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投稿論文（1）

心
理
療
法
に
お
け
る
偶
然
と
夢
想

―
―
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
』
を
手
が
か
り
と
し
て
―
―

久
松

睦
典

Ⅰ

答
え
は
、
好
奇
心
を
不
幸
、
あ
る
い
は
病
気
に
す
る
―
―
つ
ま
り
、

答
え
は
、
好
奇
心
を
殺
し
ま
す
。
破
れ
目
か
ら
洪
水
が
広
が
る
の
を

防
ぐ
た
め
に
、
ぴ
し
ゃ
り
と
素
早
く
答
え
て
し
ま
い
た
い
渇
望
が
い

つ
も
あ
る
の
で
す
。
経
験
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
は
、
自
分
が
い
わ
ゆ

る
「
答
え
」
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
す
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
は
、
実
際
に
は
広
が
り
を
止
め
る
も
の
で
す
。
そ
れ

は
、
好
奇
心
を
殺
す
ひ
と
つ
の
方
法
で
す
。
特
に
も
し
あ
な
た
が
答

え
は
こ
れ
だ
と
信
じ
込
ん
だ
な
ら
ば
、
そ
う
な
り
ま
す
。
さ
も
な
け

れ
ば
、
あ
な
た
は
誰
も
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
切
れ
目
や
手
に

お
え
そ
う
も
な
い
裂
け
目
を
広
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
…
私
た
ち
が
生

き
て
い
る
こ
の
宇
宙
に
つ
い
て
の
こ
と
を
知
り
た
い
と
い
う
心
的
な

好
奇
心
の
領
域
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
裂
け
目
は
、
時
期
尚
早
で
早

ま
っ
た
答
え
に
よ
っ
て
ふ
さ
が
れ
や
す
い
の
で
す
　
（
１
）。

こ
れ
は
一
九
七
六
年
に
ロ
サ
ン
ジ
ェ
ル
ス
で
お
こ
な
わ
れ
た
講
義
で

精
神
科
医
や
心
理
療
法
家
に
向
け
て
ビ
オ
ン
が
語
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
こ
で
ビ
オ
ン
が
い
う
「
素
早
く
答
え
て
し
ま
い
た
い
渇
望
」
を
い
わ

ば
物
語
化
す
る
こ
と
へ
の
渇
望
で
あ
る
、
と
読
み
替
え
て
み
る
こ
と
か

ら
始
め
て
み
た
い
。「
時
期
尚
早
で
早
ま
っ
た
答
え
」
は
「
好
奇
心
」
を

殺
し
、「
切
れ
目
」
や
「
裂
け
目
」
を
一
貫
し
た
意
味
を
担
っ
た
物
語
に

よ
っ
て
埋
め
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
よ
う
な

「
答
え
」
を
保
留
し
、
物
語
の
裂
け
目
・
空
白
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
み
る

こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
空
白
は
意
味
に
反
す
る
も
の
、
語
る
こ
と
の
困

難
な
も
の
で
あ
り
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
時
期
尚
早
な
答
え
に
よ
っ

て
ふ
さ
が
れ
て
し
ま
う
恐
れ
を
も
っ
て
い
る
。
ビ
オ
ン
に
と
っ
て
そ
の

よ
う
な
態
度
は
治
療
関
係
に
お
い
て
今
ま
さ
に
新
し
く
生
れ
よ
う
と
し

て
い
る
も
の
か
ら
目
を
そ
む
け
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
物
語
化
へ
の
渇
望
は
、
ス
ペ
ン
ス
が
「
物
語
の
潤
滑
化
」

と
呼
ん
だ
事
態
と
呼
応
し
て
い
る
。
ス
ペ
ン
ス
は
人
間
的
な
領
域
で
意

味
を
追
い
か
け
る
努
力
は
ほ
ぼ
不
可
避
的
に
物
語
と
い
う
形
式
を
と
る

と
し
な
が
ら
も
、
物
語
の
も
つ
同
一
性
に
す
べ
て
の
出
来
事
を
回
収
し
、

潤
滑
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
精
神
分
析
に
お
い
て
な
に
も
新
し
い
も

の
を
も
た
ら
さ
な
い
と
批
判
し
て
い
る
　
（
２
）。

物
語
（narrative

）
と
は
、
初
め
と
中
間
と
終
わ
り
を
も
っ
た
一
連

の
出
来
事
の
（
想
像
さ
れ
た
）
因
果
的
連
鎖
で
あ
る
、
と
と
り
あ
え
ず

定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
心
理
療
法
に
お
い
て
物
語
と
い
う

視
点
が
重
要
な
の
は
、
客
観
的
対
象
に
な
ん
ら
か
の
操
作
を
ほ
ど
こ
す

こ
と
で
治
療
す
る
、
と
い
っ
た
科
学
的
・
医
学
的
な
モ
デ
ル
で
は
捉
え

る
こ
と
の
で
き
な
い
経
験
の
地
平
を
開
い
て
く
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
か

ら
だ
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
に
従
う
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
が
「
人
間
の

意
図
や
人
間
の
苦
境
を
越
え
て
不
変
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
世
界
を
制
作

し
よ
う
と
め
ざ
す
」、
す
な
わ
ち
「
文
脈
独
立
性
を
通
じ
て
」
普
遍
性
に
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達
し
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
人
文
科
学
は
見
る
者
の
位
置
と
ス
タ

ン
ス
に
よ
っ
て
変
化
す
る
世
界
を
扱
い
、「
文
脈
依
存
性
を
通
じ
て
普
遍

性
を
達
成
」
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
　
（
３
）。

治
療
者
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
が
間
主
観
的
な
場
で
病
の
物
語
（
あ
る
い

は
人
生
の
物
語
）
を
紡
ぎ
、
語
り
直
し
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
治
療
的
な

の
だ
と
考
え
る
の
が
、
心
理
療
法
に
お
け
る
物
語
論
的
な
視
点
で
あ
る
。

精
神
分
析
は
そ
も
そ
も
「
お
話
療
法
（talking

cure

）
（
４
）

」
か
ら
始
ま
っ

た
理
論
・
実
践
で
あ
る
し
、
ま
た
ユ
ン
グ
が
「
私
の
人
生
は
無
意
識
の

自
己
実
現
の
物
語
だ　
（
５
）」
と
語
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
ユ

ン
グ
派
に
お
い
て
も
「
物
語
」
と
い
う
観
点
は
非
常
に
重
視
さ
れ
て
き

た
。
一
方
で
は
、
社
会
構
築
主
義
を
背
景
に
し
た
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
セ
ラ

ピ
ー
が
家
族
療
法
か
ら
発
展
し
て
き
て
い
る
　
（
６
）。
ま
た
、
ク
ラ
イ
ン
マ
ン

は
医
療
人
類
学
と
い
う
分
野
に
お
い
て
語
る
と
い
う
行
為
を
通
じ
て
人

生
の
問
題
が
創
り
出
さ
れ
、
制
御
さ
れ
、
意
味
の
あ
る
も
の
に
さ
れ
て

い
く
プ
ロ
セ
ス
を
「
病
の
語
り
（illness

narrative
）」
と
し
て
論
じ
て

い
る（
７
）。

こ
の
よ
う
に
物
語
と
い
う
視
点
は
学
派
を
越
え
て
ま
す
ま
す
強
調
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
が
、
一
方
で
知
性
化
さ
れ
た
早
過

ぎ
る
物
語
化
に
よ
っ
て
ビ
オ
ン
の
い
う
よ
う
に
広
が
り
が
止
め
ら
れ
て

し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
物
語
が
「
潤
滑
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

心
理
療
法
の
「
い
ま
こ
こ
で
」
新
た
に
生
成
す
る
出
来
事
に
対
す
る
感

覚
（
ビ
オ
ン
は
こ
れ
を
「
好
奇
心
」
と
呼
ん
だ
）
が
失
わ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
危
険
性
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
、

心
理
療
法
の
「
い
ま
こ
こ
で
」
生
成
す
る
出
来
事
を
記
述
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
が
物
語
と
い
う
同
一
性
を
も
っ
た
意
味
に
は
回
収
し
つ
く
せ
な
い

と
い
う
点
で
困
難
を
伴
う
。

こ
こ
で
心
理
療
法
に
お
け
る
偶
然
性
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
よ
う

と
す
る
の
も
、
常
に
生
成
し
つ
つ
あ
る
出
来
事
は
物
語
の
も
つ
必
然
性

に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
が
ゆ
え
に
偶
然
と
い
う
様
相
を
も
っ
て
現
れ

る
か
ら
だ
。
逆
に
、
偶
然
性
は
物
語
的
な
筋
に
反
す
る
た
め
に
そ
の
同

一
性
や
構
造
を
ゆ
さ
ぶ
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。
偶
然
性
は
「
誰
も
ま

っ
た
く
わ
か
っ
て
い
な
い
切
れ
目
や
手
に
お
え
そ
う
も
な
い
裂
け
目
」

と
し
て
物
語
に
ひ
と
つ
の
出
来
事
と
し
て
起
こ
る
。
一
方
で
、
そ
の
裂

け
目
は
物
語
が
変
化
し
て
い
く
可
能
性
に
も
開
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま

で
語
ら
れ
て
い
た
文
脈
か
ら
外
れ
る
偶
発
的
な
出
来
事
に
注
目
す
る
こ

と
で
、
臨
床
的
リ
ア
リ
テ
ィ
の
多
様
性
が
開
か
れ
、
物
語
は
よ
り
多
層

な
も
の
と
な
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
そ
の
裂
け
目
は
織
り
成

さ
れ
た
物
語
が
ほ
つ
れ
、
壊
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
語
の

生
成
す
る
時
間
と
空
間
に
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

Ⅱ
ど
の
よ
う
な
時
間
と
空
間
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
で
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
と
会

う
か
と
い
う
治
療
の
枠
組
み
、
い
わ
ゆ
る
治
療
構
造
は
、
た
と
え
ば
週

何
回
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
う
の
か
、
対
面
か
寝
椅
子
を
用
い
る
の
か
、
あ

る
い
は
個
人
を
治
療
対
象
と
す
る
の
か
家
族
を
そ
の
対
象
と
す
る
の
か
、

と
い
っ
た
よ
う
に
学
派
に
よ
っ
て
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
が
そ
の

心
理
療
法
の
文
脈
を
構
成
す
る
大
き
な
要
因
と
な
る
こ
と
に
は
異
論
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
治
療
構
造
と
は
そ
も
そ
も
心
理
療
法
か
ら
偶
然

性
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
時
間
と
空
間
を
限
定
す
る
こ
と
は
、
心
理
療
法
の
中
に
ひ
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と
つ
の
秩
序
を
も
っ
た
構
造
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ

る
治
療
者
の
中
立
性
も
、
同
じ
く
治
療
者
の
日
常
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

個
人
的
傾
向
な
ど
の
要
因
を
偶
発
的
な
も
の
と
み
て
除
外
し
よ
う
と
す

る
姿
勢
で
あ
る
。

し
か
し
は
た
し
て
心
理
療
法
は
ほ
ん
と
う
に
偶
然
性
を
排
除
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
？
　
も
ち
ろ
ん
、
完
全
に
治
療
の
場
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

で
き
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
ず
、
心
理
療
法
の
実
際
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
偶
発
的
な
出
来
事
が
生
じ
る
。
面
接
中
に
電
話
が
鳴
る
こ
と
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
誰
か
が
間
違
え
て
ド
ア
を
開
け
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
天
候
や
地
震
な
ど
の
災
害
が
、
偶
発
的
に

心
理
療
法
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
た
ま
た
ま
寝

過
ご
し
て
遅
刻
し
た
」
と
い
っ
た
よ
う
な
治
療
構
造
の
揺
れ
も
ま
た
、

「
偶
然
」
と
い
う
面
持
ち
を
も
っ
て
現
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
治
療
者

と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
意
図
に
反
し
て
起
こ
る
出
来
事
と
し
て
の
偶
然
を
、

心
理
療
法
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
と
見
る
態
度
も
重
要
な
も
の
だ
。

そ
こ
か
ら
治
療
へ
の
抵
抗
や
い
き
づ
ま
り
が
、
あ
る
い
は
転
移-

逆
転
移

な
ど
の
治
療
関
係
の
様
相
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る

と
治
療
構
造
は
偶
然
性
を
排
除
す
る
と
同
時
に
そ
れ
を
意
味
の
あ
る
も

の
と
し
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
見
る
こ

と
が
可
能
と
な
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
『
日
常
生
活
の
精
神
病
理
』
に
お
い
て
、
し
く
じ
り
や

言
い
間
違
い
、
思
い
違
い
、
度
忘
れ
と
い
っ
た
偶
然
の
出
来
事
を
「
失

策
行
為
」
と
し
て
論
じ
て
い
る
　
（
８
）。
日
常
生
活
で
は
、
雑
多
で
ま
と
ま
り

の
な
い
単
な
る
偶
然
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
の
多
い
こ
れ
ら
の
失
策
行

為
を
、
な
ん
ら
か
の
意
味
を
も
つ
心
的
現
象
で
あ
る
と
仮
定
し
た
の
で

あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
と
、
偶
然
や
不
注
意
に
よ
る
と
思
わ
れ
が
ち

な
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
主
体
の
意
図
に
反
し
て
実
現
さ
れ
る
無
意
識
の

欲
望
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
失
策
行
為
は
抑
圧
さ
れ
た

無
意
識
の
欲
望
と
い
う
必
然
性
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
「
た
ま
た
ま
」
生
じ
た
出
来
事
で
は
な
く
、
主
体
の
意
識
的
な

意
図
と
無
意
識
の
欲
望
の
あ
い
だ
の
ひ
と
つ
の
妥
協
あ
る
い
は
葛
藤
と

し
て
必
然
性
を
も
っ
て
表
れ
る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
の
心
理
機

・

・

・

・

・

・

・

・

能
の
あ
る
種
の
低
下

・

・

・

・

・

・

・

・

（
…
）
と
そ
の
一
見
偶
然
か
に
見
え
る
あ
る
種
の

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

変
化
は
、
精
神
分
析
の
方
法
を
適
用
し
て
検
討
し
て
み
る
と
、
明
ら
か

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

な
動
機
が
あ
り
、
し
か
も
、
意
識
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
動
機
に
よ
っ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

」
（
９
）。
こ
う
し
て
、
日
常
生
活
に
表
れ

た
「
偶
然
」
は
、
精
神
分
析
的
な
眼
差
し
の
も
と
に
必
然
性
を
見
つ
け

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

精
神
分
析
に
お
い
て
重
要
な
も
う
ひ
と
つ
の
偶
然
性
は
、
心
的
外
傷

ト

ラ

ウ

マ

の
問
題
だ
。
神
経
症
の
病
因
に
は
、
幼
児
期
の
外
傷
的
な
事
件
が
大
き

な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ブ
ロ

イ
ア
ー
の
症
例
で
あ
る
ア
ン
ナ
・
Ｏ
は
、
コ
ッ
プ
か
ら
水
を
飲
め
な
い

と
い
う
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
を
も
っ
て
い
た
が
、
催
眠
下
で
彼
女
が
嫌
っ

て
い
た
家
政
婦
の
飼
い
犬
が
た
ま
た
ま
コ
ッ
プ
か
ら
水
を
飲
ん
だ
の
を

見
た
と
い
う
出
来
事
を
思
い
出
す
。
水
を
飲
め
な
い
、
と
い
う
症
状
が

表
れ
た
の
は
そ
の
光
景
を
目
撃
し
て
か
ら
で
あ
り
、
ブ
ロ
イ
ア
ー
の
催

眠
に
よ
っ
て
そ
れ
を
思
い
出
す
こ
と
で
症
状
は
消
失
し
た
の
で
あ
る（

10
）。

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
と
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
症
状
は

・

・

・

・

・

・

・

・

・

（
…
）
あ
る
種
の
外
傷

・

・

・

・

・

・

的
作
用
を
も
つ
体
験
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
体
験

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

の
記
憶
の
象
徴
と
し
て
症
状
が
患
者
の
精
神
生
活
の
中
で
再
生
産
さ
れ

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・
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て
く
る

・

・

・（
11
）」
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
心
的
外
傷
と
い
う
い
わ
ば
主
体
に
と

っ
て
は
突
然
振
り
か
か
っ
た
偶
然
の
出
来
事
が
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
病
因
に

関
係
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

「
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
と
い
う
も
の
は
、
決
し
て
一
つ
の
実
際
の
体
験

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

だ
け
か
ら
生
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
つ
ね
に
よ
り
早
期
の
体
験
に
関
す

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

る
記
憶
が
連
想
作
用
に
よ
っ
て
呼
び
覚
さ
れ
、
そ
れ
が
実
際
の
体
験
と

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

一
緒
に
働
い
て
ヒ
ス
テ
リ
ー
症
状
を
生
み
出
す

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

」
の
で
あ
り
、
分
析
に

よ
っ
て
よ
り
早
期
の
記
憶
を
探
求
し
て
い
く
と
「
最
後
に
は
必
ず
性
的

・

・

・

・

・

・

・

・

体
験
の
領
域
に
到
達
す
る

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・（
12
）」
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
こ
で
は
ヒ
ス
テ
リ
ー

の
核
に
は
性
的
な
心
的
外
傷
が
不
可
欠
な
の
か
ど
う
か
は
論
じ
な
い
。

本
論
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
臨
床
場
面
で
表
れ
る
症
状
や
行
動
、
関

係
性
に
お
い
て
起
こ
っ
て
く
る
出
来
事
が
、
幼
児
期
の
性
的
外
傷
と
い

う
根
本
的
な
出
来
事
（
と
想
定
さ
れ
た
も
の
）
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
ひ

と
つ
の
物
語
が
構
成
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
考
古
学
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を
も
ち
い
て
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
症

状
の
核
に
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
外
傷
体
験
を
探
求
す
る
方
法
を
説
明
し

て
い
る
。
精
神
分
析
家
は
こ
こ
で
は
未
知
の
地
方
に
出
か
け
、
城
壁
の

残
骸
や
消
え
て
読
め
な
く
な
っ
た
文
字
を
記
し
た
石
板
の
破
片
が
散
ら

ば
る
廃
墟
に
立
つ
考
古
学
者
に
喩
え
ら
れ
る
。
考
古
学
者
は
つ
る
は
し

や
シ
ャ
ベ
ル
を
も
っ
て
廃
墟
を
掘
り
起
こ
し
、
埋
も
れ
て
い
た
遺
物
を

発
見
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
発
見
さ
れ
た
碑
文
か
ら
か
つ
て

の
出
来
事
に
つ
い
て
思
い
も
よ
ら
ぬ
事
実
が
あ
き
ら
か
に
な
る
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
。
考
古
学
者
の
場
合
は
火
災
や
略
奪
に
よ
っ
て
重
要
な
部

分
が
失
わ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
精
神
に
お
い
て
は
本
質
的
な

も
の
は
す
べ
て
保
存
さ
れ
て
お
り
、
分
析
的
探
求
に
よ
っ
て
患
者
の
幼

児
期
の
生
活
史
を
現
実
的
・
幻
想
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と

フ
ロ
イ
ト
は
考
え
て
い
た（

13
）。
よ
う
す
る
に
、
心
的
外
傷
を
症
状
形
成
の

核
と
す
る
無
意
識
下
の
物
語
を
掘
り
だ
し
、
再
構
成
す
る
こ
と
が
精
神

分
析
の
仕
事
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
外
傷
体
験
と
い
う
偶

然
の
出
来
事
は
い
わ
ば
物
語
の
失
わ
れ
た
発
端
で
あ
り
、
夢
分
析
や
自

由
連
想
を
つ
う
じ
て
、
隠
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
断
片
化
さ
れ
て
い

た
物
語
が
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
治
療
が
遂
行
さ
れ
る
の
で
あ

る（
14
）。こ

う
し
て
み
る
と
、
失
策
行
為
の
よ
う
な
偶
然
、
あ
る
い
は
必
然
性

が
分
か
ら
な
い
症
状
（「
コ
ッ
プ
か
ら
水
が
飲
め
な
い
」
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
日
常
生
活
を
か
た
ち
づ
く
っ
て
い
る
物
語
か
ら
み
る
と
異
質
な

も
の
で
あ
り
、
そ
の
必
然
性
が
つ
か
め
な
い
か
ら
こ
そ
「
症
状
」
と
な

る
）
の
深
層
に
は
、
精
神
分
析
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
必
然

性
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
表
面
に
み
え
る
偶
然
性
は
た
だ
そ
の
背

後
に
隠
れ
て
い
る
動
機
・
必
然
性
が
い
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
た
め
に

そ
う
み
え
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

で
は
心
理
療
法
に
は
偶
然
性
は
存
在
せ
ず
、
す
べ
て
の
症
状
や
出
来

事
は
か
な
ら
ず
必
然
性
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
？
　
リ
ビ
ド
ー
が
可
塑
性
に
富
み
、
多
形
性
倒
錯
的
に
、
気
ま

ぐ
れ
に
対
象
を
選
択
す
る
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
失
策
行
為
な
ど
も
含

む
症
状
形
成
の
中
心
に
は
偶
然
性
が
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
あ
る
い
は
『
快
感
原
則
の
彼
岸
』
で
フ
ロ
イ
ト
が
反
復
強
迫

の
う
ち
に
み
た
死
の
本
能
が
も
つ
「
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
」
は
、

「
運
命
」（
こ
れ
は
、
後
に
み
る
よ
う
に
偶
然
と
必
然
の
異
種
結
合
と
い

う
性
質
を
も
っ
て
い
る
）
と
い
う
容
貌
を
も
っ
て
表
れ
る
の
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か（

15
）。

ま
た
ユ
ン
グ
の
「
共
時
性
」
と
い
う
概
念
は
、
原
因
と
結
果
と
い
う

因
果
律
で
は
な
く
同
時
性
と
意
味
に
よ
っ
て
出
来
事
が
結
ば
れ
る
い
わ

ゆ
る
「
意
味
の
あ
る
偶
然
の
一
致
」
と
い
う
視
点
が
、
心
理
療
法
を
大

き
く
動
か
す
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
ユ

ン
グ
の
挙
げ
て
い
る
事
例
は
治
療
の
な
か
で
起
こ
っ
た
偶
然
の
一
致
を

契
機
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
方
向
に
展
開
し
て
い
る（

16
）。
実
際

の
臨
床
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
（
無
意
識
的
な
）
必
然
性
が
隠
れ
て
い
た

と
は
思
え
な
い
よ
う
な
出
来
事
が
生
起
す
る
し
、
そ
れ
が
治
療
に
大
き

く
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
心
理
療
法
は
隠
さ
れ
た
無
意
識
の
意
味
を

解
読
す
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
意
味
が
生
み
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ

ス
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
え
る
。
夢
や
語
り
の
な
か
の
ゆ
が
み

や
あ
い
ま
い
さ
、
省
略
と
い
っ
た
徴
候
的
な
細
部
に
わ
れ
わ
れ
が
注
目

す
る
の
も
、
語
ら
れ
た
こ
と
の
み
な
ら
ず
ど
の
よ
う
に
語
り
が
生
み
出

さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
よ
う
と
す
る
姿
勢
だ
と
い
え
る
。

さ
ら
に
は
心
理
療
法
が
対
話
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
物
語
に
基
づ
い

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
コ
ミ
ニ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
空
白
に
は
ど
う

し
て
も
偶
然
性
と
い
う
要
因
が
入
っ
て
来
ざ
る
を
え
な
い
。
お
互
い
に

発
し
た
言
葉
が
ど
う
受
け
取
ら
れ
、
解
釈
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は

本
質
的
に
未
確
定
性
が
伴
っ
て
い
る
。

明
瞭
か
つ
真
実
で
あ
り
、
適

切
な
発
話
、
と
い
う
の
は
ブ
ル
ー
ナ
ー（

17
）が
述
べ
て
い
る
通
り
単
調
で
文

字
通
り
で
あ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
実
際
に
言
う
こ

と
よ
り
も
も
っ
と
多
く
の
意
味
を
伝
え
よ
う
と
し
た
り
、
実
際
に
述
べ

た
こ
と
と
は
違
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
、
こ
の
よ

う
な
意
図
さ
れ
た
（
あ
る
い
は
無
意
識
の
、
と
い
う
こ
と
も
含
め
て
い

い
だ
ろ
う
）
違
反
や
「
会
話
の
含
意
」
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
は
、

意
味
の
裂
け
目
を
生
み
出
す
こ
と
で
あ
り
同
時
に
そ
の
裂
け
目
を
埋
め

る
可
能
性
を
提
示
す
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
裂
け

目
に
は
、
誤
読
や
誤
解
の
可
能
性
、
す
な
わ
ち
意
味
を
受
け
取
る
こ
と

の
偶
然
性
が
伴
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
心
理
療
法
的
な
対
話
は

た
と
え
ば
法
廷
や
議
会
で
の
対
話
と
異
な
り
、
そ
の
曖
昧
さ
や
多
義
性

を
む
し
ろ
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。

そ
の
曖
昧
さ
の
な
か
に
表
れ
る
「
誤
読
」
の
可
能
性
に
は
、
た
と
え

ば
治
療
者
の
言
葉
が
心
理
状
態
や
対
人
関
係
の
パ
タ
ー
ン
に
関
す
る
適

切
な
解
釈
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
言
葉

を
か
け
る
こ
と
自
体
が
「
授
乳
」
や
「
攻
撃
」
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ

る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
治
療
者
も
同
様
に

ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
言
葉
を
さ
ま
ざ
ま
に
誤
読
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い

る
。
む
し
ろ
、
文
字
通
り
に
受
け
取
ら
ず
に
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
聴
く
と

い
う
態
度
は
「
誤
読
」
を
生
産
的
な
も
の
と
し
て
生
か
し
て
い
こ
う
と

い
う
も
の
だ
ろ
う
。

Ⅲ
一
般
に
は
、
原
因
や
理
由
が
分
か
ら
な
い
ま
ま
予
期
せ
ぬ
出
来
事
が

起
こ
る
こ
と
を
偶
然
と
い
う
。
心
理
療
法
に
お
い
て
は
、
偶
然
が
物
語

や
意
味
の
裂
け
目
と
し
て
現
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
を
前
章
で
み
た
。

つ
づ
い
て
九
鬼
周
造
（
一
八
八
八
―
一
九
四
一
）
の
『
偶
然
性
の
問
題
』

を
手
が
か
り
と
し
て
、
心
理
療
法
の
場
に
意
味
の
定
ま
ら
な
い
出
来
事

と
し
て
現
れ
て
く
る
偶
然
が
、
ど
の
よ
う
に
物
語
生
成
に
関
わ
っ
て
い
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く
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

九
鬼
は
八
年
間
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
あ
と
、
京
都
大

学
で
偶
然
性
を
テ
ー
マ
に
一
連
の
講
義
を
行
っ
た
。
第
一
次
大
戦
後
の

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ら
の
新
し
い
哲
学
が
誕

生
す
る
現
場
を
目
撃
し
て
き
た
九
鬼
は
、
従
来
の
西
洋
哲
学
の
根
底
に

あ
る
の
が
孤
立
し
た
主
体
で
あ
る
こ
と
を
見
ぬ
い
て
い
た
。
そ
し
て
主

体
と
主
体
の
出
会
い
に
現
れ
る
偶
然
性
を
重
視
す
る
哲
学
を
志
向
し
た

の
で
あ
る
。
必
然
性
を
原
理
と
す
る
近
代
の
知
を
克
服
す
る
も
の
と
し

て
九
鬼
が
取
り
上
げ
た
偶
然
性
の
問
題
は
、
時
間
論
や
文
学
論
な
ど
と

交
わ
り
つ
つ
「
い
ま
こ
こ
」
に
お
け
る
多
様
性
に
開
か
れ
た
他
者
と
の

偶
然
的
出
会
い
を
豊
か
に
記
述
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
こ
こ
で
臨

床
心
理
学
と
は
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い
偶
然
性
の
哲
学
を
と
り
あ
げ

る
の
も
、
心
理
療
法
が
個
別
性
や
一
回
性
、
現
在
性
と
い
っ
た
九
鬼
の

い
う
偶
然
性
の
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

講
義
を
も
と
に
一
九
三
五
年
に
出
版
さ
れ
た
『
偶
然
性
の
問
題
』
を

概
観
し
つ
つ
、
そ
の
後
、
心
理
療
法
に
お
け
る
偶
然
性
と
い
う
問
題
を

考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。『
偶
然
性
の
問
題
』
の
冒
頭
で
、
九
鬼
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

偶
然
性
と
は
必
然
性
の
否
定
で
あ
る
。
必
然
と
は
必
ず
然し
か

有
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
が
何
ら
か
の
意
味
で
自
己

の
う
ち
に
根
拠
を
有も

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
偶
然
と
は
偶
々
然し
か

有

る
の
意
で
、
存
在
が
自
己
の
う
ち
に
十
分
の
根
拠
を
有
っ
て
い
な
い

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
否
定
を
含
ん
だ
存
在
、
無
い
こ
と
の
出

来
る
存
在
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
偶
然
性
と
は
存
在
に
あ
っ
て
非

存
在
と
の
不
離
の
内
的
関
係
が
目
撃
さ
れ
て
い
る
と
き
に
成
立
す
る

も
の
で
あ
る
。
有
と
無
と
の
接
触
面
に
介
在
す
る
極
限
的
存
在
で
あ

る
。
有
が
無
に
根
ざ
し
て
い
る
状
態
、
無
が
有
を
侵
し
て
い
る
形
象

で
あ
る（

18
）。

必
然
性
と
は
存
在
が
自
己
の
う
ち
に
何
ら
か
の
根
拠
を
、
す
な
わ
ち

同
一
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
偶
然
性
と
は
そ

う
し
た
同
一
性
が
崩
れ
た
と
こ
ろ
に
現
れ
る
も
の
だ
。
偶
然
性
に
は
否

定
と
い
う
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
で
は
な
い
こ
と
も

あ
り
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
心
理
療
法
に
限
ら
ず
、
人
と
人
が

出
会
う
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
出
会
わ
な
い
こ
と
も
あ
り
え
た
と
い

う
点
で
偶
然
性
が
根
底
に
あ
る
（
た
と
え
事
後
的
に
「
そ
れ
は
運
命
の

出
会
い
だ
っ
た
」
な
ど
と
物
語
化
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
）。

九
鬼
は
偶
然
性
を
「
定
言
的
偶
然
」「
仮
説
的
偶
然
」「
離
接
的
偶
然
」

の
三
つ
の
様
態
か
ら
捉
え
て
い
る
。
定
言
的
偶
然
と
は
、
同
一
性
に
包

摂
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
例
外
的
な
個
物
お
よ
び
個
々
の
事
象
で
あ
り
、

仮
説
的
偶
然
と
は
あ
る
因
果
関
係
の
系
列
と
べ
つ
の
系
列
が
遭
遇
・
邂

逅
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
離
接
的
偶
然
と
は
、
あ
り
え
た
だ
ろ
う

諸
可
能
性
の
な
か
か
ら
実
際
に
生
成
し
た
ひ
と
つ
の
現
実
に
は
そ
れ
が

無
い
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
、
と
い
う
次
元
が
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
実
存
的
な
個
人
と
し
て

の
「
私
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
私
」
が
他
者
と
出
会
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
出
会
い
の
不
思
議
さ
や
運
命
性
の
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
よ

い
。「

た
ま
た
ま
」
と
い
う
偶
然
を
あ
ら
わ
す
言
葉
の
「
た
ま
」
は
、
九
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鬼
に
よ
る
と
、「
手
間
」
す
な
わ
ち
「
間
」
と
い
う
こ
と
だ
と
い
う
。
そ

れ
は
時
間
的
空
間
的
な
間
隔
で
あ
り
、
間
隔
が
広
が
る
ほ
ど
「
ま
れ
」

（
間
有
れ
）
な
も
の
と
な
る
（
空
間
的
に
隣
接
し
、
時
間
的
に
継
起
す
る

ふ
た
つ
の
出
来
事
の
あ
い
だ
に
想
像
さ
れ
る
必
然
的
な
関
係
が
因
果
律

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
間
隔
が
大
き
く
な
れ
ば

な
る
ほ
ど
そ
れ
は
偶
然
性
に
近
づ
く
）。
し
た
が
っ
て
「
ま
」
と
は
偶
然

性
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
ば
「
ま
が
悪
い
」
と
は
、
遭
遇

し
た
偶
然
が
適
合
性
を
欠
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
既
に
述
べ
た
、
対

話
の
な
か
の
飛
躍
や
沈
黙
と
い
っ
た
「
ま
」
も
ま
た
、
偶
然
性
の
ひ
と

つ
の
表
れ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

例
外
的
な
個
物
や
個
々
の
事
象
は
、
そ
れ
が
例
外
的
（
す
な
わ
ち
必

然
性
を
も
た
な
い
）
が
ゆ
え
に
同
一
性
を
揺
る
が
す
よ
う
な
存
在
だ
。

さ
き
ほ
ど
実
存
的
個
人
と
し
て
の
「
私
」
が
他
者
と
出
会
う
、
と
い
う

い
い
方
を
し
た
が
、
そ
の
「
私
」
の
な
か
に
さ
え
物
語
的
な
自
己
同
一

性
に
収
ま
ら
な
い
数
々
の
例
外
が
あ
る
。
外
傷
的
な
記
憶
や
神
経
症
の

症
状
、
あ
る
い
は
夢
な
ど
の
非
合
理
と
み
ら
れ
る
も
の
も
、
同
一
性
か

ら
逸
脱
す
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
例
外
的
偶
発
的
な
事
象
は

そ
の
必
然
性
が
分
か
ら
な
い
が
ゆ
え
に
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
わ
れ
る（

19
）。

こ
う
し
て
、
九
鬼
の
い
う
個
別
的
事
象
と
し
て
の
定
言
的
偶
然
は
ふ
た

つ
の
因
果
系
列
の
出
会
い
・
遭
遇
と
い
う
問
題
へ
と
開
か
れ
て
い
く
の

で
あ
る
。

偶
然
と
は
、
異
な
る
複
数
の
因
果
系
列
の
出
会
い
に
お
い
て
起
こ
る

も
の
で
あ
る
。
た
だ
無
関
係
な
出
来
事
が
ば
ら
ば
ら
に
起
こ
っ
た
だ
け

で
は
そ
れ
が
偶
然
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ふ
た
つ
の
因
果
系
列

が
交
叉
し
、
な
ん
ら
か
の
変
化
が
生
じ
た
と
き
に
偶
然
が
意
識
さ
れ
る

の
で
あ
る
。「
偶
」
と
い
う
字
は
双
、
対
、
並
、
合
な
ど
を
意
味
し
て
お

り
、「
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
」「
め
ぐ
り
合
わ
せ
」「
ま
ぐ
れ
当
た
り
」

「
仕
合
せ
」
な
ど
と
い
う
偶
然
に
関
す
る
言
葉
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
偶

然
性
は
「
独
立
な
る
二
元
の
邂
逅
と
い
う
意
味
構
造
」
を
も
っ
て
い
る（

20
）。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
偶
然
の
邂
逅
が
起
こ
る
の
は
「
い
ま
」
と
い
う
時

間
に
お
い
て
で
あ
る
。

可
能
性
の
時
間
が
未
来
で
あ
り
、
必
然
性
の
時
間
性
が
過
去
で
あ

る
に
反
し
て
、
偶
然
性
の
時
間
性
は
「
い
ま
」
を
図
式
と
す
る
現
在

○

○

で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
未
来
的
の
可
能
は
現
実
を
通
し
て
過
去
的
の

必
然
へ
推
移
す
る
。
可
能
は
、
大
な
る
可
能
性
か
ら
不
可
能
性
に
接

す
る
極
微
の
可
能
性
に
至
る
ま
で
、
可
能
の
可
能
性
に
よ
っ
て
現
実

と
な
る
。
現
実
は
必
然
へ
展
開
す
る
。
そ
う
し
て
一
般
に
、
可
能
が

現
実
面
へ
出
遇
う

○

○

○

場
合
が
広
義
の
偶
然
で
あ
る（

21
）。

こ
こ
で
九
鬼
は
偶
然
性
と
時
間
論
を
結
び
つ
け
つ
つ
、「
い
ま
こ
こ
」

に
お
い
て
現
実
が
生
成
し
て
く
る
、
ま
さ
に
そ
の
運
動
を
捉
え
よ
う
と

し
て
い
る
。
未
来
性
を
孕
ん
だ
可
能
が
現
在
性
に
お
け
る
現
実
と
出
会

い
、
展
開
し
て
い
く
運
動
で
あ
る
。
九
鬼
は
、
世
界
を
静
的
に
み
る
視

点
と
動
的
に
み
る
視
点
を
表
す
と
し
て
、
ふ
た
つ
の
図
を
挙
げ
て
い
る
。

必
然
、
偶
然
、
可
能
、
不
可
能
と
い
う
四
つ
の
頂
点
を
も
っ
た
正
方
形

で
表
さ
れ
た
図
だ
。
ま
ず
最
初
の
図
（
Ⅰ
）
で
は
必
然
と
偶
然
が
結
び

つ
い
て
現
実
を
構
成
し
て
い
る
。
可
能
と
不
可
能
が
結
び
つ
い
て
、
い

ま
だ
現
実
に
は
現
れ
て
き
て
い
な
い
潜
在
的
な
も
の
と
し
て
非
現
実
を

構
成
す
る
。
現
実
と
非
現
実
を
結
ぶ
破
線
で
描
か
れ
た
垂
直
軸
は
「
言
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明
性
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ

こ
で
は
現
実
と
非
現
実
の

境
は
明
確
で
あ
る
。
必
然

と
不
可
能
と
い
う
斜
め
の

対
立
を
結
ぶ
破
線
は
「
確

証
性
」
で
あ
り
、
偶
然
と

可
能
を
結
ぶ
破
線
が
「
問

題
性
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
可
能
性
の
極
限
が
必

然
性
と
な
り
、
偶
然
性
の

極
限
は
不
可
能
性
に
い
た
る
。
こ
こ
で
は
、
現
実
に
お
い
て
「
な
い
こ

と
が
不
可
能
」（
つ
ま
り
必
ず
あ
る
）
な
も
の
が
必
然
と
な
り
、「
な
い

こ
と
が
可
能
」（
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
）
も
の
が
偶
然
と
し
て
一
対
と

な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
非
現
実
に
お
い
て
、「
あ
り
う
る
」
も
の
が
い
わ

ゆ
る
可
能
で
あ
り
、「
あ
り
え
な
い
」
も
の
が
い
わ
ゆ
る
不
可
能
で
あ
る

と
し
て
対
立
関
係
に
お
か
れ
る
。
こ
う
し
た
立
場
で
は
い
わ
ば
す
べ
て

が
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
決
定
論
的
な
様
相
を
も
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

一
方
、
も
う
ひ
と
つ
の
図
（
Ⅱ
）
で
は
、
現
実
は
い
ま
ま
さ
に
生
成

し
つ
つ
あ
る
動
的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
問
題
を
孕
み
つ
つ
展

開
し
て
い
く
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
可
能
と
偶
然
を
結

ぶ
問
題
性
が
起
点
と
さ
れ
、
先
の
図
で
は
は
っ
き
り
と
し
て
い
た
現

実
／
非
現
実
の
軸
の
同
一
性
は
揺
ら
い
で
い
る
。
現
実
は
可
能
性
と
偶

然
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
常
に
問
題
を
展
開
さ
せ
て
い
る
。

そ
し
て
、
可
能
性
は
未
来
性
に
も
と
づ
い
て
「
不
安
」
と
い
う
感
情
を

等
価
と
し
て
も
っ
て
い
る
。
潜
在
的
に
、
未
来
を
孕
ん
で
い
る
と
い
う

緊
張
が
こ
こ
に
は
あ

る
。
不
安
は
未
来
に

お
い
て
可
能
で
あ
る

事
象
の
性
質
に
よ
っ

て
希
望
や
心
配
と
い

う
か
た
ち
と
し
て
表

れ
る
。
こ
の
潜
在
的

な
可
能
性
が
現
実
に

展
開
し
て
い
き
必
然

性
に
い
た
る
と
、
そ

の
過
去
性
に
も
と
づ

い
て
緊
張
状
態
は
弛
緩
・
沈
静
し
て
い
く
。
そ
の
感
情
等
価
は
「
平
穏
」

で
あ
り
、
満
足
や
安
心
、
失
望
、
憂
鬱
と
い
っ
た
か
た
ち
を
と
る
。
偶

然
性
は
、「
奇
遇
」「
奇
縁
」
な
ど
と
い
う
言
葉
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
、

「
驚
異
」
と
い
う
感
情
を
等
価
と
し
て
も
つ
。
こ
れ
は
出
来
事
が
未
解
決

の
ま
ま
に
眼
前
に
投
げ
出
さ
れ
る
こ
と
へ
の
驚
き
の
感
情
だ
。

驚
き
を
伴
う
ふ
た
つ
の
因
果
系
列
の
偶
然
の
出
会
い
は
、
こ
の
出
会

い
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
か
が
、
あ
る
い
は
双
方
が
変
化
す
る
こ
と
が
避
け

ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
二
元
性
の
緊
張
を
た
も
っ

た
ま
ま
そ
の
変
化
を
内
包
し
て
い
く
動
き
を
、
九
鬼
は
「
偶
然
性
の
内

面
化
」
と
し
て
論
じ
る
。

偶
然
性
は
「
こ
の
場
所
」「
こ
の
瞬
間
」
に
お
け
る
独
立
な
る
二
元

の
邂
逅
と
し
て
尖
端
の
危
う
き
に
立
っ
て
辺
際
な
き
無
に
臨
む
も
の

で
あ
る
。〔
…
〕
偶
然
性
は
学
的
認
識
に
対
し
て
限
界
を
形
成
し
て
い

現　　実 

言
　
明
　
　
性 

確
　
証
　
　
性 

問
　
題
　
　
性 

非　現　実 
図Ⅰ 

必
然 

偶
然 

可
能 

不
可
能 

確
証
性 

問　題　性 

現　　　　　実 

必
然 

可
能 

偶
然 

不
可
能 図Ⅱ 
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る
。〔
…
〕
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
限
界
は
理
論
的
実
存
性
に
対
し
て

端
初
の
意
義
を
有
つ
こ
と
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
経
験
的
認

識
は
認
識
の
限
界
た
る
偶
然
性
か
ら
出
発
し
常
に
こ
の
限
界
に
制
約

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
に
斉
合
と
統
一
と
を
与

え
る
理
論
的
体
系
の
根
源
的
意
味
は
他
者
の
偶
然
性
を
捉
え
て
そ
の

具
体
性
に
お
い
て
一
者
の
同
一
性
へ
同
化
し
内
面
化
す
る
こ
と
に
存

し
て
い
る
。
真
の
判
断
は
偶
然
―
必
然
の
相
関
に
お
い
て
事
実
の
偶

然
性
に
立
脚
し
て
偶
然
の
内
面
化
を
課
題
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
思
推
の
根
本
原
理
た
る
同
一
律
は
内
面
化
の
原
理
に
ほ
か

な
ら
な
い
。「
甲
は
甲
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
「
我
は
我
で
あ
る
」
と

い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。〔
…
〕
し
か
し
そ
れ
は
エ
レ
ア
的
抽
象

的
普
遍
性
に
お
け
る
空
虚
な
る
同
一
性
を
目
指
す
の
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
同
一
律
に
よ
る
内
面
化
は
事
実
と
し
て
邂
逅
す
る
汝
の
偶

然
性
に
制
約
さ
れ
た
具
体
的
内
面
化
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。〔
…
〕

単
な
る
同
一
化
、
単
な
る
必
然
化
は
一
切
の
汝
、
一
切
の
偶
然
性
を

否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
宇
宙
論
へ
導
く
。
理
論
的
認
識
の
到
達

す
べ
き
理
想
は
単
な
る
必
然
性
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
偶
然
を
満

喫
し
偶
然
性
に
飽
和
さ
れ
た
「
偶
然
―
必
然
者
」
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い（

22
）。

こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
偶
然
性
の
内
面
化
と
は
、
単
な
る
同
一
化

や
必
然
化
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
同
一
化
は
他
者
や
偶
然
性
を
否
定

し
た
空
虚
な
同
一
性
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
九
鬼
の
い

う
内
面
化
と
は
、
一
者
と
他
者
の
統
合
し
え
な
い
分
裂
と
い
う
二
元
性

か
ら
生
起
し
て
く
る
運
動
そ
の
も
の
を
内
包
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
る
。

先
に
あ
げ
た
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
九
鬼
は
可
能
と
偶
然
の
結
ば

れ
た
問
題
性
と
い
う
地
平
か
ら
世
界
を
捉
え
よ
う
と
し
た
。
こ
の
図
の

下
半
分
は
い
ま
だ
潜
在
的
で
あ
る
が
、
可
能
性
や
多
様
性
、
あ
る
い
は

カ
オ
ス
に
満
ち
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
場
か
ら
、
偶
然
と
い
う
出
来
事

を
契
機
と
し
て
現
実
が
生
成
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

Ⅳ
九
鬼
周
造
の
偶
然
性
の
哲
学
は
、
世
界
を
静
的

ス
タ
テ
ィ
ッ
クな
、
あ
る
い
は
線
形

的
に
非
知
か
ら
知
へ
と
進
歩
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
（
こ
の
よ
う
な
視

点
か
ら
す
る
と
、
世
界
か
ら
偶
然
性
が
排
除
さ
れ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
が

歴
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
と
し
て
は
捉
え
な
か
っ
た
。
世
界
は
動
的

な
も
の
で
あ
り
、
潜
在
的
な
可
能
性
が
偶
然
性
を
通
じ
て
展
開
し
て
い

く
運
動
の
な
か
に
成
立
し
て
い
る
。
偶
然
性
は
経
験
的
認
識
の
限
界
、

エ
ッ
ジ
を
形
成
す
る
と
同
時
に
出
来
事
に
満
ち
た
多
様
な
世
界
の
現
れ

を
空
虚
な
概
念
の
同
一
性
に
還
元
し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
つ
か
む
可
能

性
を
指
し
示
し
て
い
る
。

ビ
オ
ン
も
ま
た
、
精
神
分
析
的
な
認
識
が
既
知
の
概
念
に
よ
っ
て
出

来
事
を
去
勢
し
て
い
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い
た
。

「
記
憶
な
く
欲
望
な
く
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
ビ
オ
ン
の
言
葉
が
あ
る（

23
）。

精
神
分
析
的
な
観
察
は
、
す
で
に
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
こ
れ

か
ら
起
こ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
も
関
係
が
な
い
。
今
ま
さ
に
生
じ
つ
つ

あ
る
出
来
事
の
み
が
精
神
分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
過
去
の

面
接
の
記
憶
や
こ
う
な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
未
来
へ
の
欲
望
は
捨
て
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ビ
オ
ン
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
面
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接
の
「
今
、
こ
こ
で
」
生
じ
て
い
る
こ
と
を
正
し
く
受
け
取
る
た
め
に

は
、
理
論
や
知
識
、
先
入
観
な
ど
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
は
な
ら
な
い

し
、
治
療
し
た
い
と
い
う
欲
望
や
さ
ら
に
い
え
ば
理
解
し
た
い
と
い
う

欲
望
で
さ
え
、
生
起
す
る
出
来
事
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り

う
る
と
い
う
こ
と
だ
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
の
面
接
に
と

っ
て
関
係
が
な
い
。
治
療
者
も
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
も
と
も
に
知
っ
て
い
る

こ
と
な
ら
そ
れ
は
も
は
や
用
済
み
で
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
が
知
っ
て

い
る
と
い
う
よ
う
な
状
態
は
防
衛
に
な
る
。
そ
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
セ
ッ

シ
ョ
ン
に
お
い
て
精
神
分
析
家
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
患
者
に
会
っ
た
こ

と
が
な
い
と
感
じ
る
心
の
状
態
を
創
り
出
す
こ
と
を
目
指
す
べ
き（

24
）」
だ

と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
意
見
に
従
う
こ
と
で
治
療
者
の
不
安
や

よ
り
ど
こ
ろ
の
な
さ
が
著
し
く
増
大
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
予

想
で
き
る
。
別
の
と
こ
ろ
で
ビ
オ
ン
は
こ
の
よ
う
な
状
況
を
「
情
緒
の

嵐
」
と
呼
ん
で
い
る（

25
）。
ふ
た
り
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
が
出
会
い
、
対
話

（
あ
る
い
は
沈
黙
）
す
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ
が
他
者
と
の
出
会
い
で
あ

る
が
ゆ
え
に
情
緒
的
な
混
乱
が
多
か
れ
少
な
か
れ
か
な
ら
ず
生
じ
る
。

通
常
の
対
話
で
は
そ
こ
で
表
れ
る
ズ
レ
や
混
乱
は
、
そ
れ
ま
で
の
話
や

対
人
関
係
の
文
脈
に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
対
話
の

目
的
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
要
す
る
に
、
過
去-

現
在-
未

来
と
い
う
日
常
的
な
時
間
の
な
か
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
で
混
乱
が
回
避

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
ビ
オ
ン
は
こ
の
混
乱
の
な
か
に
あ
る
未
知

や
不
確
か
さ
、
混
沌
な
ど
に
と
ど
ま
る
こ
と
こ
そ
が
「
今
、
こ
こ
」
に

新
た
に
生
ま
れ
て
く
る
も
の
を
捉
ま
え
る
た
め
に
は
不
可
欠
だ
と
考
え

る
。
そ
れ
は
、
心
理
療
法
に
と
っ
て
偽
り
の
統
合
を
あ
た
え
る
メ
タ
・

レ
ベ
ル
の
視
点
を
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
、
現
在
に
お
い
て
意
識
を
か
ぎ
り

な
く
微
分
化
し
て
い
く
よ
う
な
行
為
だ
。
な
に
か
新
し
い
意
味
を
発

見
・
創
造
す
る
た
め
に
は
、
既
知
の
概
念
に
あ
て
は
め
る
の
で
は
な
く
、

拡
散
し
た
出
来
事
に
直
面
し
て
そ
の
無
意
味
さ
を
認
め
る
と
こ
ろ
か
ら

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、「
好
奇
心
の
可
能
性
」

は
端
か
ら
押
し
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
と
ビ
オ
ン
は
い
う（

26
）。

ビ
オ
ン
の
い
う
「
経
験
か
ら
学
ぶ
」
こ
と
と
は
、
こ
の
よ
う
に
拡
散

し
て
意
味
を
も
た
な
い
モ
ノ
的
な
世
界
と
、
ひ
と
つ
の
筋
を
も
っ
た
物

語
的
な
世
界
の
あ
い
だ
の
運
動
で
あ
る（

27
）。
こ
れ
は
「
妄
想
―
分
裂
ポ
ジ

シ
ョ
ン
」
か
ら
「
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
へ
の
移
行
と
呼
ば
れ
る
よ
う

な
動
き
と
対
応
し
て
い
る
。
ビ
オ
ン
は
混
沌
と
し
た
状
態
に
対
し
て
迫

害
的
に
な
ら
ず
に
耐
え
る
こ
と
が
治
療
者
に
は
要
求
さ
れ
る
と
い
う
意

味
で
、
妄
想-

分
裂
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ
た
る
心
的
状
態
を
「
忍
耐

（patient

）」
と
し
、
物
語
化
さ
れ
た
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
相
当
す
る

状
態
を
「
安
心
（security

）」
と
、
端
的
に
述
べ
て
い
る（

28
）。
こ
の
移
行

を
線
形
的
な
発
達
段
階
や
あ
る
い
は
病
理
か
ら
よ
り
高
次
の
段
階
の
達

成
と
い
う
視
点
か
ら
の
み
捉
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。「
記
憶
な
く
欲

望
な
く
」
と
い
う
不
可
能
に
も
思
え
る
ビ
オ
ン
の
要
請
は
、
む
し
ろ
こ

の
運
動
そ
の
も
の
を
積
極
的
に
抱
え
て
い
こ
う
と
す
る
姿
勢
に
他
な
ら

な
い
。
こ
れ
は
、
た
と
え
ば
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
「
探
求
す
る
こ
と
は
、

バ
ラ
バ
ラ
で
無
定
形
に
機
能
す
る
こ
と
か
ら
の
み
、
あ
る
い
は
ち
ょ
う

ど
中
立
地
帯
に
お
け
る
よ
う
に
多
分
ば
か
ば
か
し
く
見
え
る
遊
ぶ
こ
と

か
ら
、
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
で
の
み
、
つ
ま
り
、
こ
の
人
格
の
無
統
合

状
態
に
お
い
て
の
み
、
創
造
的
と
い
え
る
も
の
が
出
現
可
能
な
の
で
あ

る（
29
）」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
な
事
態
と
も
対
応
し
て
い
る
。
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投

稿

論

文

（1）

妄
想
―
分
裂
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
は
出
来
事
に
一
貫
性
を
み
る
「
私
」
と

い
う
視
点
は
十
分
成
立
し
て
お
ら
ず
、
も
の
ご
と
が
た
だ
偶
発
的
に
生

起
す
る
（
よ
う
に
体
験
さ
れ
る
）
と
い
う
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
一
方
、

抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
主
体
と
し
て
の
自
己
が
誕
生
し
、
歴

史
的
な
自
己
が
現
れ
る（

30
）。
も
ち
ろ
ん
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
こ
れ
は
一

方
通
行
の
発
達
段
階
で
は
な
い
。
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
と
ば
口
に
達

す
る
こ
と
で
「
両
者
の
あ
い
だ
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
う
ち
た
て
る
こ

と
に
多
少
と
も
成
功
す
る（

31
）」
の
だ
と
い
え
る
。

で
は
、
ク
ラ
イ
ニ
ア
ン
が
妄
想
―
分
裂
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
よ
う
な

体
験
様
式
が
、
病
理
的
で
迫
害
的
世
界
と
創
造
的
な
世
界
を
と
も
に
産

出
す
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
ど
う
し
て
だ

ろ
う
か
。
創
造
性
と
病
理
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
る
の
は
こ
こ
で
の
射

程
を
越
え
る
の
で
、
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
の
「
創
造
の
病
」
と
い
う
視
点（

32
）

と
の
関
連
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
、
ビ
オ
ン
が
「
夢
想
（reverie

）」
と

名
づ
け
た
バ
ラ
バ
ラ
の
体
験
を
包
容
し
つ
つ
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
体
験
へ
と

変
容
す
る
働
き
を
も
っ
た
機
能
に
触
れ
て
論
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

夢
想
と
は
、
治
療
者
が
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
幻
想
を
受
け
入
れ
包
容

（contain

）
す
る
こ
と
の
治
療
的
意
義
と
関
連
し
て
ビ
オ
ン
が
論
じ
た

も
の
だ（

33
）。
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
面
接
中
に
治
療
者
の
心
に
浮
か
ぶ
さ

ま
ざ
ま
な
空
想
や
連
想
が
、
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
の
心
的
内
容
（
そ
れ
に
は

ビ
オ
ン
が
β
要
素
と
述
べ
た
病
理
的
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
）
を
包

容
し
、
消
化
す
る
こ
と
を
助
け
る
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
発
達
的
に
み

れ
ば
、
た
と
え
ば
、
母
親
の
夢
想
は
乳
児
の
未
分
化
な
感
覚
や
破
壊
性

を
抱
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。

バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
は
『
夢
想
の
詩
学
』
で
夢
想
は
偶
然
性
や
出
来
事
に

反
す
る
と
述
べ
て
い
る
が（

34
）、
し
か
し
夢
想
と
は
そ
も
そ
も
「
フ
ッ
ト
」

心
に
思
っ
た
り
、「
ヒ
ョ
ッ
コ
リ
」
浮
か
ん
で
く
る
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ

ら
の
擬
音
は
、
九
鬼
が
偶
然
性
の
聴
覚
的
象
徴
と
し
て
挙
げ
た
言
葉
で

も
あ
る
。
夢
想
は
た
ま
た
ま
心
に
浮
か
ん
で
き
た
意
味
の
な
い
も
の
だ

と
感
じ
ら
れ
る
。
心
理
療
法
と
い
う
文
脈
に
か
な
ら
ず
し
も
収
ま
ら
な

い
、
不
安
定
で
分
か
り
に
く
い
も
の
と
し
て
表
れ
る
。

オ
グ
デ
ン
は
、
ビ
オ
ン
の
夢
想
と
い
う
概
念
を
間
主
観
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
発
展
的
に
論
じ
て

い
る（

35
）。
夢
想
は
個
人
的
、
私
的
な
出
来
事
で
あ
る
と
同
時
に
、
間
主
観

的
な
も
の
で
も
あ
る
。
夢
想
が
い
か
に
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
も
の
と
感
じ

ら
れ
た
と
し
て
も
（
た
と
え
ば
治
療
者
の
生
活
の
出
来
事
を
め
ぐ
る
夢

想
な
ど
）、
そ
れ
を
「
自
分
自
身
の
問
題
」
だ
と
し
て
追
い
払
う
べ
き
で

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
そ
れ
が
「
面
接
の
外
」
の
こ
と
と
関
係

し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
治
療
者
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト

の
関
係
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
文
脈
を
も
つ
こ
と
に
な
る
か

ら
だ
と
い
う
。
夢
想
は
分
析
的
対
話
を
構
成
す
る
言
葉
と
言
葉
の
あ
い

だ
や
沈
黙
の
う
ち
に
あ
り
、
治
療
者
と
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
は
な
に
か
に
思

い
を
め
ぐ
ら
せ
た
り
、
空
想
し
た
り
、
あ
る
い
は
突
然
浮
か
ん
で
き
た

イ
メ
ー
ジ
に
驚
い
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
治
療
者
と
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
の
夢
想
が
重
な
り
会
う
領
域
に
、
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
が
「
遊
び

の
空
間
」
と
か
「
可
能
性
空
間
」
と
呼
ん
だ
治
療
的
な
場
が
生
ま
れ
る

の
で
あ
る（

36
）。
そ
の
よ
う
な
場
で
は
、
夢
想
が
出
来
事
を
抱
え
る
と
同
時

に
、
夢
想
自
体
が
出
来
事
的
に
、
自
由
に
浮
か
ん
で
く
る
こ
と
が
可
能

に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
夢
想
と
は
、
ち
ょ
う
ど
妄
想-

分
裂
ポ
ジ
シ
ョ

ン
と
抑
う
つ
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
、
あ
る
い
は
意
味
以
前
の
偶
発
的
な
出
来
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事
と
、
物
語
を
橋
渡
し
す
る
よ
う
な
働
き
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う（

37
）。

Ⅴ
心
理
療
法
は
治
療
構
造
に
よ
っ
て
日
常
と
非
日
常
を
人
為
的
に
区
分

し
、
そ
う
す
る
こ
と
で
い
わ
ば
い
っ
た
ん
立
ち
止
ま
っ
て
自
己
を
振
り

返
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
視
点
を
創
り
出
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
私
が

「
私
」
を
対
象
化
し
て
語
る
と
い
う
行
為
が
可
能
と
な
り
、
出
来
事
は
継

起
的
な
時
間
配
列
を
も
っ
て
物
語
化
さ
れ
て
い
く
。
し
か
し
自
己
に
対

し
て
無
限
に
特
権
的
な
視
点
を
も
つ
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
不
可
能
だ
し
、

い
ま
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
心
理
療
法
の
場
自
体
に
出
来
事
が
生

起
し
て
く
る
た
め
に
、
物
語
が
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い（

38
）。
む

し
ろ
、
あ
ま
り
に
首
尾
一
貫
し
た
物
語
は
、
な
に
か
を
覆
い
隠
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
も
い
え
る
。
心
理
療
法
に
お
け
る
偶
然
性
に
注
目

す
る
こ
と
は
、
性
急
な
物
語
化
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ
て
し
ま
う
出
来

事
に
微
分
的
な
視
線
を
向
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
出
来

事
の
意
味
が
潜
在
的
か
つ
未
決
定
で
バ
ラ
バ
ラ
な
た
め
に
不
安
の
な
か

に
投
げ
出
さ
れ
る
よ
う
な
体
験
だ
が
、
物
語
が
生
成
し
、
変
化
す
る

「
今
、
こ
こ
」
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
当
然
、
そ
れ
は
目

の
前
で
生
起
し
て
く
る
出
来
事
に
対
し
て
治
療
者
が
ど
の
よ
う
な
選
択

を
し
、
コ
ミ
ッ
ト
す
る
か
と
い
う
問
題
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ

る
。

註（
１
）
Ｗ
・
ビ
オ
ン
『
ビ
オ
ン
と
の
対
話
―
―
そ
し
て
、
最
後
の
四
つ
の
論
文
』

祖
父
江
典
人
訳
、
金
剛
出
版
、
一
九
九
八
年
、
五
二
頁
。

（
２
）
Ｄ
・
Ｐ
・
ス
ペ
ン
ス
『
フ
ロ
イ
ト
の
メ
タ
フ
ァ
ー
』
妙
木
浩
之
訳
、
産

業
図
書
、
一
九
九
二
年
。

（
３
）
Ｊ
・
ブ
ル
ー
ナ
ー
『
可
能
世
界
の
心
理
』
田
中
一
彦
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
九
八
年
、
八
四
頁
。

（
４
）
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
第
七
巻
』
懸

田
克
躬
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
四
年
。

Ｒ
・
シ
ェ
フ
ァ
ー
は
ス
ペ
ン
ス
と
な
ら
ん
で
、
精
神
分
析
で
物
語
と
い
う
視

点
を
強
調
し
て
い
る
。S

ch
afer,

R
.,

R
etelling

a
L

ife:
N

arration
and

D
ialogue

in
Psychoanalysis.,N

ew
Y

ork
,B

asicB
ooks,1992.

（
５
）
Ａ
・
ヤ
ッ
フ
ェ
編
『
ユ
ン
グ
自
伝
』
河
合
隼
雄
他
訳
、
み
す
ず
書
房
、

一
九
七
二
年
、
一
七
頁
。
ま
た
、
ヒ
ル
マ
ン
も
治
療
と
は
人
生
を
あ
ら
た
め
て

物
語
化
す
る
こ
と
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。H

illm
an,

J.,
"T

he
F

iction
of

C
ase

H
istory

:A
R

ound
w

ith
F

reud"
,in

H
ealing

F
iction,N

ew
Y

ork
,

Spring
Publication,1983.

（
６
）
Ｓ
・
マ
ク
ナ
ミ
ー
、
Ｋ
・
Ｊ
・
ガ
ー
ゲ
ン
『
ナ
ラ
テ
ィ
ヴ
・
セ
ラ
ピ
ー

―
社
会
構
成
主
義
の
実
践
』
野
口
裕
二
・
野
村
直
樹
訳
、
金
剛
出
版
、
一
九
九

七
年
。

（
７
）
Ａ
・
ク
ラ
イ
ン
マ
ン
『
病
の
語
り
』
江
口
重
幸
他
訳
、
誠
信
書
房
、
一

九
九
六
年
。

（
８
）
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
「
日
常
生
活
の
精
神
病
理
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
第
四
巻
』

懸
田
克
躬
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
〇
年
。

（
９
）
同
上
、
二
〇
九
頁
。

（
10
）
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
研
究
」。
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投

稿

論

文

（1）

（
11
）
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
「
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
病
因
に
つ
い
て
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集

第
十
巻
』
高
橋
義
孝
、
生
末
敬
三
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
八
三
年
、
八
頁
。

（
12
）
同
右
、
一
二
頁
〜
一
三
頁
。

（
13
）「
精
神
分
析
に
お
け
る
構
成
の
仕
事
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
第
九
巻
』
小

此
木
啓
吾
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
八
三
年
。

（
14
）
ス
ペ
ン
ス
は
フ
ロ
イ
ト
の
こ
の
よ
う
な
発
掘
・
発
見
の
メ
タ
フ
ァ
ー
を

批
判
し
、
精
神
分
析
で
扱
わ
れ
る
歴
史
は
「
歴
史
的
事
実
」
で
は
な
く
共
同
主

観
的
に
構
成
さ
れ
る
「
物
語
的
真
実
」
で
あ
る
と
論
じ
て
い
る
。S

pence,
R

.,

N
arrative

T
ruth

and
H

istorical
T

ruth
:m

eaning
and

interpretation

in
psychoanalysis,N

ew
Y

ork,N
orton,1982.

（
15
）
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」『
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
第
六
巻
』
井

村
恒
郎
、
小
此
木
啓
吾
他
訳
、
人
文
書
院
、
一
九
七
〇
年

（
16
）
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
「
共
時
性:

非
因
果
的
連
関
の
原
理
」『
自
然
現
象
と

心
の
構
造
―
非
因
果
的
連
関
の
原
理
―
』
Ｗ
・
パ
ウ
リ
と
の
共
著
　
河
合
隼
雄
、

村
上
陽
一
郎
訳
、
海
鳴
社
、
一
九
七
六
年
。

（
17
）
Ｊ
・
ブ
ル
ー
ナ
ー
、
前
掲
書
、
四
三
頁
。

（
18
）
九
鬼
周
造
『
偶
然
性
の
問
題
・
文
芸
論
』
燈
影
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
六

頁
。

（
19
）
患
う
こ
と
と
し
て
の
病
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
な
ふ
た
つ
の
根
本
的
な

問
い
を
生
む
と
ク
ラ
イ
ン
マ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
お
き
た

い
。
す
な
わ
ち
「
ど
う
し
て
私
が
？
」
と
い
う
困
惑
の
問
い
と
、「
何
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
か
？
」
と
い
う
秩
序
と
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
問
い
で
あ
る
。

Ａ
・
ク
ラ
イ
ン
マ
ン
、
前
掲
書
、
三
六
頁
。

（
20
）
九
鬼
、
前
掲
書
、
一
〇
四
頁
。

（
21
）
九
鬼
、
前
掲
書
、
一
八
一
〜
一
八
二
頁
。

（
22
）
九
鬼
、
前
掲
書
、
二
二
二
〜
二
二
三
頁
。

（
23
）
Ｗ
・
ビ
オ
ン
「
記
憶
と
欲
望
に
つ
い
て
の
覚
書
」『
メ
ラ
ニ
ー
ク
ラ
イ

ン
・
ト
ゥ
デ
イ
③
』
二
一
〜
二
七
頁
、
Ｅ
・
Ｂ
・
ス
ピ
リ
ウ
ス
編
、
松
木
邦
裕

監
訳
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
。

（
24
）
同
右
、
二
三
頁
。

（
25
）
Ｗ
・
ビ
オ
ン
「
思
わ
し
く
な
い
仕
事
に
最
善
を
尽
く
す
こ
と
」『
ビ
オ
ン

と
の
対
話
―
―
そ
し
て
、
最
後
の
四
つ
の
論
文
』
祖
父
江
典
人
訳
、
金
剛
出
版
、

一
九
九
八
年
。

（
26
）W

.R
.B

ion,T
ransform

ations,London,K
arnacB

ooks,1965,p.81.

（
27
）
Ｗ
・
ビ
オ
ン
『
精
神
分
析
の
方
法
Ⅰ
〈
セ
ブ
ン
・
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ツ
〉』
福

本
修
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
九
年
。

（
28
）
Ｌ
・
グ
リ
ン
ベ
ル
グ
、
Ｄ
・
ソ
ー
ル
、
Ｅ
・
Ｔ
・
ビ
ア
ン
チ
ェ
デ
ィ

『
ビ
オ
ン
入
門
』
高
橋
哲
郎
訳
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
一
二
〇

〜
一
二
一
頁
。

ビ
オ
ン
の
言
う
「
安
心
」
を
、
九
鬼
が
論
じ
た
必
然
性
の
感
情
等
価
で
あ
る

「
平
穏
」
と
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
29
）
Ｄ
・
Ｗ
・
ウ
ィ
ニ
コ
ッ
ト
『
遊
ぶ
こ
と
と
現
実
』
橋
本
雅
雄
訳
、
岩
崎

学
術
出
版
社
、
一
九
七
九
年
、
九
〇
頁
。

（
30
）
Ｔ
・
Ｈ
・
オ
グ
デ
ン
『
心
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
―
―
対
象
関
係
論
と
の
対

話
』
狩
野
力
八
郎
、
藤
山
直
樹
訳
、
岩
崎
学
術
出
版
社
、
一
九
九
六
年
。

（
31
）
同
右
、
五
四
頁
。

（
32
）
Ｈ
・
エ
レ
ン
ベ
ル
ガ
ー
『
無
意
識
の
発
見
』
中
井
久
夫
、
木
村
敏
訳
、

弘
文
堂
、
一
九
八
〇
年
。

（
33
）
Ｗ
・
ビ
オ
ン
『
精
神
分
析
の
方
法
Ⅰ
〈
セ
ブ
ン
・
サ
ー
ヴ
ァ
ン
ツ
〉』
前

掲
書
。

（
34
）
Ｇ
・
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
『
夢
想
の
詩
学
』
及
川
馥
訳
、
思
想
社
、
一
九
七

六
年
。

（
35
）T

h
om

as
H

.
O

gden,
R

everie
and

Interpretation:
S

ensing

Som
ething

H
um

an,London,Jason
A

ronson
Inc.,1997.
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（
36
）ibid.,p.117.

（
37
）
夢
想
は
フ
ロ
イ
ト
の
「
自
由
に
漂
う
注
意
」
と
同
じ
よ
う
な
働
き
を
言

い
表
す
言
葉
で
、
心
を
感
覚
的
な
も
の
か
ら
心
的
な
も
の
に
移
行
さ
せ
る
機
能

を
も
つ
。Joan

and
N

eville
S

ym
ington,

T
he

C
linical

T
hinking

of

W
ilfred

B
ion,London,R

outledge,1966,p.168.

（
38
）
川
嵜
は
、
心
理
療
法
に
現
れ
る
象
徴
的
イ
メ
ー
ジ
や
転
移
は
、
既
存
の

自
我
の
体
系
を
超
え
た
も
の
を
体
系
内
に
お
い
て
表
す
、
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
を
も
つ
が
ゆ
え
に
自
我
体
系
に
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
て

い
る
。
川
嵜
克
哲
「
心
理
療
法
に
お
い
て
因
果
律
が
揺
ら
ぐ
こ
と
の
意
義
と
そ

の
諸
形
態
に
つ
い
て
」『
講
座
心
理
療
法
第
７
巻
　
心
理
療
法
と
因
果
的
思
考
』

河
合
隼
雄
編
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
、
二
五
頁
〜
七
一
頁
。
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