
一

日
本
的
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
の
範
型
と
し
て
の
井
筒
俊
彦

日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
に
は
、
何
か
特
有
な
様
相
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

中
東
や
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
な
ど
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
自
身
に
よ
る
イ
ス

ラ
ー
ム
理
解
と
も
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
圏
か
ら
の
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
と
も
、

ま
た
異
な
る
独
自
の
受
け
止
め
方
を
、
日
本
で
は
行
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
日
本
の
独
自
の
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
の
あ
り
方
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

日
本
思
想
の
特
有
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の
た
め
に

本
稿
で
俎
上
に
載
せ
よ
う
と
す
る
の
は
井
筒
俊
彦
の
諸
著
作
で
あ
る１

）
。

井
筒
俊
彦
（
一
九
一
四－

一
九
九
三
）
は
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解
に
強
い

影
響
を
与
え
て
き
た
。
特
に
、
知
識
層
が
知
的
な
関
心
事
項
と
し
て
イ
ス
ラ
ー

ム
に
興
味
を
示
す
際
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
井
筒
の
著
作
に
依
拠
し
て
理
解
が
な
さ

れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
井
筒
俊
彦
の
イ
ス
ラ
ー

ム
思
想
史
論
の
特
性
を
、
そ
の
由
来
と
共
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
日
本
に
お
け

る
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
認
識
の
特
性
の
主
要
な
一
面
を
特
定
し
た
い
。

井
筒
の
日
本
語
著
作
は
、
多
く
が
井
筒
俊
彦
著
作
集
（
一
九
九
一
年－

一
九

九
三
年
）
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
著
作
集
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
英
語
著
作
に

つ
い
て
言
え
ば
、
本
来
で
あ
れ
ば
井
筒
俊
彦
の
研
究
者
と
し
て
の
真
価
は
こ
れ

ら
の
英
語
著
作
に
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
井
筒
の
英
語

著
作
は
き
わ
め
て
少
部
数
の
、
簡
易
な
製
本
の
も
の
を
含
む
専
門
的
著
作
が
中

心
で
あ
り
、
入
手
が
困
難
な
も
の
も
あ
り
、
専
門
家
以
外
の
目
に
触
れ
る
こ
と

は
少
な
い
。
た
だ
し
、
少
数
で
は
あ
る
が
、
各
国
の
最
先
端
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思

想
・
宗
教
哲
学
・
神
秘
主
義
思
想
研
究
者
の
間
で
高
い
評
価
を
受
け
た
。
井
筒

は
日
本
の
人
文
研
究
者
の
中
で
、
国
際
的
に
名
を
知
ら
れ
引
用
さ
れ
る
人
物
と

し
て
、
筆
頭
の
地
位
に
あ
る
一
人
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

本
稿
の
趣
旨
は
、
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
の
特
異
な
様
相
を
特
定
す
る
た

井
筒
俊
彦
の
主
要
著
作
に
見
る
日
本
的
イ
ス
ラ
ー
ム
理
解

池

内

恵
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め
に
、
そ
こ
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
井
筒
俊
彦
の
著
作
を
検
討
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
日
本
で
広
く
流
布
し
、
多
様
な
読
者
層
を
勝
ち

得
た
イ
ス
ラ
ー
ム
教
・
思
想
史
解
説
書
に
焦
点
を
当
て
、
英
語
著
作
に
は
論
及

し
な
い
。
日
本
の
知
識
層
・
言
論
界
に
お
け
る
井
筒
俊
彦
の
影
響
は
、
お
も
に

日
本
語
著
作
に
よ
る
。
英
語
著
作
が
専
門
的
に
高
い
評
価
を
受
け
る
も
の
で
あ

る
こ
と
は
知
ら
れ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
井
筒
俊
彦
と
い
う
存
在
に
一
種
の
オ

ー
ラ
を
与
え
、
半
ば
知
的
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
人
気
を
高
め
る
こ
と
に
は

つ
な
が
っ
た
も
の
の
、
実
際
に
そ
れ
ら
の
英
語
著
作
を
繙
い
た
上
で
井
筒
を
理

解
し
た
も
の
は
、
か
な
り
限
ら
れ
て
い
る
。
日
本
の
イ
ス
ラ
ー
ム
認
識
に
井
筒

が
与
え
た
影
響
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
井
筒
の
日
本
語
著
作
に
着
目
す
る
こ
と

が
適
切
だ
ろ
う
。

二

井
筒
俊
彦
の
関
心
事

井
筒
の
諸
著
作
は
日
本
の
知
識
層
が
イ
ス
ラ
ー
ム
教
や
そ
の
思
想
史
に
目
を

向
け
る
際
に
、
ほ
と
ん
ど
全
て
の
者
が
必
ず
手
に
取
る
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
の

存
在
で
あ
る
。
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
た
『
コ
ー
ラ
ン
』
の
翻
訳
は
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
に
近
い
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー
と
し
て
毎
年
版
を
重
ね
、
独
自
の
コ
ー
ラ
ン
解
説

書
『
コ
ー
ラ
ン
を
読
む
』
は
岩
波
書
店
の
セ
ミ
ナ
ー
ブ
ッ
ク
ス
の
記
念
す
べ
き

第
一
巻
の
座
を
占
め
る
。
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
論
『
イ
ス
ラ
ー
ム
文

化
』
は
著
者
存
命
の
う
ち
に
岩
波
文
庫
に
収
め
ら
れ
る
、
稀
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ

た
。

し
か
し
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
叙
述
に
は
特
有
の
偏
り
が
あ
る
。
こ
れ
は
井
筒

の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
や
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
に
関
す
る
理
解
が
不
十
分
で
あ
っ
た
、

あ
る
い
は
偏
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
井
筒
は
自
身
の
固
有
の
関
心

に
沿
っ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
を
叙
述
し
た
。
そ
れ
は
井
筒
の
意
識
的
な
選
択

で
あ
っ
て
、
過
誤
に
よ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。

も
し
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
受
容
し
た
側
だ
ろ
う
。
井
筒
の
著
作

を
受
容
し
た
日
本
の
数
多
く
の
知
識
人
が
、
井
筒
に
よ
る
イ
ス
ラ
ー
ム
叙
述
が
、

対
象
の
あ
る
側
面
に
意
識
的
に
焦
点
を
当
て
た
も
の
で
あ
り
、
取
捨
選
択
を
へ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
往
々
に
し
て
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
る
。

井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
叙
述
は
ど
こ
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
の
か
。
こ
れ
を

み
る
に
は
、
広
く
流
布
し
た
思
想
史
概
説
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』
を
繙
く
の

が
良
い
。
四
部
か
ら
な
る
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』
の
構
成
は
次
の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

第
一
部
「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学

K
a
la
m

」

第
二
部
「
イ
ス
ラ
ー
ム
神
秘
主
義
（
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム
）

T
a
sa
w
w
u
f

」

第
三
部
「
ス
コ
ラ
哲
学
（F

a
lsa
fa
h

）

東
方
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
発

展
」

第
四
部
「
ス
コ
ラ
哲
学
（F

a
lsa
fa
h

）

西
方
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
発

展
」
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こ
こ
に
明
白
な
の
は
、
井
筒
が
取
り
上
げ
る
「
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
」
に
お
い

て
過
半
を
占
め
る
の
が
、
神
秘
主
義
と
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
で
あ
る
こ
と
だ
。
そ

の
代
り
に
、
叙
述
の
対
象
か
ら
除
外
さ
れ
る
の
は
、
宗
教
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
の

体
系
、
す
な
わ
ち
神
の
啓
示
に
よ
る
法
（
シ
ャ
リ
ー
ア
）
か
ら
規
範
を
導
き
出

す
法
学
（
フ
ィ
ク
フ
）
の
分
野
で
あ
る
。
井
筒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
法
学
に
、
著
作

集
の
第
５
巻
に
収
録
の
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』
の
全
三
二
三
頁
の
う
ち
、
わ

ず
か
五
頁
し
か
割
い
て
い
な
い
。

井
筒
が
イ
ス
ラ
ー
ム
の
最
重
要
の
性
質
が
律
法
と
規
範
の
側
面
で
あ
る
こ
と

を
、
も
ち
ろ
ん
知
ら
な
い
は
ず
が
な
い
。
法
学
が
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
つ
つ
、
そ
れ
を
思
想
史
の
中
で
は
あ
え
て
論
じ
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
井
筒
自
ら
が
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』
第
一
部
第
二
章
の

冒
頭
で
記
し
て
い
る
。「
法
学
は
イ
ス
ラ
ー
ム
学
の
中
で
も
最
も
複
雑
多
岐
な

科
目
で
あ
っ
て
到
底
僅
か
の
頁
に
そ
の
あ
ら
ま
し
を
書
く
こ
と
は
で
き
ぬ
故
、

こ
こ
に
記
述
す
る
こ
と
は
真
に
基
本
的
な
、
常
識
的
な
事
柄
に
過
ぎ
な
い２

）
」。

そ
し
て
、
神
秘
主
義
と
哲
学
に
つ
い
て
も
、
井
筒
は
神
秘
主
義
に
公
然
と
シ

ン
パ
シ
ー
を
表
明
し
、
肯
定
的
価
値
判
断
を
た
め
ら
わ
な
い
。
そ
の
顕
著
な
例

が
、『
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
』
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
イ
ブ
ン
・
ル
シ

ュ
ド
（
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
）
の
理
性
的
な
哲
学
と
、
超
越
的
存
在
の
直
接
体
験
を

中
核
と
す
る
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
の
神
秘
主
義
哲
学
の
対
立
を
描
き
、
井
筒
は

明
確
に
後
者
を
上
位
に
置
く
。

西
暦
一
一
九
八
年
の
こ
と
で
す
。
モ
ロ
ッ
コ
で
死
ん
だ
こ
の
哲
学
者
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
の
遺
骸
が
コ
ル
ド
バ
に
運
ば
れ
て
き
ま
し
た
。
当
時
の
ア
ラ
ブ

世
界
で
は
重
い
荷
物
を
運
ぶ
と
き
は
た
い
て
い
ロ
バ
を
使
い
ま
す
。
現
代

で
も
よ
く
見
る
光
景
で
す
が
、
ロ
バ
の
背
中
に
振
り
分
け
荷
物
に
し
ま
し

て
、
右
と
左
に
重
さ
の
均
衡
バランス

を
と
っ
て
運
び
ま
す
。
こ
の
場
合
に
も
片
方

の
袋
に
は
ア
ヴ
ェ
ロ
イ
ス
の
死
骸
、
反
対
側
の
袋
の
な
か
に
は
世
に
有
名

な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
形
而
上
学
』
の
厖
大
な
註
釈
を
は
じ
め
と
す
る

ア
ヴ
ェ
ロ
イ
ス
の
著
書
が
ひ
と
揃
い
全
部
入
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

左
右
の
均
衡
を
こ
の
よ
う
に
し
て
と
り
な
が
ら
ロ
バ
が
や
っ
て
き
ま
す
。

そ
れ
を
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
は
二
人
の
親
し
い
友
だ
ち
と
い
っ
し
ょ
に
眺

め
て
お
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
ま
た
運
命
的
な
匂
い
の
す
る
光
景
で
す
。
そ

れ
を
眺
め
な
が
ら
、
イ
ブ
ン
・
ア
ラ
ビ
ー
が
こ
う
申
し
ま
し
た
。「
見
る

が
い
い
、
片
方
に
は
哲
学
者
の
屍
、
も
う
一
方
に
は
彼
の
全
著
作
。
ア
ヴ

ェ
ロ
イ
ス
、
彼
は
い
っ
た
い
自
分
の
本
当
に
望
む
と
こ
ろ
を
あ
れ
で
果
す

こ
と
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
」
と３

）
。

そ
れ
で
は
神
秘
主
義
と
法
学
的
な
宗
教
解
釈
で
は
、
ど
ち
ら
を
上
位
に
置
い

て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
明
白
に
神
秘
主
義
の
方
で
あ
る
。『
イ
ス
ラ
ー

ム
文
化
』
で
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
思
想
史
の
発
展
を
、
一
方
で
は
「
法
と
倫

理
」
の
方
向
へ
、
他
方
で
は
「
内
面
へ
の
道
」
す
な
わ
ち
神
秘
主
義
の
方
向
へ
、
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分
岐
し
て
い
く
も
の
と
し
て
描
く
。
井
筒
は
法
規
範
の
側
面
と
神
秘
主
義
の
側

面
は
共
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
不
可
欠
の
要
素
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
の
、

そ
れ
は
形
骸
化
へ
の
道
で
も
あ
り
、
信
仰
の
生
命
力
を
奪
う
、
あ
る
種
の
危
機

で
す
ら
あ
る
と
位
置
づ
け
る
。

共
同
体
の
宗
教
と
な
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
法
と
い
う
形
に
固
定
さ
れ
る
に
至

っ
た
イ
ス
ラ
ー
ム
は
、
外
面
的
に
は
実
に
が
っ
し
り
し
た
文
化
構
造
体
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
り
宗
教
が
社
会
制
度
化
し
、
政
治
の
場

と
な
り
、
信
仰
の
実
存
的
な
み
ず
み
ず
し
い
生
命
力
は
失
わ
れ
て
枯
渇
し

そ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
も
、
ま
た
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
信
仰
の
危
機
で
す４

）
。

そ
し
て
、
こ
の
信
仰
の
危
機
を
克
服
す
る
た
め
に
発
展
し
て
き
た
も
の
と
し

て
、
神
秘
主
義
を
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ー
ム
は
そ
の
律
法
性
に
お
い
て
完
成
す
る
と
同
時
に
、
精
神
性
に

お
い
て
死
ん
だ
と
主
張
す
る
人
々
は
こ
の
点
を
鋭
く
突
き
ま
す
。
し
か
し

イ
ス
ラ
ー
ム
が
そ
の
精
神
性
に
お
い
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
と
判
定
す
る
の

は
、
い
さ
さ
か
乱
暴
に
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
内
部
に
は
最
初
期
か
ら
宗
教
の
こ
の
よ
う
な
形
式
化

に
真
正
面
か
ら
反
対
し
、
そ
れ
と
対
決
し
て
き
た
精
神
主
義
の
大
潮
流
が

あ
り
ま
し
て
、
現
代
も
な
お
そ
の
生
命
力
を
い
さ
さ
か
も
失
っ
て
い
な
い

か
ら
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
今
日
お
話
い
た
し
ま
し
た
律
法
主
義
を
根
柢

か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
猛
烈
な
実
存
的
内
面
主
義
の
傾

向
で
す５

）
。

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
日
本
の
読
者
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
自
然
な
、
納
得

の
い
く
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
神
の
啓
示
（
そ
れ
は
ア
ラ
ビ
ア
語
で
は

す
な
わ
ち
法
を
意
味
す
る
）
し
た
律
法
を
解
釈
し
て
い
く
営
為
を
形
骸
化
へ
の

動
き
と
し
て
否
定
的
に
と
ら
え
る
見
方
は
、
多
く
の
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
の
側
か

ら
は
一
般
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
内
面
的
な
精
神
主
義
を
「
律
法
主
義
を
根

柢
か
ら
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
」
も
の
と
し
つ
つ
、
な
お
か
つ
（
で
あ
る
か

ら
こ
そ
）
肯
定
的
な
も
の
で
あ
る
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
イ
ス
ラ
ー
ム

諸
国
の
通
常
の
信
仰
の
あ
り
方
か
ら
は
、
物
議
を
か
も
す
、
ほ
と
ん
ど
語
義
矛

盾
と
い
っ
て
い
い
論
理
展
開
で
あ
る
。
多
く
の
信
者
に
と
っ
て
は
抵
抗
感
が
感

じ
ら
れ
、
忌
避
さ
れ
る
、
か
な
り
特
殊
な
理
解
で
あ
る
。
井
筒
は
そ
の
こ
と
を

も
ち
ろ
ん
認
識
し
つ
つ
、
自
ら
の
主
観
的
な
価
値
判
断
に
従
っ
て
、
よ
り
高
次

の
思
想
形
態
と
し
て
神
秘
主
義
を
位
置
づ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
、
井
筒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
最
重
要
部
分
が
法
学
で
あ
る
と
認

め
つ
つ
、
思
想
史
叙
述
に
お
い
て
こ
の
側
面
に
ほ
と
ん
ど
触
れ
な
い
か
、
神
秘

主
義
思
想
の
潮
流
を
「
精
神
性
」
に
お
い
て
高
い
も
の
と
し
て
重
視
す
る
。
ま

た
、
神
秘
主
義
哲
学
を
合
理
主
義
哲
学
よ
り
上
位
に
置
く
。
以
上
の
構
図
に
基
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づ
く
、
主
観
的
な
価
値
判
断
を
明
確
に
し
た
イ
ス
ラ
ー
ム
叙
述
を
井
筒
は
行
っ

て
き
た
。

思
想
史
叙
述
が
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
価
値
判
断
に
沿
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と

に
つ
い
て
、
井
筒
は
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。『
イ
ス

ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
な
れ
ば
も
う
、「
東
洋
」
を
ど
う
受
け
と
め
る
か
は
、
個
人
個
人
の

意
識
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
私
が
上
に

述
べ
た
こ
と
も
、
私
自
身
の
「
東
洋
」
意
識
に
も
と
づ
い
た
、
結
局
私
だ

け
の
今
後
の
仕
事
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る

だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
は
私
に
は
ど
う
に
も
仕
様
が
な
い
こ
と
な
の
だ
。

主
体
的
、
実
存
的
な
関
わ
り
の
な
い
、
他
人
の
思
想
の
客﹅
観﹅
的﹅
な﹅
研
究
に

は
始
め
か
ら
全
然
興
味
が
な
い
の
だ
か
ら６

）
。

こ
の
よ
う
に
、
井
筒
は
ほ
と
ん
ど
開
き
直
っ
た
よ
う
な
口
調
で
、
主
観
的
な

思
想
史
叙
述
を
肯
定
し
て
い
る
。

三

井
筒
の
生
育
環
境

井
筒
の
思
想
史
叙
述
を
方
向
づ
け
た
「
主
観
」
は
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か
。
井
筒
が
「
私
自
身
の
『
東
洋
』
意
識
」
と
自
覚
す
る
、
思
想
史

叙
述
の
軸
を
自
ら
の
う
ち
に
形
成
し
発
見
し
て
い
く
過
程
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
要

素
が
介
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
一
つ
と
し
て
、
し
か
し
出
発

点
に
お
い
て
決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
と
み
ら
れ
る
要
素
と
し
て
、
井
筒
の
育

っ
た
家
庭
環
境
と
修
養
に
着
目
し
た
い
。
井
筒
は
自
ら
の
精
神
的
原
風
景
を
、

若
き
日
の
著
作
『
神
秘
哲
学
』
に
記
し
て
い
る
。

本
書
に
取
扱
っ
た
ギ
リ
シ
ア
的
観
照
主
義
の
哲
学
は
、
私
に
と
っ
て
他
の

な
に
も
の
に
も
ま
さ
る
懐
し
い
憶
い
出
の
た
ね
で
あ
る
。
元
来
、
私
は
東

洋
的
無
と
で
も
い
う
べ
き
雰
囲
気
の
き
わ
め
て
濃
厚
な
家
に
生
れ
育
っ
た
。

「
日
々
是
好
日
」

私
の
少
年
時
代
か
ら
青
年
時
代
に
か
け
て
、
家
で

は
全
て
の
時
間
が
あ
る
目
に
見
え
ぬ
絶
対
的
な
も
の
の
日
常
的
実
現
を
め

ざ
し
、
か
つ
そ
れ
を
め
ぐ
っ
て
静
か
に
流
れ
て
い
た７

）
。

こ
の
東
洋
的
精
神
主
義
に
満
ち
た
家
庭
環
境
は
、
何
よ
り
も
井
筒
の
父
の
存

在
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
こ
の
生
活
の
中
心
に
父
が
い
た
。
迂
闊
に
も
そ
の
頃
は
全
然
気
づ

か
な
か
っ
た
の
だ
が
、
今
に
し
て
思
え
ば
、
私
の
亡
父
は
非
常
に
複
雑
な

矛
盾
し
た
性
格
の
人
物
で
あ
り
、
彼
の
生
活
の
静
け
さ
は
奥
ふ
か
く
不
気

味
な
暗
黒
の
擾
乱
を
か
く
し
た
見
せ
か
け
の
静
け
さ
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。〔
中
略
〕
そ
う
い
え
ば
私
が
も
の
ご
こ
ろ
つ
い
て
か
ら
後
に
し

ば
し
ば
目
撃
し
た
彼
の
修
道
ぶ
り
は
、
生
と
死
を
か
け
た
何
か
切
羽
詰
っ
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た
も
の
を
も
っ
て
い
た８

）
。

井
筒
は
幼
時
に
父
か
ら
あ
る
修
養
を
強
い
ら
れ
る
。
井
筒
自
身
の
筆
に
よ
れ

ば
、
こ
の
修
養
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

私
は
こ
の
父
か
ら
彼
独
特
の
内
観
法
を
教
わ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
無
理
や
り
に
教
え
こ
ま
れ
た
。
彼
の
方
法
と
い
う
の
は
、
先
ず
墨
痕
淋

漓
た
る
「
心
」
の
一
字
を
書
き
与
え
、
一
定
の
時
間
を
限
っ
て
来
る
日
も

来
る
日
も
そ
れ
を
凝
視
さ
せ
、
や
が
て
機
熟
す
と
見
る
や
そ
の
紙
片
を
破

棄
し
、「
紙
上
に
書
か
れ
た
文
字
で
は
な
く
汝
の
心
中
に
書
か
れ
た
文
字

を
視
よ
、
二
十
四
時
の
間
一
瞬
も
休
み
な
く
そ
れ
を
凝
視
し
て
念
慮
の
散

乱
を
一
点
に
集
定
せ
よ
」
と
命
じ
、
さ
ら
に
時
を
経
て
、「
汝
の
心
中
に

書
か
れ
た
文
字
を
も
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
掃
蕩
し
尽
せ
。『
心
』
の
文
字

で
は
な
く
文
字
の
背
後
に
汝
自
身
の
生
け
る
『
心
』
を
見
よ
」
と
命
じ
、

な
お
一
歩
を
進
め
る
と
、「
汝
の
心
を
も
見
る
な
、
内
外
一
切
の
錯
乱
を

去
っ
て
ひ
た
す
ら
無
・
心
に
帰
没
せ
よ
。
無
に
入
っ
て
無
を
も
見
る
な
」

と
い
っ
た
具
合
で
あ
っ
た９

）
。

四

直
感
と
言
語

井
筒
の
父
の
内
観
法
が
、
一
見
し
て
禅
の
系
統
に
あ
る
、
神
秘
的
な
直
接
体

験
を
体
得
さ
せ
る
修
養
法
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な

の
は
、
そ
れ
が
言
語
や
論
理
、
そ
し
て
概
念
や
観
念
に
よ
る
介
在
を
、
究
極
的

に
斥
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
井
筒
の
父
に
と
っ
て
、

こ
の
体
得
さ
れ
る
べ
き
直
接
体
験
は
、
言
語
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
り
分
析
さ

れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
う
す
べ
き
で
も
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
幼
時
の

（
そ
し
て
成
人
に
近
い
日
々
ま
で
の
）
井
筒
俊
彦
は
、
父
の
影
響
下
に
あ
っ
て
、

言
語
を
斥
け
る
姿
勢
も
ま
た
受
け
入
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
同
時
に
、
か
か
る
内
観
の
道
上
の
進
歩
は
直
ち
に
日

常
的
生
活
の
分
野
に
内
的
自
由
と
な
っ
て
発
露
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

修
道
の
途
次
に
あ
る
間
は
も
と
よ
り
、
た
と
い
道
の
堂
奥
を
窮
め
た
後
と

い
え
ど
も
こ
れ
に
知
的
詮
索
を
加
え
る
こ
と
は
恐
る
べ
き
邪
解
で
あ
る
と

教
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
ま
た
事
実
、
当
時
我
々
父
子
の
共
通
の
話
題
を
な

し
て
い
た
碧
巌
録
、
無
門
関
、
臨
済
録
、
そ
の
他
禅
宗
祖
師
達
の
語
録
は

い
ず
れ
も
私
に
「
思
惟
す
べ
か
ら
ず
、
思
惟
す
べ
か
ら
ず
」
と
知
解
の
葛

藤
に
堕
す
る
危
険
を
戒
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
換
言

す
れ
ば
私
は
、
観
照
的
生v

ita
 
co
n
tem

p
la
tiv
a

は
登
り
道
も
下
り
道

も
と
も
に
徹
頭
徹
尾
、
純
粋
無
雑
な
実
践
道
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て

思
惟
す
る
こ
と
も
、
こ
れ
に
基
づ
い
て
思
惟
す
る
こ
と
も
絶
対
に
許
さ
れ

な
い
と
信
じ
て
い
た
。
ま
し
て
や
人
間
的
思
惟
の
典
型
的
活
動
と
も
い
う

べ
き
哲
学
や
形
而
上
学
が
観
照
的
生
の
体
験
に
も
と
づ
い
て
成
立
し
得
る

で
あ
ろ
う
と
は
夢
に
も
思
っ
て
は
い
な
か
っ
た10

）
。
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井
筒
の
父
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
修
養
を
行
っ
て
い
た
も
の
の
、
学
者
や
宗

教
家
で
は
な
く
、
経
済
人
で
あ
っ
た
。
井
筒
も
ま
た
、
内
観
法
に
よ
っ
て
精
神

の
安
定
を
得
、
財
界
人
と
し
て
父
の
あ
と
を
継
ぐ
こ
と
も
あ
り
え
た
人
生
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
井
筒
は
思
想
家
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
。
そ
の

転
機
と
な
っ
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
と
の
出
会
い
、
正
確
に
い
え
ば
、
合
理

主
義
の
展
開
と
し
て
論
じ
ら
れ
が
ち
な
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
中
に
（
中
に
さ
え
、

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
）、
神
秘
主
義
的
な
直
感
の
作
用
す
る
と
こ
ろ
を
見

出
し
た
と
き
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
幼
時
に
父
か
ら
強
い
ら
れ
て
体
得
し
た
神

秘
主
義
的
直
感
の
体
験
と
、
高
等
教
育
か
ら
受
容
し
た
、
西
洋
諸
言
語
に
よ
る

哲
学
的
思
弁
の
伝
統
の
学
知
と
が
つ
な
が
っ
た
。
井
筒
の
生
涯
に
わ
た
る
思
想

的
関
心
が
こ
こ
に
す
で
に
全
き
形
を
と
っ
て
現
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
か
も

し
れ
な
い
。

だ
が
、
後
日
、
西
欧
の
神
秘
家
達
は
私
に
こ
れ
と
ま
っ
た
く
反
対
の
事
実

を
教
え
た
。
そ
し
て
特
に
ギ
リ
シ
ア
の
哲
人
達
が
、
彼
ら
の
哲
学
の
底
に
、

彼
ら
の
哲
学
的
思
惟
の
根
源
と
し
て
、
ま
さ
し
くv

ita
 
co
n
tem

p
la
tiv
a

の
脱
自
的
体
験
を
予
想
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
と
き
、
私
の
驚
き
と
感

激
と
は
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
私
は
こ
う
し
て
私﹅
の﹅
ギ
リ
シ
ア
を

発
見
し
た11

）
。

論
理
的
・
思
弁
的
な
哲
学
的
思
惟
の
根
底
に
「
脱
自
的
体
験
」
が
あ
る
、
と

い
う
「
私
の
」
思
想
史
観
で
、
井
筒
の
『
神
秘
哲
学
』
の
全
編
は
一
貫
し
て
い

る
。
そ
し
て
井
筒
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
叙
述
は
、
そ
の
後
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想

史
へ
の
関
心
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
の
か
、
如
実
に
示
す
も

の
で
あ
る
。

五

神
秘
主
義
と
し
て
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学

『
神
秘
主
義
』
で
井
筒
が
描
く
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
の
要
点
を
以
下
に
示
し
て
お

こ
う
。
井
筒
が
神
秘
主
義
思
想
の
、
曲
折
を
抱
え
込
み
な
が
ら
も
一
貫
し
た
展

開
と
し
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
を
構
想
す
る
端
緒
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
期
断
片

集
を
読
ん
で
受
け
た
衝
撃
で
あ
っ
た
と
い
う
。

私
は
十
数
年
前
は
じ
め
て
識
っ
た
激
し
い
心
の
鼓
動
を
今
ふ
た
た
び
こ
こ

に
繰
り
返
し
つ
つ
、
こ
の
宇
宙
的
音
声
の
こ

惑わく
に
充
ち
た
恐
怖
に
つ
い
て

語
り
た
い12

）
。

井
筒
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
期
断
片
集
を
通
読
し
た
最
初
の
日
に
、「
そ
こ
に

立たち
罩こ
め
る
妖
気
の
ご
と
き
も
の
が
私
の
心
を
固
く
呪
縛
し
た
」。『
神
秘
主
義
』

と
い
う
書
の
全
体
で
、「
こ
の
妖
気
の
本
体
を
究
明
し
、
そ
の
淵
源
を
最
後
ま

で
辿
っ
て
み
た
い
」
と
い
う
。
い
さ
さ
か
大
仰
な
表
現
が
頻
出
す
る
が
、
若
き

日
の
井
筒
の
情
熱
の

り
を
紙
上
に
と
ど
め
た
快
作
で
あ
る
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
期
の
哲
人
達
の
断
片
的
言
句
に
言
い
知
れ
ぬ
霊
気
が
揺

曳
し
、
そ
こ
か
ら
巨
大
な
る
音
響
が

出
し
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

は
、
彼
ら
の
思
想
の
根
柢
に
一
種
独
特
な
体
験
の
な
ま
な
ま
し
い
生
命
が

伏
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
べ
て
の
根
源
に
一
つ
の
宇
宙
的
体
験
が

あ
っ
て
、
そ
の
体
験
の
虚
空
の
よ
う
な
形
而
上
的
源
底
か
ら
あ
ら
ゆ
る
も

の
が
生
み
出
さ
れ
て
来
る
の
で
あ
る13

）
。

ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
け
る
こ
の
「
宇
宙
的
体
験
」
が
、
自
ら
が
幼
時
か
ら
受

け
て
き
た
内
観
法
の
教
育
に
よ
る
神
秘
的
な
直
接
体
験
と
重
ね
合
わ
せ
て
理
解

さ
れ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
井
筒
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ

リ
シ
ア
哲
学
者
が
こ
の
体
験
を
言
語
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
着
目
す
る
。

「
彼
ら
の
哲
学
は
こ
の
根
源
体
験
を
ロ
ゴ
ス
的
に
把
握
し
、
ロ
ゴ
ス
化
し
よ
う

と
す
る
西
欧
精
神
史
上
最
初
の
試
み
で
あ
っ
た14

）
」。「『
は
じ
め
に
思
想
が
あ
っ

た
』
の
で
は
な
く
て
、『
は
じ
め
に
直
観
が
あ
っ
た
』
の
で
あ
る
」。
井
筒
は
こ

の
根
本
体
験
を
「
自
然
神
秘
主
義
」
と
呼
ぶ
。「
自
然
神
秘
主
義
的
体
験
と
は
、

有
限
相
対
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
体
験
で
は
な
く
て
、
無
限
絶
対
な
存
在

者
と
し
て
の
『
自
然
』
の
体
験
を
意
味
す
る
」。「
自
然
は
一
つ
の
形
容
詞
で
は

な
く
、
主
語
で
あ
り
、
絶
対
的
超
越
的
主
格
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
万
有
に
躍

動
し
つ
つ
あ
る
絶
対
生
命
を
直
ち
に
『
我
』
そ
の
も
の
の
内
的
生
命
と
し
て
自

覚
す
る
超
越
的
生
命
の
主
体
、
宇
宙
的
自
覚
の
超
越
的
主
体
と
し
て
の
自
然
を

意
味
す
る15

）
」。
自
然
神
秘
主
義
の
超
越
的
主
体
に
端
を
発
す
る
、
超
越
的
「
一

者
」
を
め
ぐ
る
絶
え
ざ
る
思
考
の
連
続
と
し
て
、
井
筒
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
を

描
い
て
い
く
。
そ
こ
で
は
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は
「
パ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
と
の
奇
し

き
合
一
で
あ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
を
見
て
、
他
を
見
な
い
者
は
真

に
プ
ラ
ト
ン
を
語
る
資
格
を
も
た
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
特
徴
と
考
え
ら
れ

る
イ
デ
ア
リ
ズ
ム
は
神
秘
主
義
的
絶
対
体
験
の
ロ
ゴ
ス
面
で
あ
り
、
彼
の
形
而

上
学
説
の
各
段
階
は
深
い
超
越
体
験
の
パ
ト
ス
的
基
体
に
裏
付
け
ら
れ
て
い

る16
）

」。ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
期
の
哲
学
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、

神
秘
主
義
的
側
面
を
発
見
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
井
筒
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
も
ま
た
、
そ
の
根
幹

に
神
秘
主
義
を
見
出
す
の
で
あ
る
。「
一
見
、
神
秘
主
義
に
は
縁
の
な
い
も
の

と
も
見
え
、
む
し
ろ
そ
れ
に
積
極
的
に
対
立
し
反
対
す
る
か
の
よ
う
に
さ
え
思

わ
れ
る
彼
の
思
想
傾
向
」
と
ひ
と
た
び
は
認
め
つ
つ
も
、
井
筒
は
「
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
影
響
は
ギ
リ
シ
ア
神
秘
主
義
は
お
ろ
か
、
西
洋
神
秘
思
想
史
全
体
に

た
い
し
て
ま
で
及
ん
で
い
る
」
と
断
定
す
る
。「
少
く
と
も
、
神
秘
哲﹅
学﹅
あ
る

い
は
神
秘
思﹅
想﹅
を
問
題
と
す
る
か
ぎ
り
、
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
抜
か
し

た
西
洋
神
秘
主
義
の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

井
筒
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
観
照
的
生
活
」
を
神
秘
主
義
的
体
験

と
し
て
と
ら
え
る
。
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現
世
に
於
け
る
人
間
生
活
の
極
致
と
し
て
のv

ita
 
co
n
tem

p
la
tiv
a

の
理

念
こ
そ
、
ま
さ
し
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
独
特
の
人
生
観
に
由
来
す
る
生
の

理
念
な
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
行
為
的
実
践
的
徳
に
た

い
し
て
、
知
性
的
叡
知
的
徳
の
絶
対
的
優
位
を
断
乎
と
し
て
揚
挙
し
た
か

の
ス
タ
ゲ
イ
ラ
の
哲
人
に
と
っ
て
は
、
神
々
の
生
に
も
ま
が
う
純
粋
観
想

の
浄
境
こ
そ
、
何
物
に
も
か
え
が
た
い
人
生
の
醍
醐
味
で
あ
り
、
地
上
的

幸
福
の
極
致
で
あ
っ
た17

）
。

井
筒
に
と
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
純
粋
観
想
」
と
は
、「
人
間
知
性
の

脱
自
的
体
験
を
意
味
す
る
」。
井
筒
は
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
第
十
巻
第
七
章
の
、

人
間
は
「
た
だ
彼
の
う
ち
に
何
か
神
的
な
も
の
が
存
在
す
る
限
り
に
於
い
て
の

み
」
観
照
的
生
を
体
験
で
き
る
、
と
い
う
一
節
に
着
目
す
る
。
こ
こ
で
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
「
肉
体
に
於
け
る
人
間
の
弱
小
に
た
い
し
て
知
性
に
於
け
る
人
間

の
尊
厳
を
顕
彰
し
揚
挙
す
る
」
と
き
に
、「
ギ
リ
シ
ア
の
生
ん
だ
こ
の
偉
大
な

常
識
人
の
一
見
索
寞
と
し
た
概
念
的
思
想
体
系
の
秘
奥
に
ひ
そ
む
怖
る
べ
き
神

秘
主
義
的
パ
ト
ス
の
深
淵
を
、
垣
間
見
る18

）
」
の
だ
と
い
う
。

こ
こ
に
い
う
知
性
あ
る
い
は
叡
知
と
は
近
代
思
想
に
い
わ
ゆ
る
「
理
性
」

の
極
限
を
突
破
し
て
さ
ら
に
彼
方
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
知
性
が
窮

ま
る
と
こ
ろ
、
か
え
っ
て
人
間
の
限
界
を
越
え
て
神
的
知
性
に
ま
で
通
じ

る
霊
性
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
精
神
そ
の
も
の
の
脱

自
的
原
理
で
あ
り
、
さ
き
に
プ
ラ
ト
ン
が
魂
に
於
け
る
ダ
イ
モ
ン
的
な
る

も
の
と
し
て
魂
の
頂
点
に
位
置
さ
せ
た
超
越
的
能
力
な
の
で
あ
る
。
故
に
、

こ
の
よ
う
な
霊
力
の
完
き
顕
現
活
動
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
と
し
て
の
叡
知

的
生
活
と
は
、
結
局
人
間
精
神
が
自
己
自
身
を
超
脱

越
す
る
脱
自
的
活

動
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
わ

ゆ
る
観
照
的
生
な
の
で
あ
る19

）
。

や
や
強
引
な
論
理
に
よ
っ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
す
ら
も
が
神
秘
主
義
的
底
流

を
蔵
し
て
い
る
と
主
張
す
る
井
筒
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
展

開
の
大
団
円
を
見
出
す
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
越
え
て
プ
ラ
ト
ン
へ

も
し
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
立

場
の
歴
史
的
意
義
を
一
言
で
表
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
お
そ

ら
く
こ
う
い
う
標
語
を
も
っ
て
す
る
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
よ
っ
て
定
立
さ
れ
た
「
思
惟
の
思
惟
」
を
超
え
、「
思
惟
の
思

惟
」
の
彼
方
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
「
一
者
」
を
措
い
た
。
し
か
し
そ
の

「
一
者
」
即
「
善
者
」
と
は
、
か
の
プ
ラ
ト
ン
的
「
善
の
イ
デ
ア
」
を
一

段
と
深
遠
な
相
に
於
い
て
捉
え
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る20

）
。

井
筒
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
終
極
と
し
て
描
く
の
は
、「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
観

照
生
活
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
霊
魂
は
「
神
を
観
る
」
の
で
も
あ
り
、「
神
に
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成
る
」
の
で
も
あ
る
と
い
う
。
井
筒
は
自
ら
の
著
作
の
結
論
部
分
に
お
い
て
、

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
著
作
か
ら
長
く
引
用
す
る
。

「
そ
こ
に
は
（
主
客
と
い
う
）
二
つ
の
も
の
は
な
く
、
見
る
者
は
見
ら
れ
る

も
の
と
完
全
に
一
に
な
っ
て
お
り
、
見
る
と
い
う
よ
り
合
一
す
る
と
い
う

方
が
正
し
い
ほ
ど
な
の
で
あ
る
か
ら
、
か﹅
の﹅
も﹅
の﹅
と
混
融
し
つ
つ
あ
っ
た

と
き
に
自
分
が
何
者
と
な
っ
て
い
た
の
か
を
記
憶
し
て
い
る
人
が
あ
れ
ば
、

彼
は
自
分
自
身
の
う
ち
に
か﹅
の﹅
も﹅
の﹅
の
影
像
を
と
ど
め
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
あ
の
と
き
に
は
、
彼
は
か﹅
の﹅
も﹅
の﹅
と
ま
っ
た
く
一
で
あ
っ
て
、
自
分

自
身
の
う
ち
に
、
自
分
に
た
い
し
て
も
ま
た
他
者
に
つ
い
て
も
、
一
切
の

差
違
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た21

）
。（
後
略
）」

こ
れ
は
「『
神
秘
主
義
的
合
一
』
に
か
ん
し
て
全
ギ
リ
シ
ア
思
想
史
が
遺
し

た
最
も
個
人
的
で
同
時
に
最
も
普
遍
的
な
、
生
々
し
い
体
験
の
記
録
で
あ
る
」

と
井
筒
は
い
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
、
井
筒
自
身
の
精
神
的
来
歴
の
「
生
々

し
い
記
録
」
と
受
け
止
め
て
も
良
い
だ
ろ
う
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
極
ま
る
形
で

の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
を
「
発
見
」
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
井
筒
は
幼
時
に
父
か

ら
授
か
っ
た
内
観
法
を
、
相
対
化
し
つ
つ
、
再
び
選
び
取
っ
た
。
父
に
よ
っ
て

禁
じ
ら
れ
て
い
た
「
言
語
」
を
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
を
介
し
て
、
再
び
導
入
し
、

直
接
体
験
を
受
け
止
め
な
お
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
同
時
に
、
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
へ
の
関
心
の
入
り
口
で
も
あ
っ
た
。

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
も
っ
て
淵
源
と
す
る
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
は
、
哲
学
と
神

秘
主
義
の
潮
流
の
双
方
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た22
）

。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
さ
ら
に
そ
の
先
を
求
め
て
井
筒
は
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史

に
分
け
入
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
過
程
で
、
不
可
欠
な
コ
ー
ラ
ン
の
理
解
や
、

合
理
主
義
哲
学
の
伝
統
も
、
も
ち
ろ
ん
井
筒
は
徹
底
的
に
咀
嚼
し
た
。
し
か
し

井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
が
、
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
流
れ
を
吸
収

し
、
神
秘
主
義
と
合
理
主
義
の
強
い
緊
張
の
下
で
、
神
秘
主
義
の
優
位
の
も
と

に
展
開
し
て
い
く
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
独
自
の
宗
教
哲
学
の
系
譜
に
も
っ
ぱ
ら

重
点
を
置
く
こ
と
は
、
井
筒
が
「
私
自
身
の
『
東
洋
』
意
識
に
も
と
づ
い
た
、

結
局
私
だ
け
の
」
思
想
史
を
構
想
し
て
い
る
以
上
、
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
井
筒
が
イ
ス
ラ
ー
ム
表
象
を
ゆ
が
め
た
、
と
い
っ
た
こ
と
を
意

味
す
る
の
で
は
な
い
。
井
筒
の
特
異
な
生
育
環
境
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
精
神
的

状
態
が
求
め
続
け
た
果
て
の
、
必
然
的
な
固
有
の
関
心
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
ろ

う
。

む
す
び
に

本
稿
で
示
し
て
き
た
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
の
特
性
は
、
そ
れ
を

熱
狂
的
に
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
違
和
感
な
く
受
け
入
れ
た
日
本
の
イ
ス
ラ
ー

ム
認
識
の
特
性
を
顕
著
に
示
す
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
井
筒
が

日
本
の
通
説
に
阿
っ
て
実
態
と
異
な
る
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
を
行
っ
た
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
稿
が
示
す
こ
と
を
試
み
た
の
は
、
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井
筒
の
精
神
形
成
過
程
に
お
け
る
関
心
事
に
端
を
発
す
る
神
秘
主
義
と
哲
学
の

関
係
の
探
求
の
延
長
線
上
に
、
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
を
良
い
と
も
悪
い
と
も
い
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
少
な
く
と
も
井
筒
の
関
心
事
か
ら
見
て
一
貫
性
の
あ
る
形
で
イ
ス
ラ
ー
ム

思
想
史
が
叙
述
さ
れ
、
そ
れ
が
西
洋
哲
学
史
や
日
本
思
想
史
の
中
の
神
秘
主
義

的
潮
流
と
の
関
連
性
や
共
通
性
、
あ
る
い
は
比
較
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
た
。
こ

の
こ
と
が
井
筒
の
思
想
史
の
功
績
と
い
え
よ
う
。

も
し
問
題
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
井
筒
を
高
く
評
価
し
、
も
っ
ぱ
ら
井
筒
の
著

作
を
通
じ
て
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
と
イ
ス
ラ
ー
ム
教
を
理
解
す
る
日
本
の
知
識

層
の
側
に
、
井
筒
の
叙
述
を
相
対
化
す
る
手
立
て
が
お
よ
そ
欠
け
て
い
た
こ
と

だ
ろ
う
。
井
筒
の
特
有
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
が
、
特
定
の
側
面
に
も
っ

ぱ
ら
目
を
向
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
な
る
井
筒
自
身
の
固
有
な
関
心

に
基
づ
い
て
い
た
か
、
認
識
し
た
上
で
の
井
筒
の
受
容
、
イ
ス
ラ
ー
ム
の
受
容

で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

井
筒
が
関
心
を
払
わ
な
か
っ
た
部
分
の
存
在
を
、
あ
た
か
も
存
在
し
な
い
か

の
よ
う
に
忘
れ
さ
せ
る
ほ
ど
に
、
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
は
力
強
い
。

そ
れ
は
一
面
で
は
井
筒
の
幼
少
・
精
神
形
成
期
に
受
け
た
教
育
か
ら
、
青
年
期

か
ら
生
涯
を
か
け
て
追
求
し
た
比
較
宗
教
思
想
史
へ
と
つ
な
が
る
思
想
的
な
一

貫
性
が
き
わ
め
て
真
摯
で
あ
り
緻
密
で
あ
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
も
う
一
方
で
、
結
果
的
に
井
筒
の
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
が
、
日
本
に

お
け
る
、
特
に
近
代
の
知
識
層
が
抱
い
て
い
る
一
般
的
な
宗
教
観
・
思
想
観
に
、

心
地
よ
く
合
致
す
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
井
筒
の
イ
ス

ラ
ー
ム
思
想
史
叙
述
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
文
明
の
思
想
的
遺
産
に
関
す
る
、
あ
る

一
面
か
ら
の
き
わ
め
て
重
要
な
貢
献
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
日
本
近
代

の
宗
教
観
・
思
想
観
を
如
実
に
示
す
事
例
と
し
て
み
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

注１
）

本
稿
は
二
〇
〇
六
年
一
一
月
五
・
六
日
に
エ
ジ
プ
ト
・
カ
イ
ロ
大
学
文
学

部
と
共
催
で
行
わ
れ
た
日
文
研
海
外
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ムC

a
iro
 
C
o
n
feren

ce o
n

 
Ja
p
a
n
ese S

tu
d
ies

で
行
っ
た
報
告
に
増
補
し
、
議
論
を
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
る
。

２
）
「
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
」『
井
筒
俊
彦
著
作
集

５

イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
』

中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
二
七
頁
。

３
）
「
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
」
同
、
三
六
〇
頁
。

４
）
「
イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
」『
井
筒
俊
彦
著
作
集

２

イ
ス
ラ
ー
ム
文
化
』
中

央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
、
三
〇
八
頁
。

５
）

同
、
同
頁
。

６
）
「
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
」『
井
筒
俊
彦
著
作
集

５

イ
ス
ラ
ー
ム
哲

学
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
三
三
六
頁
。

７
）
『
井
筒
俊
彦
著
作
集

１

神
秘
哲
学
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
、

一
九
八
頁
。

８
）

同
、
同
頁
。
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９
）

同
、
一
九
八－

一
九
九
頁
。

10
）

同
、
一
九
九
頁
。

11
）

同
、
同
頁
。

12
）

同
、
二
一
頁
。

13
）

同
、
二
二
頁
。

14
）

同
、
同
頁
。

15
）

同
、
二
二
頁
。

16
）

同
、
二
三
一
頁
。

17
）

同
、
三
二
一
頁
。

18
）

同
、
三
二
二
頁
。

19
）

同
、
三
二
二
｜
三
二
三
頁
。

20
）

同
、
三
七
八
頁
。

21
）

同
、
四
六
六
頁
。

22
）
「
イ
ス
ラ
ー
ム
哲
学
の
原
像
」『
井
筒
俊
彦
著
作
集

５

イ
ス
ラ
ー
ム
哲

学
』
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
、
三
五
四－

三
五
五
頁
。
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