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は
じ
め
に

　

本
研
究
は
十
九
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
理
想
郷
の
表
象
が
生
み
出
さ
れ

た
か
を
、
特
に
「
ス
イ
ス
」
と
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
う
ト
ポ
ス
を
文
学
や
音
楽
作
品
が
ど
う

取
り
上
げ
た
か
を
例
に
挙
げ
つ
つ
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
の
「
ど
の
よ
う

に
」
と
い
う
問
い
は
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
溢
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
想
郷
を
列
挙
す
る
こ
と
を
答

え
と
し
て
期
待
す
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
理
想
郷
の
ひ
と
つ
の
典
型
と
し
て
の
「
故

郷
」
の
像
の
成
り
立
ち
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
他
の
理
想
郷
と
外
見
的

に
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
想
郷
の
表
象
の
持
つ
原
理
的
な
性
格
を
解
明
す
る
こ
と
が

可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
欧
米
と
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
は
否
応
な
し

に
頻
繁
な
交
渉
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
植
民
地
主
義
に
よ
る
経
済
的
搾
取
や
文

化
的
な
圧
力
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
一
方
で
従
来
の
西
欧
中
心
的
な
世
界
観
や
美
的
規
範
が
揺

ら
ぎ
、
新
し
い
世
界
像
が
理
念
化
さ
れ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
す
で
に
十
八
世
紀
以
来
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
自
身
に
と
っ
て
、
異
国
（
ペ
ル
シ
ャ
、
ト
ル
コ
な
ど
）
は
自
ら
の
社
会
を
批
判

し
、
相
対
化
す
る
機
会
で
も
あ
っ
た
が
、
十
九
世
紀
半
ば
か
ら
は
さ
ら
に
時
間
的
な
過
去
や

未
来
が
自
ら
の
鏡
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
。
異
国
趣
味
の
ブ
ー
ム
や
実
際
の
海
外
渡

航
な
ど
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
新
し
い
図
像
が
芸
術
制
作
に
導
入
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
あ

る
と
き
は
新
奇
な
未
来
像
と
し
て
、
ま
た
あ
る
と
き
は
過
去
的
な
志
向
を
持
つ
も
の
と
し
て

機
能
す
る
。
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
思
い
描
い
た
別
世
界
に
は
、
恣
意
的
な
オ
リ
エ
ン
タ

リ
ズ
ム
の
ま
な
ざ
し
と
と
も
に
、
彼
ら
の
理
想
郷
の
喪
失
感
と
異
世
界
へ
の
期
待
感
と
が
な

い
ま
ぜ
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
正
当
な
意
味
で
の
多
元
的
価
値
観
と
は
遠
い
と
し
て

も
、
今
日
の
芸
術
制
作
に
も
通
底
す
る
動
機
が
認
め
ら
れ
よ
う
。

　

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
別
世
界
が
描
か
れ
る
仕
方
や
そ
れ
を
希
求
す
る
心
情
を
考
え
る
う

え
で
、
ス
イ
ス
と
い
う
土
地
の
像
と
、
ま
た
そ
れ
に
強
く
結
び
つ
け
ら
れ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

の
概
念
を
再
考
す
る
こ
と
が
助
け
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
ス
イ
ス
は
無
論
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

内
部
に
あ
る
も
の
の
、
そ
の
牧
人
た
ち
の
住
む
山
岳
や
湖
の
風
景
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ

て
新
し
い
場
所
の
ト
ポ
ス
を
提
供
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
つ
い

て
も
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
自
分
の
住
ま
う
現
実
の
世
界
と
は
別
の
世
界
を
思
い
描
く
こ
と
だ

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
的
な
過
去
に
向
か
う
に
せ
よ
、
故
郷
と
い
う
空
間
的
な
場
所
に

向
か
う
に
せ
よ
、
自
分
の
本
来
あ
る
べ
き
場
所
を
求
め
る
強
い
感
情
で
あ
る
。
風
景
に
讃
歎

す
る
、
あ
る
い
は
芸
術
作
品
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
経
験
と
並
ん
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
以
上

に
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
特
別
な
場
所
へ
の
感
性
の
顕
著
な
表
れ
で
あ
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の

向
か
う
先
の
場
所
が
い
か
な
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
異
世

界
表
象
の
構
造
を
見
定
め
る
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

も
っ
と
も
、
異
世
界
の
像
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
は
な

い
。
陰
惨
で
恐
怖
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
世
界
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
に
つ
い
て
は
こ

こ
で
は
取
り
上
げ
な
い
が
、
理
想
郷
と
い
う
こ
と
に
限
っ
て
も
、
そ
の
姿
は
必
ず
し
も
ノ
ス

タ
ル
ジ
ッ
ク
で
は
な
い
。
そ
れ
と
は
別
の
類
型
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
穏
や
か
な
故
郷
と
は
対
照
的
な
、
刺
激
的
で
輝
か
し
い
未
来
都

市
の
像
も
あ
る
。
そ
の
描
き
出
す
場
所
の
像
は
き
わ
め
て
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
懐
か
し

い
過
去
の
像
と
並
ん
で
古
代
以
来
の
文
学
的
な
ト
ポ
ス
で
あ
る
。
ま
た
「
か
つ
て
あ
っ
た
」

と
「
こ
れ
か
ら
あ
る
べ
き
」
と
い
う
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
い
ず
れ
も
今
の
自
分
に
と
っ
て

欠
け
て
い
る
本
来
的
な
場
所
と
し
て
夢
見
ら
れ
、
追
い
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー
の
対
象
と
未
来
世
界
と
の
間
に
は
、
見
か
け
以
上
に
共
通
点
が
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ

は
お
そ
ら
く
芸
術
作
品
の
作
り
出
す
仮
構
の
世
界
と
併
せ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
本
稿
で
は
そ
こ
ま
で
議
論
を
拡
げ
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
こ
で
ひ
と
つ
だ
け
、
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー
の
対
象
を
考
え
る
う
え
で
避
け
て
通
れ
な
い
問
題
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
「
過
去
」
に
せ
よ
「
未
来
」
に
せ
よ
、
作
ら
れ
た
も
の
で
し
か
な
い
理
念
が
特
定
の
場
所

と
し
て
具
現
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
人
為
的
に
作
ら
れ
た
も
の
を
当
然

の
も
の
と
し
て
暗
黙
の
う
ち
に
了
解
さ
せ
て
し
ま
う
「
自
然
化
」
と
い
う
操
作
が
働
い
て
い

る
（1）
。
と
り
わ
け
「
故
郷
」
と
い
う
理
念
は
生
ま
れ
た
土
地
と
結
び
つ
く
だ
け
に
自
然
化
の

操
作
は
顕
著
で
わ
か
り
や
す
い
。
他
方
で
、
本
来
あ
る
べ
き
場
所
と
し
て
、
人
工
的
な
、
あ

る
い
は
未
来
的
な
場
所
の
像
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
も
自
然
化
の
作
用
が
認

め
ら
れ
る
。
勿
論
、
そ
れ
ら
に
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
感
情
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
ユ
ー
ト
ピ
ア
小

説
の
描
く
理
想
郷
は
し
ば
し
ば
管
理
的
な
社
会
で
あ
り
、
建
物
も
街
路
も
幾
何
学
的
に
構
成

さ
れ
、
い
か
に
も
自
然
豊
か
な
風
景
と
は
全
く
異
質
な
感
覚
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
も
一
種
の
「
自
然
化
」
で
あ
る
。「
自
然
」
は
何
も
清
ら
か
な
山
河
や
田
園
で
あ
る
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必
要
は
な
い
（
ち
な
み
に
農
村
や
里
山
も
、
実
は
す
で
に
人
工
の
産
物
で
あ
る
が
）。
ま
た
古
い
家
屋

や
生
活
感
溢
れ
る
街
路
が
な
く
て
も
可
能
で
あ
る
。
清
潔
な
建
物
の
並
ぶ
未
来
都
市
で
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
す
で
に
理
念
が
感
性
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
出
現
し
て
い
る
。
自
分
の
身
体
が

そ
こ
に
入
り
込
み
、
本
来
の
し
か
る
べ
き
姿
で
と
る
べ
き
行
動
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
場
所

で
あ
る
。
安
堵
や
共
感
を
提
供
す
る
故
郷
の
像
と
、
緊
張
と
刺
激
を
も
た
ら
す
未
来
の
像
と

は
、
実
は
ど
ち
ら
も
自
分
自
身
の
分
裂
し
た
姿
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

「
自
然
化
」
は
む
し
ろ
「
感
性
化
」「
審
美
化
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
こ
で

も
し
「
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
を
本
来
の
自
分
へ
の
回
帰
願
望
と
す
る
な
ら
、
昔
懐
か
し
い
故
郷

の
み
な
ら
ず
、
未
来
都
市
に
対
し
て
も
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
本
稿
で
は
敢
え
て
そ
の
よ
う
な
用
語
法
は
採
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
の
向
か
う
先
に
は
、
理
想
化
さ
れ
た
自
分
の
あ
り
か
と
い
う
点
で
、
ユ
ー
ト
ピ
ア
性
格

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
下
の
各
章
で
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
の
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
へ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
」
が
新
し

い
ト
ポ
ス
と
し
て
い
か
に
し
て
誕
生
し
た
の
か
を
考
察
し
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
次
の
順
序

で
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

　

第
一
章
で
は
、
ま
ず
前
提
と
し
て
、
自
分
の
身
体
の
あ
り
か
が
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
の
か

を
整
理
し
た
の
ち
、
十
九
世
紀
初
め
に
は
、
催
眠
術
や
夢
遊
病
な
ど
へ
の
注
目
の
結
果
、
心

身
の
分
離
や
人
格
の
多
重
性
が
認
知
さ
れ
、
一
種
の
新
た
な
ト
ポ
ス
と
し
て
、
文
学
作
品
や

舞
台
作
品
を
通
じ
て
次
第
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
様
子
を
振
り
返
り
た
い
。
つ
い
で
、
第
二
章

で
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
発
祥
の
地
と
も
い
う
べ
き
ス
イ
ス
と
い
う
場
所
を
例
に
と
り
あ

げ
、
十
九
世
紀
の
理
想
郷
の
類
型
が
生
ま
れ
る
う
え
で
、
そ
れ
が
い
か
に
重
要
な
貢
献
を
し

た
の
か
を
、「
ハ
イ
ジ
」
と
い
う
世
界
的
に
広
く
読
ま
れ
た
物
語
や
十
九
世
紀
に
人
気
を
博

し
た
オ
ペ
ラ
作
品
の
い
く
つ
か
を
例
に
考
え
よ
う
。
最
後
に
、
第
三
章
と
む
す
び
で
は
、
心

身
間
の
（
あ
る
い
は
身
体
そ
の
も
の
の
う
ち
で
の
）
分
離
と
い
う
ト
ポ
ス
と
、
特
に
ス
イ
ス
の
像

と
し
て
顕
在
化
し
た
故
郷
と
い
う
ト
ポ
ス
と
が
、
人
間
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
身
体
化
の

結
果
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
い
。
こ
れ
は
勿
論
あ
ら
た
め
て
「
自
然
化
」
の
問
題
と
関
わ
っ

て
く
る
だ
ろ
う
。

一　

身
体
の
あ
り
か

　

ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
（
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
、
郷
愁
）
は
十
七
世
紀
後
半
に
ス
イ
ス
で
命
名
さ
れ
た
病

気
で
あ
る
（2）
。
そ
れ
は
当
初
は
異
国
に
出
稼
ぎ
や
就
学
に
行
っ
た
ス
イ
ス
人
た
ち
に
特
有
の

病
い
で
あ
り
、
彼
ら
が
故
郷
を
離
れ
た
こ
と
で
強
い
喪
失
感
と
寂
寥
を
感
じ
、
睡
眠
不
足
、

食
欲
減
退
、
発
熱
な
ど
の
症
状
を
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
場
所
を
恋
い
焦
が
れ
る
病
と
し

て
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
、
そ
の
も
た
ら
す
経
験
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
途
作
品
や
風
景
の

経
験
と
比
較
し
つ
つ
、
時
間
性
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
が
（3）
、
本
稿
で
は
む
し
ろ
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー
の
生
み
出
し
た
類
型
的
な
表
現
に
焦
点
を
当
て
た
い
。
ま
た
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
姿

で
表
象
さ
れ
た
異
世
界
の
像
と
比
べ
て
、
い
か
な
る
特
質
を
持
つ
も
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
し
か
し
そ
れ
を
扱
う
次
章
の
準
備
作
業
と
し
て
、
本
章
で
は
ま
ず
「
自
分
の
身
体
は
ど

こ
に
所
属
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
考
え
た
い
。
と
い
う
の
も
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
帰
還

願
望
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
自
分
の
身
体
が
本
来
あ
る
べ
き
場
所
か
ら
移
動
し
て
、

別
の
場
所
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
身
体

が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
知
る
の
が
何
な
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
問
い
直
そ
う
。
つ
い

で
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
や
夢
遊
病
と
い
う
テ
ー
マ
が
身
体
の
所
在
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
を
顕

在
化
さ
せ
た
こ
と
を
確
認
し
た
い
。

（
一
）
身
体
を
位
置
づ
け
る
も
の

　

自
分
の
身
体
の
帰
属
は
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
我
々
は
常
に
自
分
の

身
体
の
位
置
を
意
識
し
て
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
自
分
で
自
分
自
身
を
す
み

か
ら
す
み
ま
で
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
て
は
い
な
い
。
し
ば
し
ば
身
体
の
あ
り
か
を
忘
れ
る
こ

と
も
あ
れ
ば
、
ま
た
あ
る
と
き
は
他
人
の
身
体
と
一
体
と
な
っ
て
動
く
こ
と
も
あ
る
。
個
々

の
細
胞
は
勿
論
の
こ
と
、
臓
器
や
四
肢
で
す
ら
常
に
意
識
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
。

　

身
体
の
位
置
や
境
界
を
比
較
的
は
っ
き
り
意
識
す
る
の
は
、
自
ら
能
動
的
に
運
動
し
、
か

つ
抵
抗
を
受
け
と
め
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
と
き
で
す
ら
、
反
射
的
で
即
時

的
な
身
体
の
感
覚
は
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
そ
の
あ
り
か
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
な
い
。

身
体
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
と
い
う
意
識
は
、
反
省
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
身
体
の
運
動
感
覚

そ
の
も
の
で
は
な
い
。
運
動
感
覚
に
加
え
て
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
移
動
し
て
生
じ
た

の
か
を
一
つ
の
空
間
内
に
軌
跡
と
し
て
描
く
と
い
う
操
作
が
必
要
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
移
動
す
る
時
間
経
過
が
跡
づ
け
ら
れ
る
「
一
つ
の
空
間
」
は
、
我
々
の
知
覚

が
瞬
間
的
に
把
握
で
き
る
拡
が
り
と
い
う
だ
け
に
は
限
ら
な
い
。
記
憶
が
介
入
す
る
こ
と

で
、
そ
の
拡
が
り
は
時
間
の
厚
み
を
持
っ
て
く
る
。
腕
を
挙
げ
る
、
歩
く
、
跳
躍
す
る
と

い
っ
た
そ
の
場
で
の
運
動
は
、
自
分
の
身
体
の
位
置
変
化
を
気
づ
か
せ
る
き
っ
か
け
に
は
な

る
。
た
だ
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
き
わ
め
て
制
限
さ
れ
た
範
囲
の
拡
が
り
し
か
し
か
与
え
ら
れ
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な
い
。
そ
の
運
動
が
行
わ
れ
て
い
る
の
が
ど
の
よ
う
な
町
の
ど
の
よ
う
な
街
路
な
の
か
、
あ

る
い
は
ど
の
家
の
ど
の
部
屋
な
の
か
、
と
い
う
場
所
の
認
知
の
お
か
げ
で
、
そ
の
運
動
は
明

確
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
方
向
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
記
憶
の
支
え
な
く
足
を
踏
み
出
す

だ
け
な
ら
、
酔
っ
払
い
の
千
鳥
足
と
同
じ
で
、
空
間
の
意
識
の
な
い
、
瞬
間
的
な
運
動
感
覚

し
か
与
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。

　

身
の
回
り
の
瞬
間
的
な
運
動
に
限
れ
ば
、
自
分
は
自
分
の
身
体
感
覚
と
重
な
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
他
の
動
物
ほ
ど
に
う
ま
く
作
ら
れ
て
い
な
い
人
間
の
場
合
は
、
記
憶
の
作

る
空
間
の
な
か
で
は
じ
め
て
安
住
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
空
間
を
作
る
も
の
は
個
人

の
私
的
な
記
憶
に
は
限
ら
な
い
。
我
々
が
自
分
の
身
体
を
位
置
づ
け
る
空
間
は
、
む
し
ろ
社

会
の
中
で
共
有
さ
れ
て
い
る
記
憶
、
さ
ら
に
は
言
語
が
作
る
も
の
で
あ
る
。
言
語
は
世
界
を

分
節
し
て
人
間
が
働
き
か
け
る
個
々
の
対
象
を
配
置
す
る
。
言
語
も
一
種
の
身
体
運
動
と

い
っ
て
も
よ
い
が
、
特
殊
な
身
体
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
行
さ
れ
る
以
前
の
運
動
で
あ
る

と
と
も
に
、
社
会
の
共
有
物
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
、
後
天
的
に
習
得
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
ま
た
組
み
換
え
や
組
み
合
わ
せ
が
可
能
な
運
動
へ
の
身
構
え
で
あ
る
。
自
分
が

誰
で
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
る
存
在
な
の
か
を
を
決
定
す
る
の
は
言
語
で
あ
る
。
要
す
る
に

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
る
の
は
多
分
に
言
語
活
動
に
よ
る
の
で
あ
り
、
身
体
の
運

動
感
覚
も
あ
る
種
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
寄
与
す
る
も
の
の
、
そ
れ
は
局
限
さ
れ
た
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
で
し
か
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
身
体
感
覚
と
い
う
、
局
限
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
た
ら
す
も

の
は
、
言
語
の
作
る
空
間
的
拡
が
り
の
中
で
作
ら
れ
る
「
自
分
」
と
同
じ
位
置
に
あ
る
も
の

と
し
て
、
常
日
頃
は
了
解
さ
れ
て
い
る
。
身
体
運
動
は
そ
の
場
そ
の
と
き
に
感
覚
さ
れ
る
と

し
て
も
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
空
間
に
配
置
す
る
の
か
は
、
言
語
と
い
う
社
会
的
な
記
憶
装

置
が
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
れ
に
身
体
運
動
の
位
置
づ
け
が
う

ま
く
い
か
な
い
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
記
憶
が
断
絶
す
る
場
合
で
あ
る
。
た
と
え
ば
諸
感
覚

を
持
続
的
に
関
係
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
酩
酊
の
よ
う
な
身
体
的
不
調
の
と
き
も
そ
う
だ

し
、
そ
の
場
合
も
含
め
、
よ
り
広
く
言
語
の
働
き
に
障
碍
や
変
調
が
あ
る
と
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
言
語
の
機
能
障
碍
は
、
身
体
の
不
調
以
外
の
理
由
で
も
起
こ
り
う
る
。
む
し
ろ
身

体
の
不
具
合
以
上
に
頻
繁
に
生
じ
る
の
は
、
言
語
の
作
る
空
間
が
単
一
の
も
の
で
な
い
と
き

で
あ
る
。
あ
る
い
は
社
会
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
空
間
と
、
個
人
の
認
識
す
る
空
間
と
に
ズ

レ
が
生
じ
た
と
き
で
あ
る
。
社
会
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
空
間
と
個
人
の
生
き
る
空
間
は
、

言
語
学
者
の
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
用
い
た
ラ
ン
グ
と
パ
ロ
ー
ル
の
関
係
と
同
じ
く
、
両
者
同
一
の

も
の
で
は
な
い
が
、
後
者
は
前
者
に
依
拠
し
、
ま
た
前
者
は
後
者
を
通
じ
て
現
実
の
も
の
と

し
て
現
れ
る
。
し
か
し
社
会
的
な
空
間
は
多
層
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
共
有
さ
れ
て
い

る
範
囲
も
異
な
る
。
世
界
や
国
家
と
い
う
大
き
な
拡
が
り
か
ら
地
域
や
家
庭
と
い
っ
た
比
較

的
こ
じ
ん
ま
り
し
た
拡
が
り
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
空
間
は
、
お
お
む
ね
入
れ
子
的
な
構
造
で

理
解
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
教
育
や
報
道
の
作
る
言
語
の
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
常
に
階
層
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
集
落
の
空
間
が
他
を
圧
倒
し
て
強
く
機
能

す
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
亡
命
者
や
難
民
の
よ
う
に
政
治
的
共
同
体
の
空
間
と
家
族
や

個
人
の
空
間
と
が
否
応
な
し
に
齟
齬
を
来
し
て
し
ま
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
ほ
か

に
、
認
知
症
な
ど
の
記
憶
障
碍
の
場
合
も
、
社
会
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
空
間
と
自
分
の
居

場
所
と
が
乖
離
す
る
。
認
知
症
で
な
く
て
も
、
自
分
の
居
場
所
が
他
者
と
共
有
で
き
な
い
場

合
は
あ
る
だ
ろ
う
。
夢
う
つ
つ
の
状
態
も
そ
う
だ
し
、
単
に
空
想
、
回
想
し
て
い
る
と
き
も

そ
う
で
あ
る
。
読
書
や
観
劇
の
時
間
も
、
世
間
的
に
共
有
さ
れ
て
い
る
空
間
と
は
別
種
の
空

間
に
入
り
込
む
こ
と
で
始
ま
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
身
体
の
感
覚
は
現
前
し
て
い
る
が
、
そ

の
感
覚
を
位
置
付
け
る
言
葉
は
さ
ま
ざ
ま
に
重
層
的
で
あ
っ
て
、
し
か
も
常
に
階
層
化
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
二
）
十
九
世
紀
に
お
け
る
身
体
の
遊
離
あ
る
い
は
分
離
の
主
題
化

　

現
実
の
居
場
所
に
対
し
、
本
来
の
自
分
の
居
場
所
を
ど
こ
か
に
想
定
し
、
そ
こ
に
強
く
行

き
た
い
と
願
う
の
も
、
身
体
を
位
置
づ
け
る
言
語
の
ズ
レ
に
起
因
す
る
。
特
定
の
場
所
へ
の

帰
還
願
望
と
い
う
も
と
も
と
の
意
味
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
今
あ
る
身

体
と
本
来
あ
る
べ
き
身
体
と
の
ズ
レ
で
あ
る
し
、
ま
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
か
ら
派
生
す
る
と
考

え
ら
れ
た
夢
遊
病
も
そ
う
で
あ
る
。

　

十
九
世
紀
の
は
じ
め
こ
そ
は
夢
遊
病
や
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
認
知
が
広
ま
っ
た
時
代
で
あ

る
。「
夢
遊
病
」
が
筋
書
き
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
舞
台
作
品
に
ス
ク
リ
ー
ブ
の
台

本
に
な
る
『
夢
遊
病
者
』La Som

nam
bule

（
一
八
一
九
年
、
二
七
年
改
作
）
が
あ
る
。
恋
人
を

疑
っ
て
不
本
意
な
結
婚
を
し
よ
う
と
す
る
女
性
が
恋
人
の
前
で
夢
遊
病
の
状
態
で
現
れ
、
本

心
を
吐
露
す
る
。
恋
人
は
結
婚
を
控
え
た
主
人
公
の
前
か
ら
敢
え
て
去
ろ
う
と
す
る
が
、
事

情
を
察
知
し
た
結
婚
相
手
が
二
人
を
結
び
つ
け
る
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。
こ
れ
を
オ
ペ
ラ
に

改
作
し
た
ヴ
ィ
ン
チ
ェ
ン
ツ
ォ
・
ベ
ッ
リ
ー
ニ
作
曲
の
『
夢
遊
病
の
女
』La Sonnam

bula

（
一
八
三
一
年
）
は
舞
台
を
山
岳
地
方
の
田
舎
町
に
移
し
、
ス
ト
ー
リ
ー
も
若
干
変
わ
る
。
許

婚
の
い
る
女
性
が
夢
遊
病
の
た
め
に
別
の
男
性
の
寝
室
に
出
入
り
す
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
、
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婚
約
を
破
棄
さ
れ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
そ
の
後
、
衆
人
環
視
の
中
で
、
主
人
公
が
嘆
き
つ

つ
夢
遊
病
の
状
態
で
歩
い
て
い
る
の
が
見
ら
れ
、
病
の
認
知
と
恋
人
の
信
頼
回
復
と
が
な
し

と
げ
ら
れ
る
、
と
い
う
筋
書
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
劇
中
で
夢
遊
病
と
い
う
病
気
の
存
在
が
一

般
に
広
く
認
知
さ
れ
る
瞬
間
を
描
い
て
い
る
も
の
だ
が
、
勿
論
、
舞
台
で
描
か
れ
る
の
は
す

で
に
観
客
に
と
っ
て
夢
遊
病
が
あ
る
程
度
に
、
な
お
か
つ
新
奇
な
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。

　

実
際
、
夢
遊
病
の
状
態
は
十
七
世
紀
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
（som

n

＋am
bule

「
眠
り
歩
く
」）

名
付
け
ら
れ
て
い
た
が
、
十
八
世
紀
後
半
以
降
に
注
目
度
が
増
す
。
デ
ィ
ド
ロ
と
ダ
ラ
ン

ベ
ー
ル
の
『
百
科
全
書
』（
一
七
六
五
年
）
で
も
「
夢
遊
病
」
の
項
目
は
あ
り
、
そ
こ
で
は
、

眠
っ
て
い
る
状
態
の
患
者
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
き
わ
め
て
明
敏
な
心
身
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
示
す
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
高
い
屋
根
の
上
を
あ
や
ま
た
ず
歩
行

し
た
り
、
教
会
で
読
み
上
げ
る
祈
祷
文
を
作
文
・
校
正
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
あ
る
意
味
で
明
晰
な
意
識
も
併
せ
持
つ
こ
の
よ
う
な
夢
遊
病
の
状
態
は
、
十
八
世
紀
末

か
ら
話
題
に
な
っ
て
い
た
催
眠
術
に
よ
っ
て
人
為
的
に
生
み
出
す
こ
と
も
で
き
た
。
な
か
で

も
、
ピ
ュ
イ
ゼ
ギ
ュ
ー
ル
侯
爵
（
ア
ル
マ
ン
＝
マ
リ
ー
＝
ジ
ャ
ッ
ク
・
ド
・
シ
ャ
ス
ト
ネ
、
一
七
五
一

│
一
八
二
五
年
）
は
メ
ス
マ
ー
の
動
物
磁
気
の
考
え
方
に
学
び
つ
つ
も
、
通
常
の
意
識
の
下
に

あ
る
別
の
人
格
の
存
在
に
注
意
を
払
っ
た
。
彼
は
心
身
の
不
具
合
の
あ
る
患
者
を
夢
遊
状
態

に
入
れ
る
こ
と
で
、
歯
痛
か
ら
自
傷
行
為
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
解
消
な
い
し
緩
和
し
よ

う
と
し
た
。
一
七
八
四
年
、
彼
が
自
分
の
領
地
ビ
ュ
ザ
ン
シ
ー
で
治
療
し
た
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・

ラ
ー
ス
と
い
う
男
性
は
、
催
眠
術
に
よ
っ
て
夢
遊
病
の
状
態
に
入
る
と
、
常
に
な
く
明
晰
な

意
識
を
持
っ
て
自
分
自
身
を
診
断
し
、
身
体
の
悪
い
箇
所
を
語
っ
た
と
い
う
（4）
。

　

ひ
と
り
の
人
物
の
な
か
に
、
不
断
は
姿
を
現
さ
な
い
別
の
自
分
が
い
て
、
そ
れ
が
夢
遊
病

の
状
態
で
は
出
現
す
る
。
し
か
も
夢
遊
病
で
は
、
身
体
が
活
動
す
る
一
方
で
意
識
が
朦
朧
と

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
患
者
は
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
鋭
い
知
覚
能

力
を
示
す
の
で
あ
る
。
十
九
世
紀
半
ば
に
は
い
わ
ゆ
る
千
里
眼
の
超
能
力
者
が
評
判
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
ア
レ
ク
シ
ス
・
デ
ィ
デ
ィ
エ
と
い
う
人
物
は
、
夢
遊
病
に
陥
る
こ
と
で
特

殊
な
視
覚
能
力
を
手
に
入
れ
、
ま
だ
見
た
こ
と
の
な
い
部
屋
や
、
さ
ら
に
は
箱
の
中
身
ま
で

も
見
通
す
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
の
能
力
の
真
偽
は
と
も
か
く
、
夢
遊
病
者
の
特
徴
と

し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
決
し
て
朦
朧
と
し
た
状
態
で
行
動
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
明
敏
さ
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
明
敏
さ
は
通
常
の
人
格
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
の
で
は

な
く
、
夢
遊
病
に
か
か
っ
た
と
き
に
生
ま
れ
る
別
種
の
人
格
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ピ
ュ
イ

ゼ
ギ
ュ
ー
ル
侯
は
、
患
者
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
治
療
を
施
す
の
で
は
な
く
、
患
者
を
夢
遊

状
態
に
入
れ
て
対
話
す
る
こ
と
で
、
患
者
自
身
の
能
力
を
引
き
出
そ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
は

師
の
メ
ス
マ
ー
が
あ
く
ま
で
物
理
的
な
療
法
と
し
て
動
物
磁
気
を
考
え
た
の
と
大
き
な
違
い

が
あ
る
。
患
者
は
自
分
自
身
の
医
者
に
な
る
の
で
あ
る
（5）
。

　

十
九
世
紀
の
終
わ
り
に
な
っ
て
、
無
意
識
や
多
重
人
格
が
心
理
学
の
重
要
な
関
心
事
に
な

る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
夢
遊
病
こ
そ
が
無
意
識
の
問
題
の
前
哨
と
な
る
議
論
の
題
材
で
あ
っ

た
。

　

と
こ
ろ
で
、『
夢
遊
病
者
』
で
は
、
ス
ク
リ
ー
ブ
の
台
本
に
も
、
オ
ペ
ラ
の
ロ
マ
ー
ニ
の

台
本
に
も
共
通
す
る
山
場
の
科
白
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
恋
人
と
和
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
夢

遊
病
の
主
人
公
の
「
私
を
起
こ
さ
な
い
で
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
す
で
に
目
覚
め
て
い
る

主
人
公
が
、
あ
ら
た
め
て
「
夢
の
よ
う
だ
」
と
い
う
日
常
的
な
幸
せ
の
表
現
が
、
こ
こ
で
は

独
特
の
意
味
を
持
っ
て
く
る
。
夢
遊
病
の
女
性
は
、
夢
の
中
で
明
敏
に
現
実
の
不
幸
を
知
っ

て
い
て
、
む
し
ろ
目
覚
め
て
い
る
時
以
上
に
自
分
の
置
か
れ
た
境
遇
と
そ
れ
に
対
す
る
自
分

の
感
情
を
認
知
し
て
い
る
。
夢
の
中
で
は
鋭
い
洞
察
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
目
覚
め
た
状
態

で
は
感
情
を
偽
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
起
こ
さ
な
い
で
」
と
い
う
の
は
、
自
分
を
偽
る

覚
醒
状
態
の
ま
ま
で
い
た
い
、
と
す
ら
聞
こ
え
て
し
ま
う
。
現
実
が
思
い
が
け
ず
に
幸
運
な

展
開
を
示
す
と
、
夢
遊
状
態
と
覚
醒
状
態
と
が
交
錯
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
自
分
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
ど
ち
ら
に
あ
る
の
か
が
揺
ら
い
で
い
る
。
こ
の
物
語
の
場
合
で
も
、
ピ
ュ

イ
ゼ
ギ
ュ
ー
ル
の
患
者
と
同
様
に
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
夢
遊
病
の
状
態
の
ほ
う
が
自
分
の
こ
と
を

良
く
わ
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
十
九
世
紀
は
じ
め
に
は
、
自
分
の
身
体
が
目

覚
め
て
い
る
自
分
と
は
別
の
も
の
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
事
態
の
存
在
が
あ
る
こ

と
が
、
ま
た
そ
れ
が
霊
的
な
憑
依
現
象
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
種
の
病
な
い
し
は
心
身
関
係

の
変
調
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。

　

と
こ
ろ
で
、「
私
」
を
デ
カ
ル
ト
の
言
う
よ
う
に
「
考
え
る
私
」ego cogitans

と
す
る
な

ら
ば
、
身
体
は
「
私
」
と
辛
う
じ
て
脳
の
一
部
で
繋
が
っ
て
い
る
も
の
の
、
原
理
的
に
自
分

の
外
の
も
の
で
あ
る
。
自
分
が
空
間
的
な
拡
が
り
に
働
き
か
け
る
た
め
に
、
身
体
と
い
う
や

は
り
空
間
的
な
拡
が
り
を
用
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
な
考
え
方
は
極
端

で
は
あ
っ
て
も
、
精
神
と
身
体
と
を
区
別
す
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
身
体

は
自
分
と
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
十
八
世
紀
は
こ
の
よ
う
な
考
え
を
徹
底
さ
せ
た
機
械
論

的
な
身
体
観
（
人
間
機
械
論
）
も
生
ま
れ
た
が
、
他
方
で
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
の
変
わ
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り
目
に
は
、
身
体
と
精
神
の
関
係
性
に
注
目
す
る
こ
と
で
新
た
な
「
私
」
の
考
え
方
も
生
ま

れ
た
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
を
言
い
換

え
て
、「
我
思
う
、
我
望
む
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」Je pense, je veux, donc je suis.

と
し
た
（6）
。

そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
望
む
」
と
い
う
の
は
、
行
動
の
意
欲
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の

行
動
が
自
覚
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
筋
肉
運
動
が
外
界
の
抵
抗
を
感
受
す
る
こ
と

で
も
あ
る
し
、
ま
た
自
分
の
身
体
そ
の
も
の
の
抵
抗
で
も
あ
る
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン

は
、「
私
」
が
身
体
の
運
動
感
覚
と
は
別
物
で
は
な
く
、
し
か
し
ま
た
た
だ
受
動
的
な
感
覚

の
集
合
で
も
な
く
、
む
し
ろ
意
欲
し
て
行
動
す
る
こ
と
で
身
体
の
上
に
感
じ
ら
れ
る
努
力
と

抵
抗
の
感
覚
に
こ
そ
、「
私
」
を
根
拠
づ
け
る
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
い
う
よ

う
な
「
私
」
は
、
身
体
を
動
か
す
意
志
の
失
調
に
よ
っ
て
消
え
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
別
物

に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
は
夢
遊
病
に
つ
い
て
の
考
察
も
残
し
て
い
る
（7）
。
夢
遊
病
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
が
通
常
の
覚
醒
状
態
と
は
違
っ
た
し
か
た
で
関
係
づ
け
ら
れ
る
。
目
覚
め

て
い
る
時
に
統
合
さ
れ
て
い
る
諸
感
覚
は
夢
遊
病
で
は
交
錯
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝

え
る
も
の
が
全
体
と
し
て
機
能
し
な
い
。
目
に
見
え
て
い
る
は
ず
の
も
の
に
は
気
づ
く
こ
と

な
く
、
む
し
ろ
触
覚
が
支
配
的
で
あ
る
。
た
と
え
ば
毎
晩
祈
祷
文
の
原
稿
を
書
く
若
い
僧
侶

の
前
か
ら
紙
を
と
り
あ
げ
て
、
別
の
大
き
さ
の
紙
を
差
し
替
え
る
と
そ
の
紙
は
投
げ
捨
て
ら

れ
て
し
ま
う
。
触
覚
に
よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同

じ
大
き
さ
の
紙
だ
と
気
が
つ
か
ず
に
そ
の
ま
ま
新
た
な
紙
面
に
続
き
を
書
き
始
め
る
。
目
覚

め
て
い
る
時
の
自
分
と
は
違
っ
て
、
想
像
力
が
諸
感
覚
を
取
捨
選
択
し
て
身
の
回
り
の
像
を

作
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
通
常
の
意
志
と
は
別
の
意
志
が
諸
感
覚
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し

て
い
て
、
互
い
に
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
を
知
ら
な
い
。
あ
た
か
も
ふ
た
つ
の
自
己
が
別
個
に
存

在
し
て
い
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
た
だ
し
夢
遊
病
の
人
格
は
目
覚
め
た
ら
そ
こ
で
記
憶
が

途
切
れ
て
し
ま
う
。
想
像
力
の
描
き
出
す
空
間
の
な
か
で
、
習
慣
的
な
行
為
が
触
覚
を
頼
り

に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
は
自
分
自
身
の
『
思
考
能
力
に
及
ぼ
す
習
慣

の
影
響
』（
一
七
九
九
年
）
を
引
き
な
が
ら
、
夢
遊
病
者
の
行
為
は
、
個
人
の
意
志
や
努
力
か

ら
独
立
し
て
果
た
さ
れ
る
、
習
慣
的
な
行
為
だ
と
い
う
。
彼
の
言
葉
を
言
い
換
え
る
な
ら
、

繰
り
返
し
身
に
つ
け
ら
れ
た
身
体
運
動
は
そ
れ
自
体
が
人
格
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
の
で
あ

り
、
夢
遊
病
と
は
、
通
常
の
「
私
」
の
人
格
が
眠
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
、
そ
の
身
体
運
動
と

結
び
つ
い
た
別
の
「
私
」
が
身
体
を
乗
っ
取
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
や
や

こ
し
い
こ
と
に
、
夢
遊
病
の
「
私
」
の
方
が
覚
醒
状
態
の
「
私
」
以
上
に
自
分
の
内
面
を

知
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
夢
遊
病
者
の
「
私
」
が
、
よ
り
身
体
運
動
に

内
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
触
覚
的
な
変
調
に
鋭
敏
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

身
体
に
「
私
」
の
根
拠
を
お
く
の
は
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
限
っ
た
こ
と
で
も
十
九

世
紀
初
頭
に
限
っ
た
こ
と
で
も
な
く
、
む
し
ろ
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
も
親
し
い
考
え
方
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
生
き
物
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
我
々
は
何
よ
り
も
身
体
に
よ
っ
て
行
動
す
る

存
在
で
あ
る
。
当
然
の
よ
う
に
自
分
の
身
体
が
自
分
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
た
だ
、
身
体

と
い
う
「
私
」
が
必
ず
し
も
常
に
ひ
と
つ
の
「
私
」
で
は
な
く
、
そ
れ
が
し
ば
し
ば
い
つ
も

の
「
私
」
と
は
遊
離
し
た
何
者
か
に
な
る
こ
と
も
、
身
体
に
起
因
す
る
事
態
で
あ
る
。
十
九

世
紀
は
じ
め
に
話
題
に
な
っ
た
夢
遊
病
は
、
人
間
の
人
格
の
多
重
性
と
そ
れ
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
心
身
関
係
と
い
う
主
題
を
顕
在
化
さ
せ
た
。
そ
し
て
実
は
そ
れ
は
文
化
史
的
な
主
題

で
あ
る
と
同
時
に
、
芸
術
作
品
や
場
所
へ
の
感
性
を
考
え
る
上
で
も
大
い
に
示
唆
す
る
も
の

を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
最
終
章
で
ふ
た
た
び
と
り
あ
げ
よ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
、

次
章
で
は
、
夢
遊
病
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
新
た
な
芸

術
的
な
ト
ポ
ス
を
作
り
出
し
た
の
か
を
考
え
た
い
。

二　

ス
イ
ス
の
も
た
ら
す
も
の

（
一
）
病
め
る
ハ
イ
ジ

　

ス
イ
ス
で
こ
ど
も
向
け
の
物
語
を
書
い
て
い
た
ヨ
ハ
ン
ナ
・
シ
ュ
ピ
ー
リ
は
、
一
八
七
九

年
の
暮
れ
に
『
ハ
イ
デ
ィ
の
修
業
時
代
と
遍
歴
時
代
』H

eidis Lehr-und W
anderjahr

を
ド

イ
ツ
の
出
版
社
か
ら
出
し
、
一
躍
著
名
に
な
っ
た
。
こ
の
物
語
は
、
ア
ル
プ
ス
の
山
中
で
育

て
ら
れ
た
孤
児
が
都
会
に
出
て
、
不
慣
れ
な
生
活
の
中
、
読
み
書
き
を
覚
え
、
信
仰
に
目
覚

め
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
少
女
の
成
長
を
主
題
と
し
た
教
養
小
説
の
体
裁
も
持
っ
て
い
る

が
、
た
だ
し
そ
の
成
長
は
都
会
の
文
化
的
な
生
活
の
中
で
は
完
成
し
な
い
。
郷
里
の
山
に
帰

り
、
そ
こ
で
今
度
は
少
女
が
田
舎
の
祖
父
を
回
心
さ
せ
る
こ
と
で
果
た
さ
れ
る
。
書
物
の
好

評
の
お
か
げ
で
続
篇
が
す
ぐ
に
出
さ
れ
（『
ハ
イ
デ
ィ
は
習
っ
た
こ
と
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
』H

eidi 

kann brauchen, was es gelernt hat, 1 881

）、
ま
た
各
国
語
に
訳
さ
れ
、
さ
ら
に
た
び
た
び
映
画
や

Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
で
、
全
世
界
に
知
ら
れ
て
い
っ

た
。
ま
た
そ
の
こ
と
で
「
ハ
イ
ジ
」
は
、
お
そ
ら
く
、
シ
ラ
ー
の
戯
曲
の
描
く
伝
説
の
英
雄

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
テ
ル
以
上
に
、
ス
イ
ス
を
代
表
す
る
人
物
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
ハ
イ
ジ
は
、
自
然
の
な
か
で
育
っ
た
元
気
な
子
で
あ
り
、
富
豪
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
氏
の
娘
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の
話
し
相
手
と
し
て
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
や
っ
て
き
た
の
ち
も
、
粗
野
で
不
躾
な
振
る
舞
い

を
し
て
周
囲
を
驚
か
せ
る
。
し
か
し
「
ハ
イ
ジ
」
で
は
溌
剌
と
し
た
自
然
児
の
活
躍
ば
か
り

が
語
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
物
語
の
大
き
な
流
れ
を
作
っ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
ハ
イ
ジ
の

病
気
で
あ
る
。
ハ
イ
ジ
は
大
都
市
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
の
広
壮
な
屋
敷
に
あ
っ
て
、
ス
イ
ス
の

山
々
を
恋
い
慕
う
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
罹
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
な
夜
な
夢
遊

病
に
な
っ
て
、
屋
敷
の
中
を
徘
徊
す
る
。

　

舞
台
の
「
夢
遊
病
者
」
で
も
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
幽
霊
の
噂
が
広
ま
り
、
皆
が
恐
れ
る

た
め
、
心
配
し
た
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
は
知
り
合
い
の
医
者
と
見
張
り
に
出
る
。
幽
霊
の
正
体
が
ハ

イ
ジ
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
医
者
は
こ
う
診
断
す
る
。

　
「
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
、
ま
ず
言
っ
て
お
か
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
は
、
あ
の
子
は
夢
遊
病
た
っ
て
こ

と
だ
。
夜
な
夜
な
玄
関
の
ド
ア
を
開
け
て
、
家
の
者
た
ち
を
恐
怖
で
震
え
上
が
ら
せ
て
い
た

幽
霊
は
あ
の
子
だ
よ
。
第
二
に
、
あ
の
子
は
ホ
ー
ム
シ
ッ
ク
で
疲
れ
切
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
も
う
ほ
と
ん
ど
骸
骨
の
よ
う
に
痩
せ
細
っ
て
る
ね
。
間
も
な
く
本
当
の
骸
骨
に
な
っ
て

し
ま
う
か
も
し
れ
ん
。
す
ぐ
に
手
を
打
た
な
け
れ
ば
い
か
ん
よ
。
最
初
の
方
の
問
題
に
関
し

て
は
、
神
経
が
高
ぶ
り
過
ぎ
て
い
る
の
が
原
因
だ
。
治
療
法
は
た
だ
一
つ
。
ふ
る
さ
と
の
山

の
空
気
の
中
に
戻
し
て
や
る
こ
と
さ
。
二
つ
目
の
問
題
に
関
し
て
も
治
療
法
は
た
だ
一
つ
だ

ね
。
一
つ
目
と
同
じ
だ
よ
。
だ
か
ら
明
日
に
は
あ
の
子
を
、
家
に
帰
し
て
や
ら
ね
ば
い
か

ん
。
そ
れ
が
わ
た
し
の
診
断
だ
。〔
中
略
〕
あ
の
子
の
病
は
、
薬
じ
ゃ
治
ら
な
い
ん
だ
よ
。」（8）

　

夢
遊
病
を
も
た
ら
し
た
神
経
の
高
ぶ
り
を
直
す
に
は
ス
イ
ス
の
山
の
空
気
が
必
要
で
、
体

を
衰
弱
さ
せ
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
も
同
様
に
ア
ル
プ
ス
へ
の
帰
郷
が
唯
一
の
治
療
法
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
癒
す
た
だ
一
つ
の
方
法
が
帰
郷
だ
と
い
う
の
は
、
そ
の
病
名

を
与
え
た
ホ
ー
フ
ァ
ー
が
す
で
に
十
七
世
紀
に
記
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
し
、
比
較
的
若

い
年
齢
層
の
罹
患
者
が
多
い
こ
と
、
ま
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
と
い
う
固
定
観
念
が
神
経
の
病
と

し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
当
時
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
る
。
た
だ
シ
ュ
ピ
ー
リ
の

『
ハ
イ
ジ
』
に
は
、
も
う
ひ
と
り
ア
ル
プ
ス
の
山
々
に
よ
っ
て
治
癒
さ
れ
る
女
性
が
登
場
す

る
。
そ
れ
が
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
氏
の
娘
で
あ
る
。
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
嬢
は
勿
論
ス
イ
ス
生
ま
れ
で
も
な

け
れ
ば
、
ア
ル
プ
ス
に
行
っ
た
こ
と
も
な
い
。
ア
ル
プ
ス
の
山
々
は
、
ハ
イ
ジ
、
あ
る
い
は

ス
イ
ス
人
の
風
土
病
で
あ
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
を
治
す
だ
け
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
病
人
一
般

を
治
癒
す
る
こ
と
の
で
き
る
自
然
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
十
九
世
紀
末
の

小
説
に
は
、
お
よ
そ
一
世
紀
を
か
け
て
確
立
し
て
き
た
ス
イ
ス
像
が
顕
著
に
現
れ
て
い
る
。

（
二
）
崇
高
か
ら
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
へ

　

十
八
世
紀
の
詩
人
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
マ
テ
ィ
ソ
ン
の
詩
「
ア
デ
ラ
イ
ー
デ
」

は
、
ベ
ー
ト
ホ
ー
フ
ェ
ン
が
曲
を
付
け
た
こ
と
で
今
も
有
名
で
あ
る
。
そ
の
一
節
に
、

　
　

 

煌
め
く
小
川
に　

ア
ル
プ
ス
の
雪
に
／
沈
み
行
く
陽
の
金
色
の
雲
に
／
星
煌
め
く
夜
空

に
ほ
ほ
え
む
君
が
姿
。
／
ア
デ
ラ
イ
ー
デ
！
（
渡
邉
護
訳
）

と
、
恋
人
を
ア
ル
プ
ス
の
情
景
に
重
ね
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
の
詩
に
出
て
く
る
「
ア
デ
ラ

イ
ー
デ
」
は
、
そ
の
後
「
ハ
イ
ジ
」
を
先
取
り
す
る
よ
う
な
物
語
の
主
人
公
の
名
前
で
も
あ

る
（9）
。
十
年
ほ
ど
前
、
ビ
ュ
ト
ナ
ー
は
「
ハ
イ
ジ
」
の
原
型
と
な
っ
た
可
能
性
の
高
い
小
説

と
し
て
ア
ダ
ム
・
フ
ォ
ン
・
カ
ン
プ
の
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ア
デ
ラ
イ
ー
デ
』
を
発
見
し

た
。「
ア
デ
ラ
イ
ー
デ
」Adelaide

は
「
ア
ー
デ
ル
ハ
イ
ト
」Adelheid

（
こ
の
略
称
が
「
ハ
イ
ジ
」）

に
通
じ
、
ま
た
プ
ロ
ッ
ト
も
似
て
い
る
。
ア
ル
プ
ス
で
祖
父
と
暮
ら
す
少
女
が
家
族
の
都
合

で
北
米
に
渡
り
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
苛
ま
れ
る
う
ち
に
、
か
つ
て
ア
ル
プ
ス
で
出
会
っ
た
こ

と
の
あ
る
オ
ラ
ン
ダ
人
の
援
助
で
ア
ル
プ
ス
に
帰
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
の
ほ
か
に
川
島
隆
氏
や
杉
村
涼
子
氏
が
指
摘
す
る
ク
ラ
ウ
レ
ン
『
ミ
ミ
リ
』

（
一
八
一
六
年
）
と
い
う
小
説
と
の
類
似
も
あ
る
（10）
。
こ
ち
ら
は
ア
ル
プ
ス
で
年
老
い
た
父
親
と

暮
ら
す
少
女
と
ド
イ
ツ
の
青
年
と
の
恋
物
語
で
あ
る
。

　
「
ハ
イ
ジ
」
と
先
行
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
ア
ル
プ
ス
の
自
然
の
美
し

さ
、
ま
た
そ
こ
に
都
会
の
文
明
に
な
い
健
や
か
さ
を
見
い
だ
す
の
は
「
ハ
イ
ジ
」
に
限
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。

　

十
八
世
紀
か
ら
、
ア
ル
プ
ス
の
風
景
を
讃
え
る
文
学
作
品
や
絵
画
は
現
れ
て
い
た
。
十
八

世
紀
に
は
す
で
に
ア
ル
プ
ス
風
景
は
か
つ
て
の
よ
う
な
恐
怖
の
対
象
で
は
な
く
な
り
、
崇
高

と
い
う
美
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
代
表
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
文
学
作
品
の
先
駆
的
な
例

は
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
フ
ォ
ン
・
ハ
ラ
ー
の
詩
篇
「
ア
ル
プ
ス
」D

ie Alpen

（
一
七
二
九
年
）
で

あ
る
。

　
　

 

太
陽
の
最
初
の
光
線
が
ア
ル
プ
ス
の
峰
々
を
黄
金
に
染
め
、
そ
の
ま
な
ざ
し
が
霧
を
晴

ら
す
や
否
や
、
山
の
高
み
か
ら
、
い
つ
も
新
し
い
喜
び
と
と
も
に
、
我
々
の
目
に
自
然

が
拡
げ
て
く
れ
る
あ
ら
ゆ
る
壮
麗
さ
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
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と
雄
大
な
景
観
を
詠
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
は
一
世
を
風
靡
し
た
ル
ソ
ー
の
『
新
エ
ロ
イ
ー

ズ
』（
一
七
六
一
年
）
が
あ
る
。
絵
画
に
お
い
て
も
同
様
で
、
カ
ス
パ
ー
・
ヴ
ォ
ル
フ
や
ヨ
ハ

ン
・
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ュ
ス
ト
は
ア
ル
プ
ス
の
山
々
や
氷
河
を
具
さ
に
再
現
し
た
作
品
や
版

画
集
を
発
表
す
る
。

　

十
九
世
紀
に
は
そ
れ
が
さ
ら
な
る
流
行
を
示
す
。
ス
ナ
ン
ク
ー
ル
の
『
オ
ー
ベ
ル
マ
ン
』

（
一
八
〇
四
年
）
は
孤
独
に
ス
イ
ス
の
山
々
を
旅
す
る
青
年
の
書
簡
体
小
説
で
あ
る
が
、
壮
大

な
自
然
の
情
景
描
写
は
た
っ
ぷ
り
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
し
か
帰
る
と
こ
ろ
、
骨
を
埋
め
る
と

こ
ろ
は
な
い
と
さ
え
語
る
。
バ
イ
ロ
ン
の
『
マ
ン
フ
レ
ッ
ド
』（
一
八
一
七
年
）
で
は
ユ
ン
グ

フ
ラ
ウ
が
、『
チ
ャ
イ
ル
ド
・
ハ
ロ
ル
ド
の
巡
礼
』（
第
三
巻
、
一
八
一
八
年
）
で
は
モ
ン
ブ
ラ

ン
の
神
々
し
さ
が
歌
わ
れ
る
。
バ
イ
ロ
ン
は
世
間
の
煩
わ
し
さ
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
も

の
と
し
て
ス
イ
ス
の
自
然
を
讃
え
る
。

　
　

 

輝
く
、
平
和
な
レ
マ
ン
よ
！　

お
前
の
静
か
な
湖
は
、
私
の
生
き
て
き
た
騒
々
し
い
世

界
と
対
照
を
な
し
て
い
て
、
そ
の
静
け
さ
に
よ
っ
て
、
混
乱
し
た
地
上
の
水
流
を
よ
り

純
粋
な
結
晶
に
取
り
替
え
る
よ
う
、
私
に
教
え
て
く
れ
る
。（
八
五
歌
）

そ
の
ほ
か
ス
イ
ス
や
ア
ル
プ
ス
の
風
景
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
作
品
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
都

会
生
活
と
自
然
の
な
か
で
の
生
活
を
強
く
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
つ
け
て
描
く
の
は
、
古
く
か
ら

あ
る
ト
ポ
ス
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
イ
ス
の
山
岳
風
景
の
発
見
は
、
田
園
的
な
理
想
郷
、
た

と
え
ば
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
歌
っ
た
よ
う
な
牧
歌
的
な
風
景
に
加
え
て
、
新
た
な
類
型
を
も

た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

舞
台
で
も
ス
イ
ス
は
大
流
行
で
あ
っ
た
。
ゲ
ー
テ
の
歌
芝
居
『
イ
ェ
リ
ー
と
ベ
テ
リ
ー
』

Jery und Bätely

（
一
七
七
九
年
）
は
頻
繁
に
上
演
さ
れ
た
し
、
そ
れ
を
下
敷
き
に
し
た
ス
ク

リ
ー
ブ
と
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
『
山
小
屋
』Le C

hâlet

（
ア
ダ
ン
作
曲
、
一
八
三
四
年
）、
ま
た
さ
ら

に
そ
れ
を
イ
タ
リ
ア
語
に
し
た
オ
ペ
ラ
『
ベ
ト
リ
ー
』Betly

（
ド
ニ
ゼ
ッ
テ
ィ
作
曲
、
一
八
三
六

年
）
も
人
気
で
あ
っ
た
。
先
に
挙
げ
た
ベ
ッ
リ
ー
ニ
の
『
夢
遊
病
者
』
や
、
シ
ラ
ー
原
作

（
一
八
〇
四
年
）
で
後
に
ロ
ッ
シ
ー
ニ
が
作
曲
す
る
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ル
』（
一
八
二
九
年
）
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
な
か
ん
づ
く
、
一
八
〇
七
年
に
パ
リ
で
上
演
さ
れ
た
『
哀
れ
な

ジ
ャ
ッ
ク
』Sew

rin et Chazet, Pauvre Jacques

と
そ
れ
を
も
と
に
し
た
一
八
〇
九
年
の
ヴ
ァ

イ
グ
ル
作
曲
の
『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』D

ie Schweitserfam
ilie

は
非
常
に
好
評
で
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
各
国
で
何
度
も
上
演
さ
れ
た
。
こ
う
し
た
舞
台
作
品
で
の
ア
ル
プ
ス
は
、
詩
や
絵
画
の
主

題
と
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
に
比
べ
る
と
、
お
お
む
ね
つ
き
な
み
な
恋
物
語
に
色
を
添
え
る

風
物
で
あ
っ
て
、
面
白
が
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
い
し
た
特
徴
が
あ
る
も
の
で
も
な

い
（
た
だ
、
ヴ
ァ
イ
グ
ル
の
作
品
で
の
ス
イ
ス
風
景
に
つ
い
て
は
特
別
な
趣
向
が
あ
り
、
次
章
で
あ
ら
た
め

て
話
題
に
し
た
い
）。
し
か
し
、
こ
う
し
た
舞
台
作
品
の
描
く
郷
里
と
し
て
の
ス
イ
ス
の
風
景

は
、
十
九
世
紀
に
は
す
っ
か
り
紋
切
り
型
と
な
る
よ
う
な
、
文
明
化
し
堕
落
し
た
平
地
の
都

会
と
純
粋
で
崇
高
な
山
岳
地
方
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
も
う
ひ
と
つ

の
重
要
な
ト
ポ
ス
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
に
大
き
な
貢
献
を
し
て
い
る
。
そ
れ
が
自
分
の
帰
る

べ
き
ふ
る
さ
と
と
い
う
ト
ポ
ス
で
あ
る
。
ス
イ
ス
の
風
土
病
と
考
え
ら
れ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

の
概
念
が
舞
台
作
品
を
通
じ
て
広
ま
る
こ
と
で
、
故
郷
へ
の
憧
憬
と
帰
還
と
い
う
古
典
的
ト

ポ
ス
が
、
純
朴
な
ス
イ
ス
の
風
景
の
上
に
見
い
だ
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

要
す
る
に
、
二
重
の
ト
ポ
ス
の
変
換
が
発
生
し
て
い
る
。
一
方
で
、
自
然
の
ま
ま
の
生

活
、
素
朴
な
人
々
の
暮
ら
す
理
想
郷
と
い
う
古
典
的
ト
ポ
ス
の
な
か
に
、
ス
イ
ス
の
山
岳
風

景
も
参
加
す
る
。
た
だ
そ
れ
は
穏
や
か
な
地
中
海
沿
岸
の
牧
歌
的
風
景
で
は
な
く
、
峻
厳
で

崇
高
な
風
景
で
あ
る
。
空
想
的
な
穏
や
か
さ
で
は
な
く
、
身
体
的
な
恐
怖
も
伴
う
よ
う
な

生
々
し
さ
で
あ
る
。
他
方
で
、
そ
の
ス
イ
ス
に
対
し
て
、
故
郷
へ
の
帰
還
と
い
う
、
こ
れ
ま

た
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
ー
』
以
来
の
古
典
的
ト
ポ
ス
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
ち
ら

に
つ
い
て
も
、
も
は
や
か
つ
て
の
海
神
の
呪
い
を
受
け
た
英
雄
の
帰
還
で
も
な
け
れ
ば
、
皇

帝
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
の
寵
を
失
っ
た
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
そ
れ
で
も
な
い
。
普
通
の
個
人
が

誰
し
も
経
験
し
た
（
は
ず
の
）
原
初
の
自
分
へ
の
回
帰
で
あ
る
。
当
初
は
都
会
に
出
て
き
た

普
通
の
ス
イ
ス
人
の
神
経
症
で
あ
っ
た
し
、
十
九
世
紀
か
ら
は
ス
イ
ス
人
に
限
ら
ず
、
近
代

の
都
市
生
活
を
送
る
者
す
べ
て
が
抱
く
「
生
ま
れ
た
土
地
」
の
原
風
景
へ
の
憧
れ
で
あ
る
。

い
わ
ば
、
身
体
感
覚
に
根
づ
い
た
原
風
景
へ
の
憧
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
夢
遊
病
や
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
の
話
題
が
人
口
に
膾
炙
す
る
こ
と
で
顕
在
化
し
た
、
近
代
人
の
心
の
多
重
性
と
い
う
問

題
で
も
あ
る
。

　
『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』
の
な
か
で
、
寄
宿
し
て
い
る
伯
爵
の
屋
敷
で
故
郷
を
偲
ん
で
エ
ン

メ
リ
ー
ネ
は
こ
う
歌
う
。

　
　

 

た
だ
私
た
ち
の
生
ま
れ
た
土
地
で
こ
そ
／
平
和
と
幸
福
が
花
開
く
／
そ
こ
か
ら
離
れ
る

こ
と
で
、
幸
せ
は
失
わ
れ
る
／
と
い
う
の
も
、
あ
あ
、
お
前
の
心
は
そ
こ
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
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「
生
ま
れ
た
土
地
」
と
は
、
そ
れ
が
実
際
の
自
分
の
生
地
と
一
致
し
よ
う
と
、
た
だ
理
念

的
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
自
分
の
身
体
の
あ
り
か
を
現
実
の
身
体
の
あ
り
か
以
外
の
ど
こ
か

に
求
め
る
心
性
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
あ
り
あ
り
と
し
た
身
体
的
な
経
験
を
ど
こ
か
に
あ

る
は
ず
の
郷
里
に
求
め
る
、
と
い
う
の
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
現
実
の
身
体
に
は
そ
れ
が
実
感

さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
、
存
在
し
て
い
な
い
、
存
在
し
て
し
か
る
べ

き
「
経
験
」
を
現
実
の
土
地
の
上
に
夢
想
す
る
、
と
い
う
の
は
、
自
然
化
の
操
作
あ
る
い
は

一
種
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。

三　

身
体
性
と
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

（
一
）
身
体
感
覚
へ
の
回
帰

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
牧
歌
的
な
田
舎
と
い
う
ト
ポ
ス
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
が
、

十
八
世
紀
は
そ
こ
に
「
崇
高
」
と
い
う
美
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
支
配
的
な
ス
イ
ス
の
風
景
を
付

け
加
え
た
。
こ
の
「
崇
高
」
は
「
美
」
と
異
な
っ
て
、
危
険
と
い
う
身
体
的
な
恐
怖
の
感
情

と
結
び
つ
い
て
い
る
。「
美
」
が
知
覚
に
完
全
に
捉
え
ら
れ
、
認
識
活
動
の
中
で
そ
の
感
情

が
生
ま
れ
る
の
に
対
し
、「
崇
高
」
は
知
覚
を
押
し
潰
す
大
き
さ
と
力
を
持
ち
、
認
識
活
動

の
埒
外
に
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は
危
険
か
ら
一
定
の
距
離
は
お
く
も
の
の
、
非
常
に
情
動
的
な

性
質
を
持
っ
て
お
り
、
モ
ノ
の
存
在
が
身
体
に
直
接
に
働
き
か
け
る
感
覚
が
あ
る
。「
崇
高
」

と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
十
八
世
紀
に
認
知
さ
れ
て
ゆ
く
際
に
、
大
洋
や
山
岳
の
視
覚
的
な
眺

望
が
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
が
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
視
覚
や
視
覚
的
な
認
識

を
越
え
る
も
の
の
感
覚
で
あ
る
。
人
間
の
認
識
能
力
を
代
表
す
る
の
が
視
覚
だ
と
し
た
ら
、

む
し
ろ
そ
れ
が
及
ば
な
い
「
崇
高
」
を
捉
え
る
の
は
、
他
の
感
覚
器
官
や
身
体
感
覚
の
方
が

ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
ス
イ
ス
の
風
景
が
話
題
に
な
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
も
の
に
「
空
気
の

純
粋
さ
」
が
あ
る
。
す
で
に
ル
ソ
ー
が
こ
う
記
し
て
い
る
（『
新
エ
ロ
イ
ー
ズ
』
一
七
六
七
年
）。

　
　

 

ス
イ
ス
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
私
は
心
動
か
さ
れ
た
。
ジ
ュ
ラ
山
脈
の
高
み
か
ら

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
湖
を
見
下
ろ
し
た
瞬
間
、
そ
れ
は
忘
我
と
悦
び
の
瞬
間
で
あ
っ
た
。
私

の
郷
里
の
眺
め
、
こ
の
愛
す
る
郷
里
の
眺
め
、
そ
こ
で
は
歓
喜
の
流
れ
が
私
の
心
を
溢

れ
さ
せ
た
。
き
わ
め
て
健
康
的
で
き
わ
め
て
純
粋
な
ア
ル
プ
ス
の
空
気
。
祖
国
の
や
さ

し
い
空
気
、
東
洋
の
香
料
よ
り
も
か
ぐ
わ
し
い
空
気
。（11）

ハ
イ
ジ
が
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
呼
ば
れ
た
の
も
「
い
ろ
い
ろ
な
本
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う

に
」「
山
の
空
気
の
中
で
生
ま
れ
て
、
い
わ
ば
地
面
に
触
れ
た
こ
と
も
な
い
生
活
」
を
し
て

き
た
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
か
ら
で
あ
り
、
ハ
イ
ジ
を
治
癒
す
る
の
も
「
山
の
空
気
」
で
あ

る
。
の
ち
に
十
九
世
紀
末
か
ら
は
転
地
療
法
の
場
所
と
し
て
、
清
浄
な
空
気
を
吸
え
る
ス
イ

ス
が
も
て
は
や
さ
れ
る
。
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
魔
の
山
』（
一
九
二
四
年
）
の
主
人
公
ハ
ン

ス
・
カ
ス
ト
ル
プ
が
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
あ
る
ダ
ヴ
ォ
ス
に
到
着
し
て
ま
ず
感
心
し
た
の
も
、

空
気
の
良
さ
で
あ
っ
た
。
文
字
通
り
身
体
回
復
の
場
所
と
し
て
の
ス
イ
ス
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ス
イ
ス
の
風
景
で
は
聴
覚
も
し
き
り
に
動
員
さ
れ
る
。
な
に
よ
り
も
ま
ず
ノ
ス
タ

ル
ジ
ー
を
引
き
起
こ
す
と
さ
れ
た
牛
飼
い
の
歌 Ranz des vaches, Kuhe-Reyn 

が
あ
る
。
こ

れ
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
命
名
者
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
論
文
で
既
に
言
及
さ
れ
、
ル
ソ
ー
も
そ
の

『
音
楽
事
典
』D

ictionnaire de la M
usique

に
譜
面
を
載
せ
て
い
る
。
ま
た
十
九
世
紀
を
通

じ
て
作
曲
家
が
利
用
す
る
モ
チ
ー
フ
と
な
る
。

　
『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』
で
は
、
ド
イ
ツ
人
の
伯
爵
が
命
を
救
わ
れ
た
お
礼
に
と
、
自
分
の

領
地
に
ス
イ
ス
人
の
家
族
を
招
待
し
、
何
不
自
由
の
な
い
安
楽
な
生
活
を
提
供
す
る
。
伯
爵

は
ス
イ
ス
人
一
家
が
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に
罹
ら
な
い
よ
う
、
ス
イ
ス
風
の
小
屋
や
花
畑
を
用
意

し
、
い
わ
ば
テ
ー
マ
パ
ー
ク
的
な
空
間
を
作
り
上
げ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
一
家
の
娘
エ
ン

メ
リ
ー
ネ
は
寂
し
い
思
い
を
し
て
い
る
。
恋
人
の
ヤ
ー
コ
プ
を
ス
イ
ス
に
残
し
て
き
た
か
ら

で
あ
る
。
伯
爵
の
作
ら
せ
た
ス
イ
ス
風
景
も
、
恋
人
と
故
郷
を
失
っ
た
こ
と
を
嘆
く
エ
ン
メ

リ
ー
ネ
に
は
自
分
が
今
ど
こ
に
い
る
の
か
混
乱
さ
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。
物
わ
か
り
の
良

い
伯
爵
は
ヤ
ー
コ
プ
を
見
つ
け
て
彼
も
一
緒
に
住
ま
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り

に
急
な
喜
び
は
エ
ン
メ
リ
ー
ネ
の
精
神
を
錯
乱
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
配
慮
か
ら
、
徐
々
に

ヤ
ー
コ
プ
を
登
場
さ
せ
る
。
ま
ず
は
牧
人
が
牛
を
呼
び
寄
せ
る
音
楽Ranz des vaches

を
奏

で
さ
せ
、
懐
か
し
さ
に
か
ら
れ
て
歌
い
出
す
エ
ン
メ
リ
ー
ネ
に
唱
和
す
る
か
た
ち
で
ヤ
ー
コ

プ
が
姿
を
現
す
の
で
あ
る
。
ス
イ
ス
人
一
家
に
な
ん
と
し
て
で
も
楽
な
暮
ら
し
を
さ
せ
た
い

伯
爵
は
、
視
覚
的
な
風
景
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ス
イ
ス
人
た
ち
の
コ
ロ
ニ
ー
の
よ
う
な
も
の
を

作
り
、
ま
た
さ
ら
に
聴
覚
に
訴
え
て
、
郷
愁
を
慰
め
る
。

　
『
ハ
イ
ジ
』
に
先
立
つ
カ
ン
プ
の
小
説
『
ア
デ
ラ
イ
ー
デ
』
で
も
、「
小
鳥
た
ち
の
歌
、
家

畜
た
ち
の
鈴
の
音
、
シ
ャ
ル
マ
イ
の
響
き
、
羊
飼
い
た
ち
の
歌
」
と
い
っ
た
「
快
い
音
」
が

挙
げ
ら
れ
て
い
る
し
、『
ハ
イ
ジ
』
で
も
祖
父
の
山
小
屋
で
ま
ず
幸
せ
を
感
じ
る
の
が
風
に

鳴
る
モ
ミ
の
木
の
音
で
、
ま
た
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
来
た
当
初
に
故
郷
を
思
い
出
す
の
も
モ

ミ
の
木
の
音
と
間
違
え
た
四
輪
馬
車
の
音
で
あ
り
、
ま
た
夢
遊
病
に
な
っ
て
夜
中
に
耳
に
す
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る
の
も
モ
ミ
の
木
の
音
で
あ
る
。

　

ル
ソ
ー
が
牛
飼
い
の
歌
を
記
憶
の
記
号
と
し
て
考
え
た
こ
と
を
ス
ナ
ン
ク
ー
ル
が
批
判
し

て
、
そ
の
曲
は
単
に
記
憶
を
喚
起
す
る
記
号
で
は
な
く
、
実
際
の
感
情
で
あ
る
、
と
い
う
よ

う
に
（12）
、
知
的
な
符
合
で
は
な
く
、
直
接
に
情
動
に
訴
え
か
け
る
も
の
と
し
て
歌
が
考
え
ら

れ
て
い
る
。
身
体
や
身
体
に
訴
え
る
も
の
、
ま
た
知
性
的
な
認
知
の
背
後
に
あ
る
実
体
験
、

こ
う
し
た
も
の
こ
そ
が
よ
り
本
来
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
、

ス
イ
ス
の
像
に
も
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
感
覚
へ
の
回
帰
は
、
自
分
の
自

然
な
本
性
へ
の
回
帰
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
自
分
の
帰
属
す
べ
き
場
所
と
い
う
神
話
に

連
な
っ
て
い
る
。

（
二
）
血
と
土
地
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
、
あ
る
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
へ
の
旅
立
ち

　

帰
還
す
べ
き
憧
れ
の
土
地
を
現
実
の
自
然
の
中
に
見
出
そ
う
と
す
る
と
き
、
何
も
自
分
自

身
の
過
去
の
生
活
と
結
び
つ
い
た
外
見
を
持
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。
何
と
な
く
、
一
般
的

に
、「
懐
か
し
さ
」
を
記
号
化
し
て
見
せ
て
く
れ
れ
ば
事
足
り
る
。
く
た
び
れ
た
道
具
や
生

活
臭
あ
ふ
れ
る
街
路
な
ど
、
古
色
を
帯
び
た
視
覚
対
象
を
注
視
す
る
の
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー

と
い
う
よ
り
ピ
ク
チ
ャ
レ
ス
ク
的
な
視
覚
と
言
っ
た
方
が
よ
い
（13）
。
む
し
ろ
、
あ
ざ
と
く
郷

愁
に
訴
え
る
風
景
は
、
細
密
な
視
覚
や
個
人
の
具
体
的
な
想
起
の
対
象
と
は
別
の
も
の
で
あ

る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
昭
和
生
ま
れ
で
な
く
て
も
昭
和
レ
ト
ロ
に
気
を
そ
そ
ら
れ
る
し
、

江
戸
時
代
に
暮
ら
し
た
こ
と
が
な
い
人
間
に
も
時
代
劇
風
の
街
並
み
は
懐
か
し
い
。 

平
凡

な
、
あ
り
き
た
り
の
、
絵
に
描
い
た
よ
う
な
紋
切
り
型
の
風
景
が
、「
身
体
の
転
位
」
の
要

求
を
わ
か
り
や
す
く
満
足
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
感
受
者
は
建
築
史
家
や
景

観
設
計
者
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
視
覚
は
適
当
で
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
差
し

出
さ
れ
た
紋
切
り
型
、
つ
き
な
み
な
視
覚
的
記
号
が
指
し
示
す
の
は
、「
い
ま
・
こ
こ
」
に

は
な
い
充
実
し
た
生
を
あ
り
あ
り
と
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
場
所
で
あ
る
。「
充
実
し

た
生
」
に
は
い
ろ
い
ろ
な
パ
タ
ン
が
あ
っ
て
、
先
に
触
れ
た
よ
う
な
未
来
都
市
も
、
ま
た

デ
ィ
ー
ン
・
マ
ッ
カ
ネ
ル
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
近
代
人
が
喪
失
し
た
真
正
さ
を
残
し
て
い

る
は
ず
の
観
光
旅
行
の
行
く
先
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
故
郷
と
い
う
ノ

ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
は
、
そ
の
充
実
し
た
生
を
家
族
や
同
胞
と
の
暮
ら
し
と
い
う
姿
で
描
き

出
す
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
も
、
そ
れ
は
血
縁
や
地
縁
な
ど
の
鞏
固
な
絆
を
強
調
す
る
言
説

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
肝
心
な
の
は
、
そ
う
し
た
絆
が
決
し
て
現
前
し
て
い
な
い
こ
と
で

あ
り
、
ま
た
ど
こ
か
し
ら
「
い
ま
・
こ
こ
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
へ
の
転
位
が
求
め
ら
れ
る
点

で
あ
る
。
本
稿
で
は
扱
わ
な
い
が
、
故
郷
へ
の
帰
還
と
観
光
旅
行
と
は
、
実
の
と
こ
ろ
重
要

な
類
縁
関
係
を
持
っ
て
い
る
。

　

結
局
の
と
こ
ろ
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
は
過
去
の
懐
か
し
い
思
い
出
で
も
な
け
れ
ば
、
故
郷
の

風
景
で
も
な
い
。
そ
れ
は
現
在
の
強
い
感
情
で
あ
り
、
と
り
わ
け
恋
人
同
士
や
家
族
の
愛
情

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
性
愛
に
せ
よ
家
族
愛
に
せ
よ
、
身
体
性
の

欠
如
を
回
復
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
な
も
の
を
示
唆
す
る
紋
切
り
型
が
有
効
な
の
で
あ
る
。

　
『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』
の
原
作
『
哀
れ
な
ジ
ャ
ッ
ク
』
で
は
「
時
と
共
に
日
々
の
流
れ
は

変
わ
り
ゆ
き
、
す
べ
て
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
、
た
だ
初
恋
を
除
い
て
は
」
と
歌
わ
れ

る
。『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』
で
も
家
族
愛
が
絵
の
よ
う
な
ス
イ
ス
風
景
に
勝
っ
て
い
る
（14）
。
そ

し
て
こ
の
よ
う
な
愛
情
の
あ
る
世
界
は
、『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』
の
よ
う
な
お
と
ぎ
話
で
も

な
け
れ
ば
、
実
際
に
は
な
か
な
か
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
実
現
困
難
な
絆
の
確
認

は
、
ド
イ
ツ
の
オ
ペ
ラ
で
な
く
て
も
、
朝
ド
ラ
を
は
じ
め
メ
ロ
ド
ラ
マ
の
定
番
で
あ
る
。 

「
額
に
汗
し
て
働
く
こ
と
な
く
」「
老
い
て
平
和
と
静
穏
を
手
に
入
れ
る
」（『
ス
イ
ス
人
の
家
族
』

父
親
リ
ヒ
ャ
ル
ト
の
科
白
）
こ
と
の
で
き
る
土
地
、
そ
こ
で
は
家
族
が
共
に
睦
ま
じ
く
暮
ら
し

て
ゆ
け
る
家
が
あ
り
、
ま
た
そ
こ
に
は
相
思
相
愛
の
恋
人
た
ち
が
お
り
、
将
来
に
わ
た
っ
て

幸
福
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
老
後
の
介
護
が
約
束
さ
れ
た
世
代
間
の
調
和
は
『
ハ
イ

ジ
』
に
も
見
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
（15）
。
そ
し
て
こ
の
ス
イ
ス
人
一
家
の
場
合
も
、
ス
イ
ス

の
村
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
ス
イ
ス
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
さ
な
が
ら
の
人
工
的
空
間
の
な

か
で
、
領
主
か
ら
安
住
の
地
を
恵
ま
れ
る
。
こ
れ
は
の
ち
の
『
ハ
イ
ジ
』
の
物
語
で
、
ハ
イ

ジ
の
祖
父
や
ペ
ー
タ
ー
の
家
族
が
暮
ら
す
、
貧
窮
と
孤
立
に
苛
ま
れ
る
寒
村
が
、
都
会
か
ら

来
た
富
裕
な
ゼ
ー
ゼ
マ
ン
氏
や
そ
の
母
、
ま
た
医
師
に
よ
っ
て
経
済
的
な
支
援
を
受
け
て
、

家
族
の
終
の
住
処
に
な
る
こ
と
と
も
通
じ
る
。
要
す
る
に
奇
跡
的
な
幸
運
の
地
と
い
う
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
こ
に
身
を
移
す
こ
と
が
意
味
を
な
す
の
で
あ
る
。

　

身
体
感
覚
へ
の
回
帰
に
せ
よ
、
身
体
の
転
位
の
表
象
に
せ
よ
、
自
己
の
拠
り
ど
こ
ろ
が
身

体
と
い
う
も
の
に
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
表
れ
で
あ
る
。
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

自
分
の
身
体
、
ま
た
そ
れ
と
繋
が
っ
て
い
る
家
族
や
郷
土
の
共
同
体
に
こ
そ
あ
る
、
と
い
う

信
念
は
、
一
方
で
拡
大
を
続
け
る
流
動
的
な
世
界
、
ま
た
個
人
の
役
割
が
分
業
化
す
る
社
会

の
裏
返
し
て
も
あ
る
。
夕
日
を
浴
び
た
高
嶺
の
も
と
、
ア
ル
ペ
ン
ホ
ル
ン
が
帰
還
を
促
す
牛

の
群
れ
の
眺
め
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
欧
州
版
で
も
あ
る
。
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む
す
び

　

以
上
、
十
九
世
紀
を
通
じ
て
普
及
し
て
い
っ
た
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
と
し
て
の
ス
イ

ス
と
い
う
ト
ポ
ス
、
あ
る
い
は
都
会
の
近
代
的
生
活
と
強
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
す
自
然
の

ま
ま
の
故
郷
と
い
う
ト
ポ
ス
の
特
性
を
見
て
き
た
。
そ
れ
は
古
代
か
ら
の
「
心
地
よ
い
場

所
」locus am

oenus

の
伝
統
に
、
近
代
的
都
市
の
住
民
の
自
己
喪
失
感
と
身
体
性
の
回
復
願

望
と
い
う
意
味
あ
い
を
加
え
た
。
勿
論
、
ス
イ
ス
と
い
う
ト
ポ
ス
は
ス
イ
ス
と
い
う
国
に
限

る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
、
祖
国
、
民
族
、
同
胞
、
郷
土
、
故
郷
、
生
と
い
っ
た
一
連

の
概
念
の
普
及
の
な
か
に
位
置
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

た
だ
そ
れ
で
も
、
国
民
国
家
、
ま
た
近
代
化
と
そ
の
反
動
の
生
み
出
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
な
か
に
あ
っ
て
、
ス
イ
ス
は
や
は
り
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に

は
、
ス
イ
ス
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
概
念
が
、
そ
う
し
た
本
来
の
自
己
の
喪

失
感
を
広
く
認
知
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
よ
う
な
芸
術
的
表
現
の
上
で
の
ス
イ
ス
の
ほ
か
に
、
観
光
や
療
養
を
通
じ
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
の
間
に
い
わ
ば
ス
イ
ス
経
験
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
拡
が
っ
た
こ
と
も
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
小
さ
な
山
国
の
持
つ
崇
高
で
壮
大
な
景
観
は
、
お
そ
ら
く
文
学
的
ト
ポ
ス
を
変

換
さ
せ
る
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
己
の
あ
り
か
た
を
反
省
さ
せ
る
力
を
持
っ
て
い

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
か
つ
て
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
と
っ
て
の
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
ー
山

の
経
験
に
も
似
て
い
る
が
、
他
方
で
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
感
じ
た
自
己
の
卑
小
さ
と
は
違
う
、
身

体
の
あ
り
か
を
確
認
さ
せ
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

人
間
の
身
体
性
が
そ
も
そ
も
有
し
て
い
る
可
塑
性
、
さ
ら
に
は
自
己
否
定
と
い
う
性
格

は
、
不
断
に
自
己
の
生
活
環
境
を
開
き
つ
つ
、
ま
た
そ
の
中
に
閉
じ
こ
も
る
、
と
い
う
二
重

の
運
動
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
環
境
を
切
り
開
く
の
は
身
体
運
動
の
（
そ
し
て
同

時
に
言
語
の
）
組
み
換
え
の
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
個
人
の
身
体
が
社
会
や
自
然
の
繋
縛
の

な
か
に
置
か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
し
ば
し
ば
大
変
な
困
難
な
作
業
で
あ
る
。
し
か
し
、
比
較

的
簡
単
に
自
分
の
身
体
を
新
た
な
世
界
に
開
く
方
法
が
あ
る
。
そ
れ
が
世
界
の
美
的
な
見
方

で
あ
り
、
と
り
わ
け
芸
術
作
品
が
そ
れ
を
促
す
催
眠
術
に
も
似
た
仕
掛
け
を
持
っ
て
い
る
。

韻
律
や
リ
ズ
ム
、
空
間
や
物
体
の
固
定
化
・
視
覚
対
象
化
な
ど
が
そ
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
身

体
は
そ
れ
に
よ
っ
て
外
的
な
モ
ノ
と
同
調
し
、
作
品
世
界
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
に
類
し
た

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
世
界
へ
と
自
分
を
開
き
、
か
つ
そ
の
中
に
自
ら
を
閉
ざ
す
。
ノ
ス
タ
ル

ジ
ー
も
そ
の
現
れ
で
あ
り
、
自
分
を
「
過
去
」
の
い
ず
こ
か
に
閉
ざ
し
、
安
住
す
る
。
か
つ

て
あ
っ
た
（
は
ず
の
）
過
去
へ
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
ま
た
失
わ
れ
た
（
は
ず
の
）
身

体
性
へ
の
欲
求
で
あ
る
。
こ
う
し
た
身
体
の
回
復
欲
求
は
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
対
象
に
限
ら

ず
、
た
と
え
ば
Ｓ
Ｆ
的
な
未
来
都
市
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
非
現
実
的
な
場
所
の
像
で
も
そ
う

で
あ
る
。
故
郷
に
せ
よ
、
未
来
都
市
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
自
分
の
身
体
が
そ
も
そ
も
身
に
馴

染
ん
で
お
ら
ず
、
そ
れ
を
脱
ぎ
捨
て
る
よ
う
な
振
る
舞
い
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
を
よ
り
広
く
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
感
性
の
研
究
の
な
か
で
位
置
付
け
る
こ
と
は
興
味
深

い
課
題
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
別
稿
に
委
ね
る
こ
と
と
し
た
い
。
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an, Lettre 38, troisièm
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ent, 1804.

（13）　
 

前
掲
拙
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照
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エ
ン
メ
リ
ー
ネ
が
ス
イ
ス
風
の
眺
め
を
見
て
も
ノ
ス
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ル
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ー
が
癒
さ
れ
な
い
と
い
う
情

況
を
描
き
な
が
ら
、
意
外
な
結
末
に
落
ち
着
く
こ
と
に
な
る
。
恋
人
同
士
の
再
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後
、
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爵
の
拵
え
た
ス
イ
ス
の
風
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を
見
な
が
ら
、
皆
次
の
よ
う
に
歌
う
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ゲ
ア
ト
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ー
デ
（
母
親
）「
緑
の
畑
の
眺
め
、
家
畜
の
群
れ
が
牧
場
で
幸
せ
そ
う
に
草
を

食
む
」

　
　
　

 

リ
ヒ
ャ
ル
ト
（
父
親
）「
神
々
し
い
明
る
い
空
気
、
角
笛
が
憩
う
よ
う
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鳥
た
ち
は
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に
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」

　
　
　

 

リ
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い
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舎
の
踊
り
」

　
　
　

 

全
員
「
す
べ
て
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
も
は
や
決
し
て
こ
こ
か
ら
立
ち
去
る
こ
と
は
な
い
」

　
　

 

注
意
が
必
要
な
の
は
、
ス
イ
ス
の
風
物
が
す
べ
て
目
の
前
に
揃
っ
た
か
ら
と
い
う
理
由
が

ス
イ
ス
人
一
家
を
引
き
留
め
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
当
の
理
由

は
、
ヤ
ー
コ
プ
が
エ
ン
メ
リ
ー
ネ
と
結
婚
し
て
そ
こ
で
暮
ら
し
、
持
続
す
る
生
活
が
予
想

で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
景
観
だ
け
で
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
代
償
に
は
な
ら
な
い
。
両
親
と

の
血
の
繋
が
り
や
ヤ
ー
コ
プ
と
の
結
婚
の
繋
が
り
が
郷
里
の
像
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。

ど
こ
か
に
根
ざ
す
こ
と
、
と
い
う
実
現
困
難
な
希
望
が
果
た
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ノ

ス
タ
ル
ジ
ー
が
解
消
す
る
。

（15）　

 

福
田
二
郎
『
ア
ル
プ
ス
の
少
女
ハ
イ
ジ
の
文
化
史
』（
国
文
社
、
二
〇
一
〇
年
）
で
も
「『
ハ

イ
ジ
』
の
老
人
問
題
」
と
し
て
章
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
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論文［ユートピアへのノスタルジー］上村　博

This article treats our sensibility to places, 

regulated historically by some artistic topoi.  The author 

picks up an example model of that sensibility, a modern 

disease called “nostalgia”.  It occurs from our absence 

from the old familiar homeland, where we should have 

lived satisfactorily and where we should return. 

The nostalgia, named in the late 17th century, 

expanded its meaning and became a sort of senti-

mentalism of modern urban habitants who long for their 

younger age. But it is also a sensibility to place, in two 

senses: as its original definition, nostos (=return home) + 

algos (=pain, sickness), the nostalgia is an eagerness for 

place; and in its contemporary and less medical usage, 

the nostalgia is related rather to a sense of lost time, but 

this sense of missing a time is not a lament for 

ephemerality of life but rather a reminiscence of lost 

surroundings, of the place where one’s young happy days 

had been spent. We can say the nostalgia results from the 

separation between the place where we are and the place 

where we should be. In other words, our body’s errantry 

from its assumed original place brings the nostalgia. 

Around the turn of the 18th - 19th centuries, 

when the topos of nostalgia was widely used in literature 

and theatre, a new concern for the mental anomaly has 

arisen. The somnambulism, which is often connected 

with the nostalgia, is noted as a result of separation 

between the body and the imagined body. The force of 

imagination makes a somnambulist believe his body 

situating in a place where he ought to be. It is just the 

same way that the nostalgia is a symptom of the pursuit 

for the native land,  where the ties of blood should assure 

an organic and authentic life. By the way, this ideal life is 

the very product of our alienated (and always alienating) 

body.

Different from the artistic topoi, such as Locus 

Amoenus and Return to home, which are as old as those 

appear in Homer’s Odyssey, the nostalgia as an artistic 

topos is, in fact, a very modern one, reflecting the 

alienated situation of our body begun in the early 19th 

century. The nostalgia is a quest for our idealized origin. 

But it is in principle impossible, thus the nostalgia is 

necessarily that for utopia.

Nostalgia for Utopia

UEMURA Hiroshi
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