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序
章

人
間
は
、
人
間
や
事
物
、
出
来
事
な
ど
と
出
会
い
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
う
し

た
交
わ
り
は
時
に
「
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
」
と
い
う
言
葉
の
よ
う
に
、
見
え
る
世
界

を
変
え
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
は
何
か
と
出
会
い
な
が
ら
生
き
、
ま
た
、
出
会
い
に

よ
っ
て
自
分
で
も
思
い
が
け
な
か
っ
た
、
し
か
し
自
分
で
し
か
あ
り
え
な
い
自
分
に

成
っ
て
い
く
。
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
「
出
会
い
」
は
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
人
間
と
人
間
、
事
物
、
出
来
事
な
ど
と
の
か
か
わ
り
方

が
複
雑
化
し
て
い
る
。情
報
通
信
技
術①（
以
下
、IC

T

：Inform
ation and C

om
m

unication 

Technology

②
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
な
ど
に
よ
り
、こ
れ
ま

で
の
時
間
、
空
間
、
身
体
的
条
件
を
越
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
が
出
現

し
て
い
る
。
二
〇
二
〇
年
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
感
染
症
名
：C

O
V

ID
-

19, 

ウ
イ
ル
ス
名
：S

A
R

S
-C

oV
-2

③
）
拡
大
の
混
乱
の
な
か
で
は
、
感
染
拡
大
防
止
の
観

点
か
ら
「
社
会
的
距
離④
」
を
取
る
こ
と
や
「
密
閉
、
密
集
、
密
接⑤
」
を
避
け
る
こ
と

な
ど
身
体
と
身
体
と
の
距
離
を
取
る
試
み
が
な
さ
れ
た
り
、「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
型
授

業
」、「
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
」、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
な
どIC

T

を
活
用
し
て
身
体
と
身
体

と
を
隔
絶
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
模
索
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。

日
常
の
経
験
に
お
け
る
身
体
性
が
変
化
し
つ
つ
あ
る
現
代
社
会
に
お
い
て
、「
出
会

い
」
は
い
か
に
体
験
さ
れ
う
る
の
か
、
ま
た
、
人
間
の
生
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
も
つ
の
か
。
本
稿
で
は
、「
出
会
い
」
の
身
体
性
の
問
題
を
軸
と
し
て
、
現
代
社

会
に
お
け
る
「
出
会
い
」
の
今
日
的
な
意
味
を
考
察
す
る
。

第
一
章　
「
出
会
い
」
と
現
代
社
会

第
一
節　
「
出
会
い
」
を
め
ぐ
る
議
論

「
出
会
い
」
は
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
重
要
な
出
来
事
と
し
て
、
哲
学
や
人
間
学
、

教
育
学
な
ど
で
議
論
さ
れ
て
き
た
。「
出
会
い
」
を
め
ぐ
る
議
論
は
、人
間
の
自
己
理

解
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
な
問
い
を
投
げ
か
け
る
。
人
間
は
他
者
や
世
界
と
の
ど
の

よ
う
な
か
か
わ
り
に
生
き
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
そ
の
か
か
わ
り
は
人
間
に
何
を
も

た
ら
す
の
か
。

「
出
会
い
」
の
概
念
の
出
現
は
、
Ｍ
・
ブ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
ブ
ー

バ
ー
（1923

）
は
著
書
『〈
我
〉
と
〈
汝
〉』
の
中
で
こ
の
概
念
を
表
し
た⑥
。
か
れ
は

「
出
会
い
」
の
概
念
を
通
し
て
、
人
間
の
生
に
お
け
る
実
存
的
な
他
者
性
を
見
出
す
。

ブ
ー
バ
ー
は
、世
界
に
向
か
う
人
間
の
態
度
を
次
の
二
つ
と
す
る
。
一
つ
は「〈
我
〉

と
〈
汝
〉」、も
う
一
つ
は
「〈
我
〉
と
〈
そ
れ
〉」
で
あ
る
。「〈
我
〉
と
〈
汝
〉」
に
お

い
て
、〈
我
〉
と
〈
汝
〉
と
は
実
存
を
も
っ
て
向
か
い
合
っ
て
い
る
。
一
方
で
「〈
我
〉

と
〈
そ
れ
〉」
に
お
い
て
は
、
相
手
を
対
象
化
し
て
い
る
と
い
う
。
か
れ
に
よ
る
と
、

「〈
我
〉
と
〈
汝
〉」
の
関
係
の
な
か
で
〈
我
〉
が
〈
汝
〉
と
出
会
う
と
い
い
、そ
う
し

た
「
出
会
い⑦
」
が
生
に
欠
か
せ
な
い
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

現
代
社
会
に
お
け
る
「
出
会
い
」
の
身
体
性
に
関
す
る
教
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こ
の
よ
う
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
他
者
や
世
界
と
の
か
か
わ
り
方
に
は
、
相
手
を
対
象

化
す
る
よ
う
な
仕
方
と
、
お
互
い
の
実
存
を
も
っ
て
出
会
う
仕
方
が
あ
る
こ
と
を
示

し
た
。「
出
会
い
」
は
「〈
我
〉
と
〈
汝
〉」
の
よ
う
な
実
存
同
士
の
関
係
の
な
か
に
起

き
る
も
の
と
い
え
る
。

Ｏ
・
Ｆ
・
ボ
ル
ノ
ー
は
「
出
会
い
」
の
概
念
を
教
育
の
相
の
も
と
で
問
い
直
す
。
か

れ
は
教
育
に
お
け
る
従
来
の
人
間
観
が
、
発
達
の
形
式
と
し
て
の
連
続
性
を
前
提
と

し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
起
き
る
個
々

の
事
象
を
、
そ
の
人
間
の
生
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
見
出
す
。
そ
こ
に

は
、
予
期
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
し
か
し
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
が
変
わ
る
よ
う
な

事
象
が
あ
る
。「
出
会
い
」
は
そ
う
し
た
事
象
と
し
て
、そ
の
人
間
の
自
己
形
成
と
し

て
の
意
味
を
も
つ
と
い
う⑧
。
か
れ
は
「
出
会
い
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

出
会
い
は
、
強
力
な
形
で
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
連
続
の
経
過
を
と
つ
ぜ
ん
（
マ

マ
）
に
中
断
し
、
生
活
に
新
し
い
方
向
を
与
え
る
よ
う
な
、「
非
連
続
な
形
」
の

一
つ
で
あ
る
。⑨

「
出
会
い
」
は
予
期
せ
ず
訪
れ
、そ
の
人
間
の
生
き
方
を
突
然
変
え
る
よ
う
な
出
来

事
で
あ
る
と
い
え
る
。
か
れ
は
「
出
会
い
」
の
概
念
を
通
し
て
、人
間
の
成
長
に
は
、

他
者
と
の
か
か
わ
り
に
よ
る
予
期
せ
ぬ
偶
然
的
な
要
素
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
い

え
る
。

「
出
会
い
」
の
概
念
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

1　
「
出
会
い
」
は
「〈
我
〉
と
〈
汝
〉」
の
よ
う
な
実
存
同
士
の
関
係
に
起
き
る
。

2　

そ
う
し
た
「
出
会
い
」
は
予
期
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

3　
「
出
会
い
」
を
通
し
て
人
生
が
根
本
か
ら
変
わ
る
こ
と
が
あ
る
。

以
下
、「
出
会
い
」
に
お
け
る
〈
汝
〉
に
あ
た
る
も
の
を
「
あ
な
た
」
と
表
記
す

る
。
そ
の
対
に
な
る
〈
我
〉
を
「
わ
た
し
」
と
表
記
す
る
。
本
稿
で
は
、「
出
会
い
」

に
お
け
る
「
あ
な
た
」
は
人
間
に
限
ら
な
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
。

第
二
節　

現
代
社
会
に
お
け
る
か
か
わ
り
の
状
況

近
年
、IC

T

に
代
表
さ
れ
る
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
展
な
ど
に
よ
り
、
人
間
と
人
間
、

事
物
、
出
来
事
な
ど
と
の
か
か
わ
り
方
が
複
雑
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
例
え
ば
日
本
で

二
〇
〇
七
年
頃
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
普
及
し
は
じ
め
、
日
本
の
世
帯
保
有
率
は

二
〇
一
三
年
に
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
、
個
人
保
有
率
は
二
〇
一
五
年
に
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
い
る⑩
。
こ
う
し
た
デ
ジ
タ
ル
端
末
の
個
人
へ
の
普
及
は
、
ビ

デ
オ
通
話
や
メ
ー
ル
、S

N
S

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス⑪
）
な
ど

を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
日
常
の
生
活
に
身
近
な
も
の
と
し
て
い
る
。

IC
T

に
必
要
な
環
境
の
整
備
も
進
み
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
や
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
な

ど
社
会
生
活
に
お
け
るIC

T

活
用
も
広
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、
人
間
の
か
か
わ
り
方
に
お
い
て
何
を
表
す
の
か
。
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
混
乱
に
よ
るIC

T

活
用
の
加
速
は
、
こ
の
問
い
に
対
す
る

ひ
と
つ
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
特
徴
の
ひ
と
つ
に
、
感
染
し
て
い
て
も
無
症
状
の
場
合

が
あ
り
、
気
づ
か
な
い
う
ち
に
他
人
に
感
染
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
の
た
め
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
と
し
て
、「
人
と
人
と
の
距
離
」
を
保
つ
こ

と
が
掲
げ
ら
れ
た
。
こ
こ
で
い
う
「
人
と
人
と
の
距
離
」
と
は
、「
身
体
と
身
体
と
の

距
離
」
に
他
な
ら
な
い
。
人
間
は
身
体
と
身
体
と
の
距
離
を
取
り
な
が
ら
、
か
か
わ

り
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
見
方
に
お
い
て
は
、「
社
会
的
距
離
」
を
取
る
こ
と
や
「
密
集
、
密
接
、
密

閉
」
を
避
け
る
こ
と
は
、
身
体
と
身
体
と
の
間
に
一
定
の
距
離
を
保
つ
試
み
と
い
え

る
。
一
方
で
「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
や
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
な
ど
のIC

T

の
活
用
は
、

身
体
と
身
体
を
隔
絶
す
る
試
み
と
い
え
よ
う
。つ
ま
り
、IC

T

な
ど
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

が
普
及
し
た
現
代
社
会
を
前
提
と
し
て
、
人
間
と
人
間
、
事
物
、
出
来
事
な
ど
と
の
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か
か
わ
り
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、〈
身
体
性
〉
が
そ
の
議
論
を
拓
く

と
な

る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
パ
ソ
コ
ン
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど

のIC
T

関
連
機
器
を
媒
体
と
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
回
線
を
介
し
て
行
う
か
か
わ

り
方
は
、
対
面
や
直
接
的
な
か
か
わ
り
方
で
前
提
と
し
て
い
た
時
間
的
、
空
間
的
、

身
体
的
条
件
を
越
え
た
形
態
な
の
で
あ
る
。

第
三
節　

な
ぜ
「
出
会
い
」
の
身
体
性
が
問
わ
れ
る
の
か

人
間
や
事
物
、
出
来
事
な
ど
と
の
か
か
わ
り
方
の
変
化
に
伴
っ
て
、
身
体
を
通
し

た
日
常
の
経
験
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
と
人
間
や
事

物
、
出
来
事
な
ど
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
態
の
変
化
の
み
を
指
す
の
で
は

な
い
。

た
と
え
ば
、IC

T

の
一
切
な
い
時
代
社
会
に
生
ま
れ
、
生
き
る
人
間
と
、
生
ま
れ

た
時
か
らIC

T

が
そ
の
生
活
に
身
近
な
時
代
社
会
に
生
ま
れ
、生
き
る
人
間
と
で
は
、

人
間
の
成
長
の
し
か
た
を
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

片
山
洋
之
介
は
、
身
体
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
意
味
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

人
間
は
内
な
る
人
間
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
外
的
な
世
界

―
他
者
と
と
も
に
あ
る
共
同
世
界
に
支
え
ら
れ
、
こ
れ
に
は
た
ら
き
か
け
る

こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。
身
体
的
主
体
は
、
独
自
な
意
味
の
統
一
体
で
あ

り
つ
つ
、そ
の
意
味
を
外
界
へ
投
げ
か
け
る
行
動
の
中
で
逆
に
意
味
づ
け
ら
れ
、

こ
の
交
流
の
中
で
他
者
と
共
有
す
る
意
味
の
場
を
作
り
上
げ
て
い
く
。⑫

片
山
に
よ
る
と
、
人
間
は
他
者
や
世
界
と
の
か
か
わ
り
に
生
き
、
そ
う
し
た
か
か

わ
り
は
ま
た
人
間
を
規
定
す
る
と
い
う
。
身
体
は
日
常
の
経
験
の
主
体
と
し
て
捉
え

ら
れ
る
。

現
代
社
会
に
お
い
て
、IC

T

が
個
人
の
生
活
や
社
会
生
活
に
身
近
な
も
の
と
な
っ

て
い
る
状
況
は
、
日
常
の
身
体
の
経
験
が
変
わ
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。
現

代
社
会
の
状
況
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
の
人
間
の
自
己
理
解
の
枠
を
越
え
た
状
況
に

あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。IC

T

の
よ
う
な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
日
常
の
経
験
に

進
出
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
社
会

や
人
間
に
な
っ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
を
通
し
た
日
常
の
経
験
の

変
容
は
、
人
間
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
も
変
容
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
。

で
は
、「
人
間
は
他
者
や
世
界
と
の
ど
の
よ
う
な
か
か
わ
り
に
生
き
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
そ
の
か
か
わ
り
は
人
間
に
何
を
も
た
ら
す
の
か
」
に
つ
い
て
、
再
び
問
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
問
い
な
し
に
は
、
現
代
や
こ
れ
か
ら
の
時
代

の
教
育
に
必
要
な
人
間
観
を
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
議
論
を

拓
く
た
め
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
「
出
会
い
」
の
身
体
性
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
を
考
察
し
た
い
の
で
あ
る
。

第
四
節　

教
育
人
間
学
的
方
法

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
稿
で
は
現
代
社
会
に
お
け
る
「
出
会
い
」
に
つ
い

て
、
身
体
性
を
軸
に
考
察
す
る
。
こ
の
問
題
の
提
起
か
ら
考
察
ま
で
、
教
育
人
間
学

の
方
法
を
と
る
。

今
日
に
至
る
ま
で
、
教
育
人
間
学
に
は
様
々
な
構
想
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は1970

年
代
ま
で
の
教
育
人
間
学
を
ゲ
ル
ナ
ー
（1974

）
に
な
ら
い
二
つ
に
分
類
し
、近
年
の

代
表
的
な
構
想
と
合
わ
せ
て
三
つ
に
大
別
す
る
。
一
つ
目
は
、
世
界
と
対
応
す
る
人

間
と
い
う
、
全
体
と
し
て
の
人
間
の
本
質
を
哲
学
的
に
洞
察
し
、
個
々
の
教
育
現
象

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る⑬
。
先
に
例
を
挙
げ
た
ボ
ル
ノ
ー
は
こ
こ
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
二
つ
目
は
、
教
育
に
関
係
の
あ
る
個
別
諸
科
学
の
成
果
を
教
育
科
学

的
な
問
題
と
し
て
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る⑭
。
三
つ
目
は
、
従
来
の
教
育
人

間
学
の
批
判
的
考
察
か
ら
生
ま
れ
た
「
歴
史
的
教
育
人
間
学⑮
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
鳶

野
（2016

）
に
よ
る
と
、「
教
育
に
関
す
る
人
間
学
的
言
説
を
、
特
定
の
時
代
や
文
化
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的
背
景
を
も
つ
も
の
と
し
て
歴
史
的
観
点
か
ら
と
ら
え
な
お
す⑯
」
立
場
と
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
構
想
か
ら
教
育
人
間
学
の
性
格
を
見
出
し
、
本
稿
で
は
次
の
三
つ
を
教

育
人
間
学
的
方
法
と
し
て
捉
え
る
。

1　

  

人
間
を
、
す
で
に
多
様
な
経
験
を
し
つ
つ
、
他
者
や
世
界
と
の
か
か
わ
り
か
ら

自
ら
を
形
成
す
る
、
歴
史
的
で
主
体
的
な
人
間
と
し
て
捉
え
る
。

2　

人
間
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
見
を
教
育
の
も
と
に
取
り
入
れ
て
考
察
す
る
。

3　

現
代
や
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
社
会
を
見
据
え
た
人
間
の
自
己
理
解
を
問
う
。

第
二
章　
「
出
会
い
」
の
身
体
性

第
一
節　
「
出
会
い
」
の
驚
き

「
出
会
い
」
に
は
ど
の
よ
う
な
感
情
が
伴
う
で
あ
ろ
う
か
。
様
々
な
教
師
の
「
出
会

い
」
の
実
体
験
を
記
録
し
た
一
冊
の
本
の
中
で
、中
村
誠
延
（2002

）
は
自
身
の
体
験

を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

私
は
そ
こ
で
一
人
の
老
先
生
に
出
会
っ
た
。（
中
略
）
以
来
ず
っ
と
私
の
心
の
片

隅
に
、
あ
の
老
先
生
は
一
体
誰
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
思
い
が
、
残
り
続
け
て

い
た
。
そ
れ
か
ら
四
十
年
近
く
の
後
の
或
る
日
、
そ
の
老
先
生
が
、
芦
田
恵
之

助
先
生
（
マ
マ
）
で
あ
っ
た
と
知
っ
た
時
、
私
は
驚
き
と
興
奮
で
身
体
が
震
え

る
の
を
覚
え
た
。⑰

「
出
会
い
」
の
瞬
間
、
身
体
が
震
え
た
り
、
鳥
肌
が
立
っ
た
り
、
息
を
呑
ん
だ
り
す

る
こ
と
が
あ
る
。
か
れ
は
「
驚
き
と
興
奮
」
を
味
わ
っ
た
と
い
う
。「
出
会
い
」
の
衝

撃
を
身
体
全
体
で
感
じ
、
ま
た
そ
の
衝
撃
が
身
体
に
表
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
驚
き
と
興
奮
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
九
鬼
周
造
（1935

）
は
、偶
然
性
に
当

た
る
感
情
が
驚
異
の
情
緒
で
あ
る
と
す
る⑱
。
偶
然
性
を
も
っ
て
ひ
と
つ
の
現
実
が
現

れ
た
と
き
、そ
れ
ま
で
広
が
っ
て
い
た
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
は
可
能
性
で
は
な
く
な
る
。

同
時
に
、
そ
の
現
実
は
予
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
例

で
い
え
ば
、「
出
会
い
」
が
訪
れ
た
た
瞬
間
、「
誰
か
わ
か
ら
な
い
老
先
生
」
を
「
誰

か
わ
か
ら
な
い
老
先
生
」
と
思
い
続
け
る
可
能
性
は
な
く
な
っ
た
。
ま
た
、
四
十
年

後
に
「
芦
田
恵
之
介
先
生
」
と
し
て
出
会
う
こ
と
も
、
そ
も
そ
も
「
老
先
生
」
に
出

会
う
こ
と
も
、予
定
や
計
画
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。「
出
会
い
」
が
起
き
る

瞬
間
、
そ
の
現
実
は
偶
然
性
を
も
っ
て
訪
れ
る
と
い
え
る
。

九
鬼
は
ま
た
、偶
然
性
が
驚
異
を
も
た
ら
す
こ
と
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

偶
然
性
が
驚
異
と
い
ふ
興
奮
的
感
情
を
そ
そ
る
の
は
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
に

「
眼
前
に
」
投
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。⑲

「
出
会
い
」
の
瞬
間
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「〈
我
〉
と
〈
そ
れ
〉」
で
あ
っ
た

諸
々
の
関
係
が
突
然
、ひ
と
つ
の
「〈
我
〉
と
〈
汝
〉」
の
関
係
と
な
る
。「
あ
の
老
先

生
」
は
た
ち
ま
ち
、「
芦
田
恵
之
介
先
生
」
と
い
う
一
人
の
人
間
の
実
存
と
し
て
、「
あ

な
た
」
と
し
て
か
れ
の
前
に
現
れ
た
の
で
あ
る
。「
あ
な
た
」
に
向
き
合
っ
て
い
る

「
わ
た
し
」
は
、「
あ
の
老
先
生
は
一
体
誰
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
思
っ
て
い
た
私
で
は

な
い
。
ボ
ル
ノ
ー
の
い
う
よ
う
に
、「
強
力
な
形
で
そ
れ
ま
で
の
生
活
の
連
続
の
経
過

を
と
つ
ぜ
ん
に
中
断⑳
」
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

演
出
家
の
竹
内
敏
晴
（2009

）
は
「
出
会
い
」
の
考
察
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ

る
。

人
が
今
ま
で
の
自
分
の
枠
か
ら
外
へ
踏
み
出
す
。
そ
の
と
き
裸
で
あ
る
。
こ
の

と
き
自
我
は
、
プ
ラ
ス
で
も
な
い
し
マ
イ
ナ
ス
で
も
な
い
。
ゼ
ロ
地
点
に
立
っ

て
い
る
。㉑
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九
鬼
が
「
問
題
が
未
解
決
の
ま
ま
に
『
眼
前
に
』
投
出
さ
れ
る
」
と
い
う
の
は
、

「
出
会
い
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
そ
の
「
出
会
い
」
の
現
実
、「
あ
な
た
と
わ
た
し
」

の
関
係
に
突
然
放
り
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
。
そ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
の

生
は
通
用
し
な
い
。
竹
内
の
い
う
よ
う
に
ま
さ
に
「
裸
」
で
あ
り
、
ど
こ
に
踏
み
出

す
の
か
、
ど
の
よ
う
に
踏
み
出
す
の
か
、
つ
ま
り
「
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
に
生
き
る

か
」
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。「
出
会
い
」
の
瞬
間
は
、偶
然
性
の
き
び
し
さ
を

も
っ
て
驚
き
と
い
う
感
情
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

第
二
節　
「
出
会
い
」
を
味
わ
う

「
出
会
い
」
の
瞬
間
は
驚
き
の
感
情
を
伴
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
で
は
そ
の
時
、実

存
と
し
て
の
「
わ
た
し
」
と
「
あ
な
た
」
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。重

松
鷹
泰
（1988

）
は
、
広
い
意
味
で
の
「
味
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

そ
れ
は
、「
も
の
ご
と
」
の
本
来
的
な
、
す
な
わ
ち
個
性
的
な
「
呼
び
か
け
」
で

あ
り
、
そ
の
「
呼
び
か
け
」
に
対
す
る
、
わ
た
し
た
ち
自
身
の
「
対
応
」
な
の

で
あ
る
。㉒

こ
れ
は
、「
出
会
い
」
に
お
け
る
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
関
係
を
よ
く
表
す

文
章
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
。

「
出
会
い
」
の
瞬
間
、「
あ
な
た
」
が
現
れ
、「
わ
た
し
」
が
向
か
い
合
う
。
こ
の
と

き
「
出
会
い
」
の
偶
然
性
が
驚
き
の
感
情
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
興
奮
の

な
か
で
、「
こ
の
出
会
い
」
と
し
て
味
わ
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

も
の
は
、「
あ
な
た
」
の
味0

で
あ

り
「
わ
た
し
」
の
味0

で
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
み
る
。

「
そ
の
出
会
い
」
は
ひ
と
つ
の
現
実
で
あ
る
。
出
会
わ
れ
る
「
あ
な
た
」
は
、他
の

乙
や
丙
で
も
よ
い
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
唯
一
無
二
の
存
在
で
あ
る
。
重

松
が
「
個
性
的
な
『
呼
び
か
け
』」
と
い
う
よ
う
に
、「
あ
な
た
」
と
い
う
実
存
と
し

て
の
味
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
で
「
わ
た
し
」
は
、「
あ
な
た
」
に
向
か
い
合
う
実
存

と
し
て
の
「
わ
た
し
」
で
あ
る
。
相
手
を
対
象
化
し
て
見
て
い
る
と
き
や
、他
の
「
出

会
い
」
の
と
き
と
は
異
な
る
、
そ
の
「
あ
な
た
」
に
対
す
る
「
わ
た
し
」
と
し
て
あ

る
。「
出
会
い
」
と
は
「
あ
な
た
」
と
い
う
味
を
「
わ
た
し
」
に
よ
っ
て
味
わ
う
よ
う

な
こ
と
で
あ
り
、「
出
会
い
」
に
お
け
る
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
は
、
重
松
が
示

し
た
「
味
」
の
概
念
の
よ
う
に
、直
接
的
で
相
互
的
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
あ
の
『
出
会
い
』
が
人
生
を
変
え
た
」
と
い
う
き
、そ
の
「
出
会
い
」
が
人
生
に

と
っ
て
も
つ
意
味

0

0

を
実
感
し
て
い
る
こ
と
が
表
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
出
会
い
」
に

解
釈
を
与
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
意
味
を
も
っ
た
体
験
と
し
て
経
験
し
て
い
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。

詩
人
の
相
田
み
つ
を
は
二
人
の
「
出
会
い
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
あ
の
時
、
あ
の
場
所
で
、
あ
な
た
に
出
逢
っ
て
い
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
私
達
二

人
の
、
い
ま
の
生
活
は
な
か
っ
た
の
だ
な
あ
…
…
」

と
、
出
逢
い
の
尊
さ
、
重
大
さ
、
そ
し
て
、
不
思
議
さ
、
と
い
う
も
の
を
二
人

で
静
か
に
、
し
か
も
感
動
深
く
か
み
し
め
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。㉓

「
出
会
い
」
は
、わ
た
し
一
人
に
よ
っ
て
起
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、「
そ

の
出
会
い
」
に
は
つ
ね
に
、「
他
で
も
な
い
あ
な
た
」
の
存
在
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
こ
の
時
、
こ
の
場
所
で
、
こ
の
人
に
出
会
い
、
こ
の
よ
う
な
人
生
に
な
る
の
だ
」
と

い
う
計
画
は
成
立
し
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
そ
の
出
会
い
」
が
現
れ
た
ら
「
あ

の
時
、
あ
の
場
所
で
、
あ
な
た
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。「
そ
の
出
会
い
」
に

お
け
る
「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
の
味
わ
い
に
よ
っ
て
、
生
活
は
形
作
ら
れ
て
い

く
。
相
田
の
い
う
「
出
会
い
」
の
「
尊
さ
、
重
大
さ
、
そ
し
て
、
不
思
議
さ
」
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。



六

292

「
あ
な
た
と
わ
た
し
」
の
予
期
し
な
い
「
出
会
い
」
に
よ
っ
て
、自
分
で
も
思
い
が

け
な
か
っ
た
、し
か
し
自
分
で
し
か
あ
り
え
な
い
自
分
に
成
っ
て
い
く
。「
あ
の
出
会

い
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
」
と
思
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
あ
の
出
会
い
さ
え
な
け
れ
ば
、

こ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
」
と
思
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
出
会

い
」
そ
の
も
の
に
味
の
良
し
悪
し
が
く
っ
つ
い
て
く
る
の
で
は
な
い
。
わ
た
し
が
そ

の
「
出
会
い
」
を
ど
の
よ
う
に
体
験
し
、
ど
の
よ
う
な
自
分
に
成
っ
て
い
く
か
が
問

題
な
の
で
あ
る
。第

三
節　
「
出
会
い
」
に
拓
か
れ
る

こ
う
し
た
「
出
会
い
」
は
い
か
に
し
て
拓
か
れ
る
の
か
。
相
田
が
「
出
会
い
」
に

つ
い
て
表
し
た
次
の
詩
か
ら
は
、「
出
会
い
」
が
成
立
す
る
要
素
が
読
み
取
れ
る
。

い
つ
／
ど
こ
で
／
だ
れ
と
だ
れ
が
／
ど
ん
な
出
逢
い
を
す
る
か

ど
ん
な
め
ぐ
り
逢
い
を
す
る
か
／
そ
れ
が
大
事
な
ん
だ
よ
な
あ㉔

こ
の
詩
か
ら
、
あ
る
「
出
会
い
」
が
成
立
す
る
要
素
と
し
て
、「
そ
の
時
」、「
そ
の

場
所
」、「
あ
な
た
と
わ
た
し
」
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

絵
本
作
家
の
安
野
光
雅
（2018

）
は
、旅
の
途
中
に
あ
っ
た
あ
る
風
景
に
ま
つ
わ
る

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
絵
を
描
こ
う
、と
思
う
場
所
を
見
つ
け
た
が
、

よ
り
ふ
さ
わ
し
い
場
所
を
求
め
て
先
へ
進
む
。
し
か
し
、
や
は
り
最
初
の
場
所
が
い

い
と
思
い
戻
っ
て
み
る
と
、
風
景
が
変
わ
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

風
景
だ
か
ら
い
つ
も
同
じ
も
の
が
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
ほ
う
が
間
違
い
な
の

で
し
た
。
そ
も
そ
も
、
太
陽
や
雲
の
位
置
が
違
い
ま
す
し
、
船
も
同
じ
位
置
に

い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
天
候
も
変
わ
れ
ば
、
何
よ
り
自
分
の
気
持
ち

も
変
わ
る
の
で
、
そ
の
場
所
に
戻
っ
て
み
て
も
、
最
初
に
出
会
っ
た
景
色
で
は

な
く
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。㉕

「
出
会
い
」
の
概
念
か
ら
考
え
る
と
、あ
る
風
景
に
出
会
い
か
け
て
通
り
過
ぎ
て
し

ま
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
「
そ
の

風
景
」
を
見
る
だ
け
で
は
、「
出
会
い
」
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
そ
の
時

も
、
そ
の
場
所
も
、
そ
の
風
景
も
、
そ
れ
を
見
る
わ
た
し
の
気
持
ち
も
、
そ
の
時
の

も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

安
野
が
そ
の
時
の
「
自
分
の
気
持
ち
」
も
関
係
す
る
と
感
じ
た
よ
う
に
、「
出
会

い
」
が
生
じ
る
と
き
は
、わ
た
し
の
側
に
も
背
景
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
し
か
に
、

「
何
か
」
に
ふ
れ
て
も
気
に
留
め
ず
通
り
過
ぎ
た
り
、「
何
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
り
し
た
ら
、
真
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
ボ
ル
ノ
ー

は
「
出
会
い
」
が
起
き
る
条
件
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

こ
の
人
が
、
こ
れ
を
受
容
す
る
だ
け
の
能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
、
同
時
に

必
要
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
数
多
く
の
、
人
間
を
そ
の
奥
底
か
ら
ゆ
り
う

ご
か
す
、
緻
密
度
の
た
か
い
芸
術
作
品
と
の
出
会
い
も
、
こ
れ
に
先
行
す
る
基

礎
的
な
陶
冶
が
な
け
れ
ば
、
決
し
て
初
め
か
ら
起
こ
り
う
る
も
の
で
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。㉖

ボ
ル
ノ
ー
に
よ
る
と
、
こ
の
「
芸
術
作
品
」
を
理
解
す
る
「
基
礎
的
な
陶
冶
」
が

な
け
れ
ば
、
そ
の
「
芸
術
作
品
」
が
「
あ
な
た
」
と
し
て
向
き
合
わ
れ
る
可
能
性
は

な
か
っ
た
と
い
う
。「
先
行
す
る
基
礎
的
な
陶
冶
」
と
は
、そ
の
「
芸
術
作
品
」
を
と

ら
え
る
眼
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
作
品
の
作
者
や
制
作
年
を
知
っ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
よ
り
、
そ
う
し
た
情
報
も
含
め
て
、
自
分
自
身
が
そ
の
作
品
が
語
る
も
の
に

耳
を
傾
け
ら
れ
る
だ
け
の
背
景
を
持
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
背
景

は
、
本
人
の
そ
れ
ま
で
の
様
々
な
知
識
や
経
験
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
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「
芸
術
作
品
」
を
理
解
で
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
出
会
い
」
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、「
出
会
い
」
に
お
い
て
は
も
う
ひ
と
つ
の
背
景
が
あ
る
と
考
え

る
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
芸
術
作
品
」
が
自
分
に
と
っ
て
他
人
事
で
は
な
く
な
る
だ
け

の
、
自
分
の
生
に
対
す
る
構
え
で
あ
る
。

「
出
会
い
」
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、「
あ
な
た
」
に
気
づ
く
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ま

で
続
い
て
い
た
生
き
方
に
疑
い
が
生
ま
れ
、
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
の
枠
に
は
収
ま
ら

な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ボ
ル
ノ
ー
（1973

）
が
生
の
「
中
断㉗
」
と
述
べ
、

竹
内
（2009

）
が
「
ゼ
ロ
地
点㉘
」
と
表
現
す
る
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、こ

れ
ま
で
と
は
異
な
る
方
向
を
も
っ
た
見
方
や
考
え
方
が
生
ま
れ
、
世
界
が
変
わ
っ
て

見
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、「
目
か
ら
鱗
が
落
ち
る
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る

よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

「
何
か
」
を
最
初
か
ら
対
象
化
し
て
「
そ
れ
」
と
し
て
決
め
て
か
か
る
よ
う
な
態
度

で
い
る
こ
と
は
、「
出
会
い
」
か
ら
遠
ざ
か
る
の
で
は
な
い
か
。
鱗
に
固
執
し
て
い
た

り
、
鱗
の
影
で
安
心
し
て
い
た
り
し
た
ら
、
鱗
が
落
ち
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
に
固
執
し
て
い
た
り
、
そ
れ
ま
で
の
生
き
方
の
枠
の

範
囲
で
物
事
を
捉
え
た
り
し
た
ら
、
世
界
が
ま
っ
た
く
違
っ
て
見
え
る
こ
と
も
少
な

い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
他
人
事
で
は
な
く
な
る
だ
け
の
自
分
の
生
に
対
す
る
構
え

と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
実
存
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
、
自
分
の
実
存
と
し
て
の
生

が
揺
る
が
さ
れ
た
り
、
新
た
な
方
向
が
与
え
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
開
か

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、「
出
会
い
」
に
お
い
て
は
、
他
者
や
世
界
に
対
す
る
準
備
だ
け
で
は

な
く
、
わ
た
し
と
い
う
生
に
対
す
る
準
備
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
他
者
や
世

界
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
わ
た
し
の
生
き
方
が
変
化
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
わ
た
し
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
」
と
い
う
問
い

を
つ
ね
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

「
出
会
い
」
に
拓
か
れ
る
わ
た
し
の
側
の
背
景
と
は
、「
あ
な
た
」
を
と
ら
え
、「
あ

な
た
」
に
よ
っ
て
自
分
自
身
へ
の
問
い
が
成
立
す
る
よ
う
な
、
知
識
や
経
験
、
問
題

意
識
で
あ
る
。
他
者
や
世
界
に
対
す
る
関
心
も
、自
分
の
生
き
方
に
対
す
る
関
心
も
、

同
様
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

第
三
章　

現
代
社
会
に
お
け
る
「
出
会
い
」
の
身
体
性

第
一
節　

情
報
と
「
出
会
い
」
の
背
景

「
出
会
い
」
が
拓
か
れ
る
と
き
、「
あ
な
た
」
に
よ
っ
て
自
分
自
身
へ
の
問
い
が
成

立
す
る
よ
う
な
知
識
や
経
験
、問
題
意
識
が
背
景
に
あ
る
こ
と
を
挙
げ
た
。
一
方
で
、

「
出
会
い
」
は
予
期
せ
ず
、
ど
の
よ
う
な
知
識
や
経
験
、
問
題
意
識
が
背
景
と
な
る
か

は
わ
か
ら
な
い
。
す
る
と
、
本
人
に
様
々
な
知
識
や
経
験
が
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
人

間
を
「
出
会
い
」
へ
と
拓
く
と
考
え
ら
れ
る
。

現
代
社
会
に
お
い
て
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
回
線
の
整
備
と
、
パ
ソ
コ
ン
、
タ

ブ
レ
ッ
ト
端
末
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
のIC

T

関
連
機
器
の
普
及
に
よ
っ
て
、
そ

の
環
境
が
あ
れ
ば
大
量
の
あ
ら
ゆ
る
情
報
に
瞬
時
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
紙
の
本
で
探
し
て
い
た
こ
と
を
デ
ジ
タ
ル
端
末
で
検
索
し
た
り
、

遠
く
離
れ
た
国
の
景
色
を
、
実
際
に
見
に
行
か
な
く
て
も
、
地
図
や
動
画
を
端
末
上

で
見
て
確
認
し
た
り
で
き
る
。

で
は
、現
代
社
会
に
お
い
て
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
様
々
な
知
識
や
経
験
が
得
ら
れ
、

「
出
会
い
」
に
よ
り
拓
か
れ
る
か
と
い
う
と
、そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
単

に
情
報
に
接
す
る
こ
と
と
、「
出
会
い
」
に
拓
か
れ
る
知
識
や
経
験
が
豊
か
に
な
る
こ

と
は
、
別
物
で
は
な
い
か
。
端
末
上
で
見
れ
ば
知
識
や
経
験
は
身
に
つ
か
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
身
体
性
の
違
い
が
、「
出
会
い
」
を
喚
起
す
る
よ
う
な
知
識

や
経
験
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
か
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

M
.

ウ
ル
フ
（2018
）
は
著
書
『
デ
ジ
タ
ル
で
読
む
脳
×
紙
の
本
で
読
む
脳
』
の
な
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か
で
、
本
を
読
む
と
き
の
背
景
知
識
が
い
か
に
広
が
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
彼
女
に

よ
る
と
、
ま
ず
、
新
た
な
情
報
を
見
る
と
き
は
、
媒
体
に
関
係
な
く
自
分
自
身
の
背

景
知
識
を
用
い
て
評
価
し
て
い
る
と
い
う㉙
。
そ
の
上
で
、
背
景
知
識
は
、
深
く
、
幅

広
く
読
む
こ
と
で
豊
か
に
な
る
。
豊
か
に
な
っ
た
背
景
知
識
は
、
新
た
に
深
く
読
む

こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
、
背
景
知
識
が
豊
か
に
な
る
こ
と
に
つ
な
が

る㉚
。「
深
く
読
む
」
と
は
、例
え
ば
「
行
間
を
読
む
」
と
い
う
言
葉
に
表
さ
れ
る
よ
う

な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
見
え
る
情
報
か
ら
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
想
像
を
膨
ら
ま

せ
る
こ
と
、
そ
こ
で
自
分
自
身
に
あ
る
知
識
や
経
験
を
用
い
て
自
分
で
考
え
る
こ
と

と
い
え
る
。
反
対
に
、
情
報
を
単
に
見
る
の
み
で
、
自
身
の
知
識
や
経
験
か
ら
考
え

る
こ
と
を
や
め
れ
ば
、
知
識
や
経
験
が
育
つ
こ
と
か
ら
遠
ざ
か
る
で
あ
ろ
う
。
や
み

く
も
に
情
報
に
接
す
る
の
み
で
は
、
背
景
知
識
は
広
が
り
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

ウ
ル
フ
は
、
大
量
の
情
報
が
溢
れ
る
現
代
社
会
の
状
況
に
お
い
て
人
間
が
ど
の
よ

う
に
情
報
と
接
す
る
か
を
示
し
て
い
る
。
彼
女
に
よ
る
と
、
様
々
な
機
器
か
ら
く
る

大
量
の
情
報
に
接
す
る
と
き
、
過
剰
な
認
知
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
情
報
を
簡

略
化
し
、
短
い
時
間
で
処
理
し
、「
知
る
必
要
性
」
と
「
時
間
の
節
約
の
必
要
性
」
を

量
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う㉛
。
で
は
、
そ
の
よ
う
に
情
報
に
接
す
る
場
合
、
背
景
知
識

は
豊
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。「
出
会
い
」
に
お
い
て
は
、ど
の
よ
う
な
知
識
や
経
験

が
組
み
合
わ
さ
っ
て
背
景
と
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
何
か
を
「
知
る

こ
と
」
と
「
時
間
の
節
約
」
を
量
り
に
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

M
.

エ
ン
デ
作
の
小
説
『
モ
モ
』
の
な
か
に
、
次
の
一
節
が
あ
る
。

時
間
を
ケ
チ
ケ
チ
す
る
こ
と
で
、
ほ
ん
と
う
は
ぜ
ん
ぜ
ん
べ
つ
の
な
に
か
を
ケ

チ
ケ
チ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
だ
れ
ひ
と
り
気
が
つ
い
て
い
な
い
よ
う

で
し
た
。32

時
間
を
節
約
す
る
こ
と
で
本
当
は
何
を
「
ケ
チ
ケ
チ
」
し
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、

続
き
に
は
こ
う
あ
る
。

時
間
と
は
す
な
わ
ち
生
活
な
の
で
す
。
そ
し
て
生
活
と
は
、
人
間
の
心
の
な
か

に
あ
る
も
の
な
の
で
す
。33

日
常
の
生
活
の
な
か
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
や
事
物
、
出
来
事
と
の
か
か
わ
り
が
あ

る
。
そ
の
人
間
や
事
物
な
ど
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
感
じ
な
が
ら
、
見
え
な
い
も
の
や

聞
こ
え
な
い
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
や
経
験
を
役
に
立
て
て
想
像
す
る
。
そ
う

し
て
考
え
た
こ
と
を
心
に
秘
め
な
が
ら
、
ま
た
新
し
い
も
の
に
ふ
れ
て
い
く
。
背
景

知
識
は
本
や
デ
ジ
タ
ル
端
末
な
ど
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、自
分
自
身
に
あ
る
。

「
出
会
い
」
に
拓
か
れ
る
よ
う
な
様
々
な
知
識
や
経
験
は
、身
体
の
実
感
と
し
て
積
み

重
な
る
も
の
、
身
に
つ
く

0

0

0

0

も
の
な
の
で
あ
る
。
重
松
（1973

）
は
論
考
「
身
体
と
教

育
」
の
な
か
で
、「
身
体
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
追
求
の
主
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
追

及
の
手
段
で
も
あ
る
。34
」
と
述
べ
る
。「
出
会
い
」
の
背
景
が
豊
か
に
な
る
に
は
、日

常
の
生
活
の
な
か
で
、
身
体
で
探
索
し
、
身
体
で
感
じ
、
身
体
で
考
え
る
体
験
が
重

要
で
あ
ろ
う
。

第
二
節　

現
在
を
い
か
に
生
き
る
か

「
出
会
い
」に
拓
か
れ
る
に
は
身
体
に
よ
る
体
験
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て
は
何
が
問
題
と
な
る
の
か
。

九
鬼
（1935

）
に
よ
る
と
、驚
異
の
感
情
は
偶
然
性
の
現
在
性
に
基
づ
い
て
い
る
と

い
う35
。
他
方
で
可
能
性
は
未
来
に
対
す
る
希
望
や
心
配
を
、
必
然
性
は
過
去
に
対
す

る
満
足
や
憂
鬱
を
も
た
ら
す
と
い
う36
。「
出
会
い
」
の
瞬
間
の
偶
然
性
は
、「
あ
な
た
」

と
「
わ
た
し
」
が
出
会
う
ま
さ
に
そ
の
瞬
間
の
現
在
性
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。

ふ
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
日
々
は
大
な
り
小
な
り
偶
然
性
に
よ
る
驚
き
の
連
続
で
あ

る
と
も
い
え
る
。「
天
気
予
報
で
晴
れ
と
聞
い
て
い
た
け
れ
ど
雨
が
降
っ
て
驚
く
」と
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い
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、「
感
染
症
の
影
響
で
明
日
か
ら
学
校
に
行
け
な
く
な
る
と
は

思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
物
事
は
予
定
や
計
画
の
と
お
り
に

進
む
と
は
限
ら
な
い
。
た
と
え
「
予
定
通
り
」
で
あ
っ
て
も
、
予
定
や
計
画
し
た
こ

と
を
行
っ
て
い
る
そ
の
時
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
現
在
を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
混
乱
の
な
か
で
、
あ
ら
ゆ
る
予
定
や
計
画
が

難
し
く
な
っ
て
い
る
。卒
業
式
の
中
止
や
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
延
期
な
ど
、す
で
に
あ
っ

た
予
定
や
計
画
が
延
ば
さ
れ
た
り
な
く
な
っ
た
り
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
予
定

や
計
画
を
立
て
る
こ
と
も
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
は
い
か
な
い
。
感
染
症
に
関
す
る
あ

ら
ゆ
る
状
況
が
ど
の
よ
う
に
な
る
か
、
予
想
は
可
能
性
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
時
何
が
現

実
と
な
る
か
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
予
想
も
、
そ
の
た
め
に

過
去
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、前
例
の
少
な
さ
と
影
響
の
広
さ
が
、

こ
の
問
題
を
ま
す
ま
す
難
し
く
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
章
第
三
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
は
日
常
の
か
か
わ
り
に
生
き
、
か
か
わ

り
そ
の
も
の
が
人
間
を
規
定
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
時
間
性
を
考
え
る
と
、
人

間
は
常
に
「
現
在
」
の
状
況
に
対
応
し
な
が
ら
、
そ
の
対
応
が
ま
た
人
間
を
形
成
す

る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
今
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
」
に
よ
っ
て
、
人
間
の
生
は

形
作
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
す
る
と
、「
今
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
」
と
い
う
こ

と
が
、
ま
す
ま
す
重
要
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
混
乱
の
な
か
で
は
、「
テ
レ
ワ
ー
ク
」
や
「
オ

ン
ラ
イ
ン
授
業
」
な
どIC
T

の
活
用
が
活
発
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
た
め
の
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
や
回
線
、IC

T

関
連
機
器
な
ど
の
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
も
広
が
っ
て

い
る
。

で
は
、
人
間
はIC

T

活
用
に
よ
っ
て
今
を
ど
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
の
か
。IC

T

活
用
に
よ
っ
て
「
何
を
」
し
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
は
、
対

面
に
よ
る
授
業
を
「
代
替
す
る
」
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
。

対
面
に
よ
る
授
業
を
成
立
さ
せ
る
も
の
は
何
か
。
児
童
や
生
徒
な
ど
（
以
下
、「
子

ど
も
」
と
表
記
す
る
）
の
存
在
、
教
師
の
存
在
、
そ
し
て
子
ど
も
と
教
師
が
と
も
に
あ

る
空
間
と
時
間
で
あ
る
。
そ
の
場
所
で
、
見
え
る
も
の
、
聞
こ
え
る
も
の
、
触
れ
る

も
の
な
ど
の
全
て
を
身
体
で
感
じ
な
が
ら
、「
こ
う
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
だ
ろ

う
」、「
ど
う
し
て
こ
の
登
場
人
物
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」、「
こ

れ
は
こ
の
前
見
た
光
景
と
似
て
い
る
よ
う
だ
」
な
ど
と
あ
れ
こ
れ
考
え
る
。
考
え
な

が
ら
、
実
際
に
試
し
た
り
、
書
い
て
み
た
り
、
口
に
し
て
み
た
り
す
る
。
そ
う
し
て

考
え
た
こ
と
や
試
し
た
こ
と
は
、
同
じ
時
間
と
空
間
の
な
か
に
現
わ
れ
る
。
そ
の
場

に
今
現
れ
た
こ
と
を
通
し
て
、
思
い
が
け
ず
新
た
な
考
え
に
気
づ
い
た
り
、
自
分
の

考
え
と
比
較
し
た
り
、
ま
た
、
教
師
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
意
見
が
整
理
さ
れ
た
り
、

新
た
な
問
い
か
け
が
な
さ
れ
た
り
と
、
そ
こ
に
い
る
人
の
間
に
あ
ら
ゆ
る
か
か
わ
り

が
生
ま
れ
る
。
授
業
の
計
画
が
あ
っ
て
も
、
そ
こ
で
現
れ
る
も
の
も
、
そ
こ
か
ら
生

ま
れ
る
か
か
わ
り
も
、「
出
会
い
」
の
よ
う
に
、
そ
の
時
、
そ
の
場
で
、「
あ
な
た
」

と
「
わ
た
し
」
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
対
面
に
よ
る
授
業
は
「
先
生
の
話
」
や
「
板

書
」
を
単
に
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

IC
T

関
連
機
器
を
用
い
て
誰
か
と
話
す
と
き
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
る
。
映

さ
れ
た
も
の
は
見
え
る
が
、
映
ら
な
い
も
の
は
見
え
な
い
。
ま
た
、
み
な
が
一
斉
に

話
し
た
ら
誰
が
何
を
言
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
る
の
で
、
ひ
と
り
ず
つ
し
か

話
せ
な
い
。
対
面
に
よ
る
授
業
で
あ
れ
ば
、
沈
黙
に
よ
る
間
に
よ
っ
て
考
え
を
膨
ら

ま
せ
た
り
、
は
っ
と
し
た
り
す
る
よ
う
な
経
験
が
あ
る
が
、IC

T

を
用
い
る
と
き
は
、

沈
黙
が
あ
る
と
通
信
の
不
具
合
を
疑
っ
た
り
、
何
か
言
わ
な
け
れ
ば
と
い
う
焦
り
さ

え
感
じ
た
り
す
る
。
わ
た
し
と
身
体
的
に
直
接
的
な
関
係
に
あ
る
の
は
目
の
前
に
あ

る
機
器
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
見
え
る
も
の
と
聞
こ
え
る
も
の
は
、
対
面
に
よ
る
授
業

で
見
た
り
聞
い
た
り
触
れ
た
り
し
て
い
た
も
の
と
比
べ
て
、
ど
れ
ほ
ど
限
ら
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
で
は
、
そ
れ
が
ラ
イ
ブ
配
信
で
あ
っ
て
も
、
対
面
に
よ
る
授

業
の
よ
う
に
同
じ
空
間
や
時
間
を
と
も
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
つ
ま
り
、
対
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面
に
よ
る
授
業
に
お
い
て
そ
の
場
に
起
き
る
多
様
な
か
か
わ
り
が
、
同
じ
よ
う
に
現

わ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
対
面
に
よ
る
授
業
と
「
オ
ン
ラ
イ
ン
授
業
」
と
で
は
、

「
同
じ
」
も
の
を
「
同
じ
よ
う
に
」
見
た
り
聞
い
た
り
、感
じ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
、
身
体
的
条
件
の
異
な
る
体
験
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
、「
オ
ン
ラ
イ
ン
授

業
」
が
対
面
に
よ
る
授
業
を
そ
の
ま
ま
「
代
替
す
る
」
と
は
い
え
な
い
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
状
況
の
な
か
に
あ
る
今
も
、
一
定
の
収
束
が

訪
れ
た
後
で
も
、「
出
会
い
」
の
身
体
性
が
示
す
よ
う
に
、「
そ
の
時
」、「
そ
の
場
所

で
」、「
あ
な
た
」
と
「
わ
た
し
」
と
の
間
に
生
ま
れ
る
か
か
わ
り
が
、
人
生
に
と
っ

て
意
味
あ
る
も
の
と
な
る
。「
今
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
は
、「
今
、

わ
た
し
と
他
者
や
世
界
と
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
生
き
る
か
」
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
眼
前
に
あ
る
他
者
や
世
界
と
と
も
に
あ
る
時
間
を
味
わ
う
こ
と
が
重
要
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
は
、
他
者
や
世
界
を
味
わ
う
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
に
向
か
う
わ
た
し

を
味
わ
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

第
三
節　

か
け
が
え
の
な
さ

IC
T

関
連
機
器
を
媒
体
と
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
相
手
と
メ
ッ
セ
ー

ジ
の
交
換
が
で
き
る
機
能
が
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
上
で
そ
の
機
能
を
用
い
て
知

人
と
文
章
の
交
換
を
し
て
い
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
ふ
と
、「
も
し
相
手
か
ら
の
返

信
が
途
中
か
ら
人
工
知
能
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
文
章
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
、

気
づ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
」
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
わ
た
し
か
ら
の
返

信
が
人
工
知
能
に
よ
る
も
の
に
す
り
替
わ
っ
て
も
、
相
手
が
気
づ
か
な
い
よ
う
な
こ

と
も
起
こ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
の
か
と
い
う
と
、
実
際
に
生
身
の
人
間
が
打
っ

た
文
章
で
あ
れ
、
人
工
知
能
が
作
成
し
た
文
章
で
あ
れ
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
画
面

上
で
は
同
じ
よ
う
に
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
新
井
紀
子
（2018

）
に
よ
る
と
、「A

I

に
は
、
意
味
を
理
解
で
き
る
仕
組
み
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で

も
、『
あ
た
か
も
意
味
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
な
ふ
り
』
を
し
て
い
る
の
で
す37
」
と
い

う
。
人
工
知
能
に
限
ら
ず
、
デ
ジ
タ
ル
端
末
等
を
用
い
て
人
間
が
他
の
人
間
に
な
り

す
ま
す
こ
と
も
あ
る
。
問
題
は
、
端
末
を
用
い
た
や
り
取
り
で
は
、
相
手
を
確
か
に

感
じ
る
こ
と
に
一
定
の
限
り
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
本

章
第
二
節
で
述
べ
た
よ
う
な
身
体
性
が
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。

二
〇
二
〇
年
五
月
二
十
七
日
付
の
中
国
新
聞
朝
刊
に
、
テ
レ
ワ
ー
ク
に
よ
る
働
き

方
に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
記
事
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
の
な
か
で
テ
レ
ワ
ー
ク
を
す
る
会
社
員
の
率
直
な
気
持
ち
が
掲
載
さ
れ
て
い

る
。

メ
ー
ル
で
も
や
き
も
き
し
ま
す
。返
信
が
遅
い
と「
気
分
を
損
ね
る
表
現
が
あ
っ

た
か
な
」
と
余
計
な
こ
と
を
考
え
て
し
ま
っ
て
。（
中
略
）
密
な
連
絡
が
取
れ
な

い
と
、
仕
事
上
の
方
針
の
違
い
や
誤
解
が
生
じ
そ
う
で
不
安
で
す
。
相
手
の
表

情
が
見
え
な
い
の
が
こ
ん
な
に
不
便
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。38

こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
こ
の
会
社
員
が
そ
れ
ま
で
は
表
情
を
見
た
り
、
実
際

に
話
し
た
り
す
る
な
ど
人
間
と
の
直
接
的
、
対
面
的
な
か
か
わ
り
の
な
か
で
電
子

メ
ー
ル
を
活
用
し
て
き
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大

の
な
か
で
感
じ
た
こ
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
日
常
が
、
ど
れ
ほ
ど
他
者
や
世
界
と
の
直

接
的
で
相
互
的
な
か
か
わ
り
の
な
か
に
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
オ
ン
デ
マ
ン
ド
型
授
業
」
は
、
回
線
と
機
器
な
ど
の
諸
々
の
環
境
を

用
意
す
れ
ば
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、「
密
」
に
な
ら
な
く
て
も
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
、「
密
」
に
な
ら
な
く
て
も
で
き
る
、
と
い

う
こ
と
は
、「
今
」
で
あ
る
意
味
も
、「
こ
こ
」
で
あ
る
意
味
も
、「
と
も
に
す
る
」
こ

と
の
意
味
か
ら
も
、
遠
ざ
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
と
も
に
す

る
」
こ
と
の
意
味
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
は
、
あ
な
た
で
あ
る
こ
と
や
、
わ
た
し
で
あ
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る
こ
と
の
意
味
か
ら
も
、
遠
ざ
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
、
つ
ま
り
人
間
の
健
康
や
安
全
の
た
め

に
、身
体
と
身
体
と
の
距
離
を
取
る
こ
と
は
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、そ
の
た
め
にIC

T

が
一
定
の
可
能
性
を
発
揮
し
た
面
も
あ
る
。
一
方
で
「
出
会
い
」
の
概
念
に
表
さ
れ

る
よ
う
に
、
人
間
は
他
者
や
世
界
と
の
か
か
わ
り
な
が
ら
生
き
、
そ
の
か
か
わ
り
の

な
か
で
ま
た
「
わ
た
し
は
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
」
と
考
え
て
い
く
。
相
手
に
と
っ

て
わ
た
し
で
な
い
誰
か
で
も
あ
り
え
る
よ
う
な
、
わ
た
し
に
と
っ
て
相
手
で
は
な
い

誰
か
で
も
あ
り
え
る
よ
う
な
関
係
で
は
な
く
、「
出
会
い
」
の
よ
う
な
人
間
と
人
間
と

の
じ
か
の
か
か
わ
り
に
こ
そ
、「
あ
な
た
」
の
か
け
が
え
の
な
さ
も
、「
わ
た
し
」
の

か
け
が
え
の
な
さ
も
、
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

終
章

「
出
会
い
」
は
人
間
の
成
長
に
と
っ
て
重
要
な
出
来
事
と
し
て
、人
間
学
や
教
育
学

で
議
論
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
実
存
同
士
の
予
期
せ
ぬ
「
出
会
い
」
が
そ
の
人

間
の
人
生
を
変
え
、
形
作
っ
て
い
く
こ
と
が
示
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
現
代
社
会
に

お
い
て
は
、
人
間
と
人
間
、
事
物
、
出
来
事
な
ど
と
の
身
体
的
な
か
か
わ
り
方
が
変

わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
か
か
わ
り
方
の
変
容
が
人
間
の
「
出
会
い
」
に
何
を
も

た
ら
す
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。

「
出
会
い
」
の
身
体
性
と
し
て
、
驚
き
の
感
情
を
伴
う
こ
と
、「
あ
な
た
と
わ
た
し
」

と
い
う
実
存
を
味
わ
う
こ
と
、
様
々
な
知
識
や
経
験
に
よ
っ
て
「
出
会
い
」
に
拓
か

れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
現
代
社
会
に
お
い
て
は
大
量
で
多
様
な
形
式
の
情
報
が
存

在
す
る
が
、「
出
会
い
」
に
拓
か
れ
る
知
識
や
経
験
は
、
身
体
的
な
体
験
に
よ
っ
て
身

に
つ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、予
期
せ
ぬ
「
出
会
い
」
が
人
生
を
変
え
る
よ
う
に
、

「
現
在
」
を
い
か
に
生
き
る
か
、と
く
に
他
者
や
世
界
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
生

き
る
か
が
重
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
出
会
い
」
の
よ
う
な
じ
か
の
か
か
わ
り
に
こ

そ
、「
あ
な
た
と
わ
た
し
」
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
実
感
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
な
る
課
題
は
、
ま
ず
、「
こ
と
ば
」
の
問
題
で
あ
る
。
文
字
や
言
葉
は
時
間
、

空
間
、
身
体
を
越
え
て
「
出
会
い
」
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
る
。
本
稿
で
は
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
、「
物
語
」
の

問
題
も
あ
る
。
例
え
ば
映
画
や
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
デ
ジ
タ
ル
端
末
で
見
る
こ
と
も

あ
り
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
創
造
を
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
内
容
と
媒
体
の
関
連

を
含
め
、「
物
語
」
が
現
代
社
会
に
お
け
る
「
出
会
い
」
に
と
っ
て
も
つ
意
味
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
の
発
達
の
段
階
に
関
す
る
考
慮
が
な
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
乳
幼
児
期
に
お
け
る
「
出
会
い
」
と
思
春
期
に
お
け
る

「
出
会
い
」
は
、異
な
る
意
味
や
性
格
を
も
つ
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意

味
で
、
教
育
に
お
け
る
必
要
な
か
か
わ
り
方
も
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
の
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
て
進
め
て
い
き
た
い
。

注①　
日
本
で
は
情
報
処
理
や
通
信
に
関
す
る
技
術
の
総
称
と
し
て
「IT

（In
form

ation
 

T
ech

n
ology

）」
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
た
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
性
が
増
大
し
た
こ
と
や
、
国
際
的
にIC

T

が
一
般
的
で
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
、
近
年
で
はIC

T
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