理
念
が
空
虚
化
し
た
現
代
社
会
は
、
多
文
化
主
義
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
個
人
の
自
由
や
価
値
観
の
多
様
化
を

重
要
視
す
る
思
想
に
よ
っ
て
表
向
き
は
動
い
て
い
る
と
い
う
（
19
）。
だ
が
、
斉
藤
環
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
規
範
や
価
値
観
の
多

様
化
が
推
進
さ
れ
、
自
己
決
定
の
自
由
が
浸
透
し
た
結
果
、「
さ
ま
ざ
ま
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
も
と
、
複
数
の
異
な
っ
た
モ
ー
ド

＝
人
格
と
し
て
振
る
舞
う
能
力
が
、
日
常
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
」
よ
う
に
な
る
。
自
己
が
ど
こ
ま
で
も
断
片
化
さ
れ
て
い

く
そ
う
し
た
状
況
は
九
〇
年
代
以
降
の
世
界
的
な
多
重
人
格
（
解
離
性
同
一
性
障
害
）
の
急
増
に
も
見
て
と
れ
る
と
し
て
、
現
代

と
は
ま
さ
に
「
多
重
人
格
の
時
代
」
な
の
だ
と
斉
藤
は
述
べ
て
い
る
（
20
）。
大
澤
真
幸
も
ま
た
、「
多
重
人
格
は
、
時
代
の
病
」

で
あ
る
と
し
て
、
多
重
人
格
と
は
「
一
つ
の
身
体
を
舞
台
に
し
て
、
複
数
の
生
活
様
式

─
複
数
の
文
化

─
が
共
存
」
し
て
い

る
点
で
ま
さ
に
多
文
化
主
義
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
21
）。
だ
が
、
自
己
が
断
片
化
し
拡
散
し
て
い
く
状
況
の

一
方
で
、
国
家
も
し
く
は
宗
教
に
対
す
る
自
己
同
一
化
は
ま
す
ま
す
進
み
、
そ
れ
ら
は
排
他
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
原
理
主
義

を
生
み
出
し
て
い
る
と
も
い
う
。
大
澤
は
こ
れ
に
つ
い
て
、
一
見
す
る
と
対
極
的
な
多
文
化
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
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は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
原
理
主
義
は
、
一
方
を
極
限
ま
で
突
き
進
め
た
そ
の
時
、「
そ
の
反
対
物
へ
と
転
化
し
て
し
ま
う
」
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
多
様
化
し
た
社
会
の
中
で
自
己
が
拡
散
し
て
い
く
状
況
は
、
か
え
っ
て
そ
れ
へ
の
反
発
を
引
き
起

こ
し
、
国
家
や
宗
教
に
対
す
る
過
度
の
同
一
化
を
生
み
出
す
要
因
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
現
代
社
会
の
状
況
は
、
断
片
化
し
た
自
己
の
拡
散
と
収
縮
が
激
し
く
鬩
ぎ
合
い
、
と
も
す
れ
ば
ば
ら
ば
ら
に
崩
壊

し
か
ね
な
い
危
う
い
杳
子
の
身
体
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
だ
が
、
断
片
化
に
よ
る
多
文
化
主
義
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
原

理
主
義
を
招
く
よ
う
に
、
拡
散
と
収
縮
が
鬩
ぎ
合
う
「
病
気
」
を
見
た
目
だ
け
の
「
健
康
」
に
押
し
込
み
、
習
慣
的
な
動
作
を
偏

執
的
に
繰
り
返
す
こ
と
で
形
だ
け
の
自
己
同
一
性
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
表
面
的
な
「
病
気
」
か
ら
の
逃
避
に
し
か

な
ら
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
杳
子
は
拡
散
―
収
縮
す
る
身
体
の
振
幅
を
縮
め
、
微
細
な
顫
え
へ
と
変
換
す
る
こ
と
で
、〈
内
／
外
〉

の
境
目
で
、「
健
康
」
で
も
「
病
気
」
で
も
な
い
新
た
な
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
反
復
に
よ
る
自
己

同
一
性
を
拒
み
、絶
え
ず
自
己
差
異
化
し
続
け
る
こ
と
で
リ
ズ
ム
＝
顫
え
を
刻
む
身
体
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
杳
子
の
身
体
は
、

自
己
の
断
片
化
が
招
く
危
機
に
対
し
て
、
身
体
の
拡
散
―
収
縮
や
身
体
の
重
さ
が
も
た
ら
す
過
剰
な
自
己
同
一
化
に
お
い
て
響
き

合
う
一
方
で
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
在
り
方
を
身
体
の
リ
ズ
ム
＝
顫
え
と
し
て
示
し
て
い
る
の
だ
。
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【
注
】

（
1
）		

見
田
宗
介
『
現
代
日
本
の
感
覚
と
思
想
』（
講
談
社
、
一
九
九
五
年
四
月
）

（
2
）		
川
鍋
義
一
「
戦
後
左
派
文
学
理
論
の
展
開
─
小
田
切
秀
雄
と
吉
本
隆
明
・
一
九
六
〇
年
頃
ま
で
」（
囲
む
会
編
『
小
田
切
秀
雄
の

文
学
論
争
』
菁
柿
堂
、
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
）

（
3
）		

吉
見
俊
哉
『
ポ
ス
ト
戦
後
社
会
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
一
月
）

（
4
）		

	

注
１
と
同
じ

（
5
）		

ジ
ャ
ン
＝
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
リ
オ
タ
ー
ル
、
小
林
康
夫
訳
『
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
の
条
件
─
知
・
社
会
・
言
語
ゲ
ー
ム
』（
水
声
社
、

一
九
八
九
年
六
月
）

（
6
）		

東
浩
紀
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
―
オ
タ
ク
か
ら
見
た
日
本
社
会
』（
講
談
社
、二
〇
〇
一
年
一
一
月
）
な
い
し
大
澤
真
幸
『
戦

後
の
思
想
空
間
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
年
七
月
）
を
参
照
。

（
7
）		

石
曽
根
正
勝
「
大
学
紛
争
下
、
古
井
由
吉
の
〈
試
行
〉
―
極
私
と
公
共
性
、
二
極
の
リ
ア
ル
」（
北
田
暁
大
ほ
か
編
『
カ
ル
チ
ュ

ラ
ル
・
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス1960/70
』
せ
り
か
書
房
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
）

（
8
）		

永
島
貴
吉
「
古
井
由
吉
論
─
境
域
の
認
識
者
」（「
文
研
論
集
」
一
九
八
三
年
九
月
）

（
9
）		

前
田
愛
『
都
市
空
間
の
な
か
の
文
学
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
八
二
年
一
二
月
）

（
10
）		

『
杳
子
』
を
身
体
論
の
視
座
か
ら
読
み
解
い
た
論
に
、田
口
律
男
「
杳
子
論
─
ヨ
ウ
コ
で
は
な
い
杳
子
の
た
め
に
」（「
日
本
の
文
学
」

一
九
八
九
年
五
月
）
が
あ
る
。〈
立
っ
て
歩
く
身
体
／
う
ず
く
ま
り
横
た
わ
る
身
体
〉
と
い
う
鬩
ぎ
合
い
か
ら
杳
子
の
テ
ク
ス
ト
内

で
の
運
動
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
田
口
の
視
点
は
示
唆
に
富
む
が
、
杳
子
の
身
体
が
彼
と
の
関
係
の
中
で
い
か
に
変
化
し
て
い
く
の

か
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
他
に
は
、
後
藤
聡
子
「
装
わ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
─
古
井
由
吉
『
杳
子
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「
日

本
文
学
」
東
京
女
子
大
学
、
二
〇
〇
二
年
九
月
）、
斎
藤
環
「
内
因
性
の
文
学
」（「
文
学
界
」
二
〇
〇
四
年
五
月
）
な
ど
、
精
神
分

析
学
的
視
点
か
ら
杳
子
の
身
体
に
現
れ
る
個
々
の
症
状
を
分
析
し
た
論
も
あ
る
が
、
杳
子
の
身
体
の
変
化
を
物
語
の
最
初
か
ら
最
後

ま
で
辿
っ
た
も
の
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

（
11
）		

	

ク
ラ
ウ
デ
ィ
ア
・
ベ
ン
テ
ィ
ー
ン
、
田
邊
玲
子
訳
『
皮
膚
─
文
学
史
・
身
体
イ
メ
ー
ジ
・
境
界
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』（
法
政
大
学
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出
版
局
、
二
〇
一
四
年
五
月
）

（
12
）		

	　

河
本
英
夫
『
臨
床
す
る
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
─
体
験
的
世
界
の
変
容
と
再
生
』（
青
土
社
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
）

（
13
）		

ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
ブ
ラ
ン
ケ
ン
ブ
ル
ク
、
木
村
敏
ほ
か
訳
『
自
明
性
の
喪
失
─
分
裂
病
の
現
象
学
』（
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
八
年
七
月
）

（
14
）		

木
村
敏
『
新
編	

分
裂
病
の
現
象
学
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
二
年
一
二
月
）
木
村
の
「
あ
い
だ
」
の
哲
学
に
つ
い
て
は
『
関
係
と

し
て
の
自
己
』（
み
す
ず
書
房
、
二
〇
〇
五
年
四
月
）
も
参
照
の
こ
と
。
た
だ
し
、
本
稿
は
杳
子
を
分
裂
病
と
し
て
断
定
す
る
の
で

は
な
く
、
杳
子
の
拡
散
す
る
身
体
を
自
己
の
〈
内
／
外
〉
の
境
界
、
す
な
わ
ち
「
あ
い
だ
」
が
不
鮮
明
に
な
る
も
の
と
し
て
捉
え
た

場
合
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
を
主
眼
と
し
て
い
る
。

（
15
）		

岩
坪
一
「『
杳
子
』
論
」（「
古
井
由
吉
初
期
作
品
研
究
」
金
沢
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
、
一
九
九
四
年
四
月
）

（
16
）		

田
口
に
よ
れ
ば
、
杳
子
は
病
院
行
き
を
決
意
す
る
こ
と
で
「
日
常
生
活
へ
の
復
帰
」
を
約
束
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
み
ず
か
ら
の

生
を
、
み
ず
か
ら
の
手
で
封
じ
込
め
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
る
と
い
う
（
前
掲
論
文
よ
り
）。
他
に
も
、
栗
林
昌
子
は
「
古
井

由
吉
論
―
『
杳
子
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「
国
語
国
文
学
研
究
」
一
九
八
四
年
三
月
）
で
杳
子
の
「
他
者
の
回
復
」
と
い
う
「
期
待
と
計

画
は
こ
こ
で
破
綻
を
き
た
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
、
片
岡
豊
は
「
杳
子
の
至
福
・
杳
子
の
断
念
―
古
井
由
吉
『
杳
子
』
論
」（「
作
新

国
文
」
一
九
九
三
年
七
月
）
で
「
治
療
者
」
た
ろ
う
と
す
る
彼
と
の
間
に
「
等
質
性
」
を
も
た
ら
そ
う
と
し
た
杳
子
の
挫
折
の
結
果

が
こ
の
結
末
で
あ
る
と
し
て
、「
も
は
や
彼
ら
の
間
に
谷
底
で
の
至
福
の
時
間
は
決
し
て
訪
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て

い
る
。

（
17
）		

こ
こ
で
い
う
「
分
有
」
と
は
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
の
共
同
体
論
に
お
け
る
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
ナ
ン
シ
ー
は
『
声

の
分
割
』（
加
藤
恵
介
訳
、
松
籟
社
、
一
九
九
九
年
五
月
）
で
、「
共
同
体
を
結
合
す
る
こ
と
で
も
、
分
化
す
る
こ
と
で
も
、
引
き
受

け
る
こ
と
で
も
、
散
逸
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
そ
れ
を
分
有partage

す
る
」
こ
と
が
重
要
だ
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
ジ
ャ
ッ
ク
・

デ
リ
ダ
に
よ
れ
ば
、「
こ
の
語
は
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い
て
は
、
差
異
、
境
界
線
な
い
し
分
水
嶺
、
分
裂
、
区
切
り
と
同
時
に
、
分
与
、

つ
ま
り
人
が
そ
れ
を
通
じ
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
共
同
で
所
有
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
帰
属
と
い
う
資
格
に
お
い
て
そ
れ
を
分
け
持
つ

と
こ
ろ
の
も
の
」
を
も
意
味
す
る
と
い
う
（『
シ
ボ
レ
ー
ト
―
パ
ウ
ル
・
ツ
ェ
ラ
ン
の
た
め
に
』
飯
吉
光
夫
ほ
か
訳
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
〇
年
三
月
）。
つ
ま
り
顫
え
の
分
有
と
は
、
共
振
の
果
て
に
一
体
化
す
る
の
と
は
異
な
り
、
同
じ
顫
え
を
異
な
る
身
体
で
分

け
持
つ
こ
と
で
、〈
内
／
外
〉
の
境
目
に
共
に
立
つ
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
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（
18
）		

	

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ッ
ヒ
・
ク
ラ
ー
ゲ
ス
、
平
澤
伸
一
・
吉
増
克
實
訳
『
リ
ズ
ム
の
本
質
に
つ
い
て
』（
う
ぶ
す
な
書
院
、
二
〇
一
一
年

一
二
月
）
ま
た
、『
杳
子
』
を
ク
ラ
ー
ゲ
ス
の
リ
ズ
ム
論
か
ら
読
み
解
い
た
も
の
に
、
松
浦
雄
介
「
反
復
す
る
身
体
―
古
井
由
吉
に

お
け
る
記
憶
と
生
」（「
京
都
社
会
学
年
報
」
二
〇
〇
四
年
一
二
月
）
が
あ
る
。

（
19
）		

大
澤
真
幸
『
不
可
能
性
の
時
代
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
八
年
四
月
）
以
下
か
ら
の
大
澤
の
論
の
引
用
は
す
べ
て
本
書
に
拠
る
。

（
20
）		
斎
藤
環
「
解
離
の
時
代
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
擁
護
す
る
た
め
に
」（
上
野
千
鶴
子
編
『
脱
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
勁
草
書
房
、

二
〇
〇
五
年
一
二
月
）

（
21
）		

大
澤
は
『
生
権
力
の
思
想
─
事
件
か
ら
読
み
解
く
現
代
社
会
の
転
換
』（
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
三
年
二
月
）
で
、
こ
う
し
た
自
己

の
断
片
化
は
、
高
度
に
情
報
化
さ
れ
た
社
会
の
中
で
、
人
々
が
ク
レ
ジ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
に
残
さ
れ
た
個
人
情

報
の
断
片
の
束
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
深
く
関
係
し
て
い
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

【
付
記
】『
杳
子
』
の
引
用
は
『
古
井
由
吉
自
選
作
品
一
』（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
二
年
三
月
）
に
拠
っ
た
。
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O
scillating B

ody: A
 Study of Yoshikichi Furui’s “Y

ôko”

K
ATA

N
O

, Tom
oko

Yoshikichi Furui’s “Yôko”(1970) w
as aw

arded the A
kutagaw

a Aw
ard in 1971. This w

ork, w
ritten in the third person, is 

about a young m
an referred to as ‘him

’ and a young w
om

an called Y
ôko w

ho is m
entally troubled, and starts from

 w
hen they 

m
eet at the bottom

 of the valley in a m
ountain and follow

s their interaction for approxim
ately one year.

 In past studies, “Yôko” has been described as w
ork that pioneered the post-m

odern situation of disassem
bling self-

identity. H
ow

ever, the fact that Y
ôko’s body changes m

om
ent by m

om
ent through her relationship w

ith him
 has com

e to 
be overlooked. Therefore, in this paper, w

e focussed on the depiction of Y
ôko’s body and analyzed how

 it changes. A
lso it 

reveals that her relationship w
ith him

 also changes as Y
ôko’s body changes. 

Firstly, in the beginning of the first chapter, he suggests that Y
ôko’s body is in the conflict of diffusion and contraction, and 

that him
 and Y

ôko resonate and alienate through the body. M
oreover, the rem

aining chapters 2 to 8 are divided into 3 parts 
according to the change in Y

ôko’s body. The first is the stage w
hen Y

ôko’s body repeatedly contracts and diffuses from
 the 

2nd chapter to the 3rd chapter, and reverses sw
iftly. A

t this stage, he sees Y
ôko as sick and is trying to treat the disease. The 

second is the stage w
here Y

ôko’s body changes to a w
eighty one w

ith a sense of reality in the 4th and 5th chapters. A
t this 

stage, he abandons treating Y
ôko’s disease and starts hoping to unite w

ith Y
ôko. The third is the stage w

here Y
ôko’s body 

oscillates like a thin m
em

brane to realize life in chapters 6 to 8. 
The oscillating body of Y

ôko has the possibility of self-producing a new
 body by oscillating the boundary betw

een inside 
and out. For such Y

ôko, it is concluded that they are living together by just being in the vicinity and in contact. A
s m

entioned 
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above, in this paper, I clarified that the possibility of a com
pletely new

 life rooted in the body is draw
n in “Yôko”.

（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　

博
士
後
期
課
程
三
年
）　




