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「
フ
ー
コ
ー
、
病
か
ら
芸
術
へ
」

序
　
フ
ー
コ
ト
と
芸
術

H
J

禾

博
　
　
規

「
あ
な
た
が
な
さ
っ
て
い
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
哲
学
と
芸
術
全
般
と
の
あ
い
だ
に
特
定
の
親
和
性
は
あ
り

ま
す
か
。
」

「
‥
・
私
に
と
っ
て
知
的
仕
事
は
、
あ
な
た
が
審
美
主
義
－
　
そ
の
青
葉
を
私
は
自
己
の
変
貌
と
理
解
し
て

い
ま
す
が
　
－
　
と
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
…
自
分
自
身
の
知
に
よ
る
自
己

の
変
貌
は
、
美
的
経
験
に
極
め
て
近
い
何
か
だ
と
思
い
ま
す
。
画
家
が
自
ら
の
絵
画
に
よ
っ
て
変
貌
を

と
げ
な
い
な
ら
、
ど
う
し
て
画
家
は
仕
事
を
す
る
で
し
ょ
う
か
。
」

〓
）

（
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
・
リ
ギ
ン
ズ
と
の
対
談
、
一
九
八
二
）

フ
ー
コ
ー
は
．
『
性
の
歴
史
』
第
二
巻
と
し
て
書
か
れ
た
『
快
楽
の
活
用
』
の
序
文
で
、
突
然
「
生
存
の
美
学
」
　
に
つ
い
て
語
り
始
め
た
。
そ

れ
は
『
性
の
歴
史
』
第
一
巻
と
し
て
の
『
知
へ
の
意
志
』
を
書
き
終
え
た
フ
ー
コ
ー
が
、
当
初
の
■
『
性
の
歴
史
』
の
計
画
を
大
幅
に
書
き
か
え

九



よ
う
と
し
た
そ
の
第
一
歩
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
バ
ー
ナ
ウ
ア
ー
は
　
「
ビ
・
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
の
著
書
へ
の
序

文
の
時
代
か
ら
、
一
九
八
〇
年
代
の
著
作
に
い
た
る
ま
で
の
フ
ー
コ
ー
の
著
作
を
検
討
す
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
が
一
貫
し
て
芸
術
一
般
、
特
に
文

学
に
注
目
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
せ
す
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
芸
術
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
関
心
を
も

ち
、
そ
れ
は
『
狂
気
の
歴
史
』
か
ら
『
性
の
歴
史
』
に
至
る
ま
で
の
ア
ー
コ
t
の
著
作
を
ど
の
よ
う
に
彩
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

バ
ー
ナ
ウ
ア
t
の
右
の
言
葉
に
は
、
こ
う
し
た
問
い
の
手
掛
か
り
が
既
に
書
か
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
の
著
書
へ
め
序
文
」

で
あ
る
。
こ
れ
は
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
の
著
書
『
夢
と
実
存
』
を
フ
ー
コ
ー
た
ち
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
齢
訳
し
た
際
に
つ
け
ら
れ
た
序
論
（
－
誤
告

を
指
し
て
お
り
、
『
精
神
疾
患
と
人
格
』
と
共
に
フ
ー
コ
ー
の
最
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ー
コ
ー
の
芸
術
へ
の
瀾
心
は

そ
の
最
初
期
に
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
バ
ト
ナ
ウ
ア
・
I
は
告
げ
て
い
る
。

も
う
一
つ
は
、
「
文
学
」
　
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
レ
ー
モ
ン
・
ル
ー
セ
ル
』
　
（
－
麗
∽
）
を
は
じ
め
と
し
て
一
九
六
〇
年
代
前
半
に
集
中
的
に
発
表

さ
れ
た
文
学
論
を
指
し
て
い
る
。
フ
ー
コ
ー
は
一
九
五
三
年
に
ニ
ー
チ
ェ
に
出
会
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ボ
ン
テ
ィ
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
な
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
っ
た
現
象
学
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
フ
ー
コ
ー

に
ニ
ー
チ
ェ
を
紹
介
し
た
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ブ
テ
ン
シ
ョ
で
あ
り
バ
タ
イ
ユ
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
マ
ラ
ル
メ
、
ク
ロ
ソ
フ
ス

キ
ー
ー
た
ち
文
学
者
の
存
在
は
、
フ
ー
コ
ー
の
思
想
に
お
い
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

し
＝
か
し
、
フ
ー
コ
ー
の
芸
術
に
対
す
る
．
関
心
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
も
う
一
つ
決
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
事
柄
が
あ

る
。
・
そ
れ
は
、
現
代
音
楽
に
対
し
て
示
し
た
フ
ー
コ
ー
の
関
心
で
あ
る
。
中
で
も
、
ジ
ャ
ン
・
バ
ラ
ケ
や
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
た
ち
現
代

の
作
曲
家
、
称
に
共
に
生
活
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
バ
ラ
ケ
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
最
も
重
要
な
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
一
九
六
七
年
の
対
談
で
、
現
代
音
楽
は
ニ
ー
チ
ェ
の
読
書
と
同
じ
く
ら
い
非
常
に
重
要
な
も
の
だ
つ
た
、
と
語
っ
て

い
る
。
彼
ら
現
代
音
楽
の
作
曲
家
七
の
関
わ
り
が
、
『
狂
気
の
歴
史
』
か
ら
『
性
の
歴
史
』
に
至
る
ま
で
の
著
者
と
し
て
の
フ
ー
コ
ト
と
ど
う
結



び
つ
く
の
か
に
つ
い
■
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
論
文
は
、
現
代
音
楽
と
文
学
と
い
う
二
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
芸
術
に
つ
い
て
な
ぜ
フ
ー
コ
ー
が
特
に
強
い
関
心
を
寄
せ
た
の
か
と
い
う
こ
と

を
検
討
し
、
そ
れ
が
『
性
の
歴
史
』
で
語
ら
れ
る
「
生
存
の
美
学
」
に
至
る
ま
で
の
思
想
の
根
本
を
流
れ
る
地
下
水
脈
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ

と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章
で
フ
ー
コ
ー
と
現
代
音
楽
と
の
関
係
を
、
第
二
章
で
フ
ー
コ
ー
と
夢
・
狂
気
・
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。
■
そ
し
て
、
現
代

音
楽
∵
現
代
文
学
の
い
ず
れ
も
、
フ
ー
ユ
ー
に
と
つ
て
は
十
九
世
紀
的
人
間
主
義
的
な
芸
術
か
ら
の
離
反
を
試
み
る
形
式
主
義
（
フ
ォ
ル
マ
リ

ス
ム
）
　
－
フ
ラ
ン
ス
厄
お
い
て
構
造
主
義
と
呼
ば
れ
る
思
想
を
形
成
す
る
1
と
し
て
の
意
義
を
も
つ
こ
と
、
そ
し
て
実
在
や
主
観
と
い
う

参
照
・
還
元
対
象
を
も
た
な
い
形
式
主
義
こ
そ
が
、
人
間
主
義
の
時
代
に
お
い
て
誕
生
し
た
臨
床
医
学
に
よ
る
「
狂
気
の
封
じ
込
め
」
を
侵
犯

す
る
力
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
で
は
な
か
っ
た
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
の
　
「
自
己
の
変
貌
」
と
い
う
芸
術
的
経
験
と
は
、
そ
の
著
書
に
お
■
い
て
狂

気
や
言
葉
や
性
な
ど
の
系
譜
学
を
描
き
出
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ー
コ
ー
は
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
人

間
が
こ
れ
ま
で
狂
気
の
中
に
で
は
な
く
、
「
狂
気
と
の
隔
た
り
」
の
中
に
、
従
っ
て
「
狂
気
と
共
に
生
き
て
き
た
」
　
こ
と
を
思
い
起
こ
そ
う
と
す

る
。
「
自
己
の
変
貌
」
　
の
た
め
に
は
、
「
狂
気
と
の
隔
た
月
」
　
が
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

第
一
章
　
現
代
音
楽

第
一
節
　
作
曲
家
ブ
ー
レ
ー
ズ
と
バ
ラ
ケ

一
九
五
一
年
に
文
化
セ
ン
タ
ー
と
し
て
使
用
さ
れ
始
め
て
い
た
ロ
ワ
イ
ヨ
モ
ン
修
道
院
に
お
い
て
音
楽
講
座
が
十
日
間
開
か
れ
た
。
戦
後
の



フ
ラ
ン
ス
音
楽
の
中
心
人
物
と
な
る
作
曲
家
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
こ
の
時
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
ピ
ア
ノ
・
ソ
ナ
タ
を
演
奏
し
た
。
そ
し

て
そ
こ
に
は
、
高
等
師
範
学
校
で
教
育
指
導
（
カ
イ
マ
ン
）
を
し
て
い
た
ア
ル
チ
エ
セ
ー
ル
に
連
れ
ら
れ
て
出
席
し
て
い
た
若
き
フ
ー
コ
ー
の（三）

姿
も
あ
っ
た
。
同
席
し
て
い
た
友
人
ジ
ャ
ン
＝
ポ
ー
ル
・
ア
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
音
楽
を
得
意
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
ら
し
い
が
、

ブ
ー
レ
ー
ズ
が
フ
ー
コ
ー
の
現
代
音
巣
の
扉
を
開
い
た
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
■
フ
ー
コ
ー
と
会
っ
た
の
は
数
え
る
程
度
で
あ
．
っ
た
ら
し
い
。
興
味
深
い
の
は
、
フ
ー

コ
ー
が
ブ
ー
レ
ー
ズ
を
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
に
迎
え
よ
う
と
し
て
ブ
ー
レ
ー
ズ
に
電
話
を
か
け
て
き
た
際
、
「
制
度
を
若
返
．
ら
せ
、
諸

科
学
の
支
配
す
る
場
に
芸
術
創
造
を
関
与
さ
せ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
を
幾
分
活
性
化
で
き
る
よ
う
な
芸
術
家
や
哲
学
者
た
ち
の
小
グ
ル
ー
プ
を
作
ろ

（四）
う
」
　
と
フ
ー
コ
ー
が
主
張
し
た
、
と
ブ
ー
レ
ー
ズ
が
回
想
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
と
現
代
音
楽
と
の
関
係
と
い
う
｛
と
も
す
る
と
右
記
の
よ
う
な
ブ
ー
レ
ー
ズ
と
の
関
係
が
先
ず
思
い
浮
ぶ
の
で
あ
る
が
、
実
際

に
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
の
は
、
「
呪
わ
れ
た
音
楽
家
」
と
首
称
す
る
作
曲
家
ジ
ャ
ン
・
バ
ラ
ケ
（
い
り
N
∞
ん
等
∽
）
と
一
九
五
二
年
に
知

り
合
い
、
親
密
に
交
流
し
た
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
つ
き
あ
い
は
長
く
続
か
ず
、
一
九
五
五
年
に
フ
ー
コ
ー
が
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
旅

立
っ
た
後
に
バ
ラ
ケ
は
冷
た
く
な
り
、
翌
年
に
は
バ
ラ
ケ
か
ら
絶
交
状
が
届
け
ら
れ
る
に
至
っ
て
し
ま
う
。

■
い
ず
れ
に
せ
よ
、
フ
ー
コ
ー
は
、
「
私
が
最
初
に
大
き
な
文
化
的
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
セ
リ
ー
音
楽
家
や
十
二
音
音
楽
作
曲
家

（五）

た
ち
　
－
　
ブ
ー
レ
ー
ズ
や
バ
ラ
ケ
の
よ
う
な
　
－
　
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
私
は
彼
ら
と
は
友
情
で
結
ば
れ
て
い
ま
し
た
」
　
と
語
る
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
現
代
音
楽
と
構
造
主
義

で
は
、
現
代
音
楽
と
の
出
会
い
は
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
重
要
で
あ
り
、
フ
ー
コ
仁
の
哲
学
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
こ
こ

で
は
、
構
造
主
義
と
の
関
係
か
ら
こ
の
間
題
を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。



フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
構
造
主
義
と
現
代
音
楽
を
結
ぶ
も
の
は
、
形
式
主
義
（
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
）
　
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
フ
ー
コ
ー
は
芸

術
上
の
形
式
主
義
の
意
義
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
感
覚
、
体
験
、
生
身
の
も
の
、
初
経
験
、
主
観
的
内
容
あ
る
い
は
社
会
的
意

味
作
用
の
持
つ
特
権
を
教
え
ら
れ
て
い
．
た
時
代
に
あ
っ
て
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
や
音
楽
に
出
会
う
こ
と
は
、
馴
染
み
の
な
い
角
度
か
ら
、
つ
ま
り
『
形

式
的
な
も
の
』
を
巡
る
長
い
戦
い
と
い
う
角
度
か
ら
二
十
世
紀
を
眺
め
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
■
ロ
シ
ア
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
中

央
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
音
楽
、
絵
画
、
建
築
術
、
あ
る
い
は
、
哲
学
、
言
語
学
、
そ
し
て
神
話
学
に
お
い
七
、
形
式
的
な
も
の
の
作
用
が

（六）

い
か
に
旧
来
の
諸
問
題
に
挑
戦
し
、
様
々
な
思
考
法
を
覆
し
た
か
を
再
認
識
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
」
　
そ
し
て
、
構
造
主
義
の
根
底
に
は
こ
の
よ
う

な
形
式
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
私
に
興
味
深
く
思
わ
れ
る
こ
と
は
…
、
二
十
世
紀
を
通
じ
て
西
洋
文

化
を
貫
い
て
き
た
形
式
的
思
考
、
様
々
な
か
た
ち
の
形
式
主
義
を
研
究
す
る
こ
と
で
す
。
…
六
〇
年
代
あ
た
り
に
フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
東
欧
で
構

造
主
義
運
動
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
の
中
で
私
が
心
を
打
た
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
実
の
と
こ
ろ
、
い
く
つ
か
の
東
欧
諸
国
、
と
く
に
チ
ェ
コ
ス

ロ
バ
キ
ア
で
、
自
ら
を
教
条
主
義
的
な
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
解
放
し
よ
う
と
な
さ
れ
て
い
た
努
力
に
呼
応
す
る
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
で
す
。

五
〇
年
代
半
ば
か
ら
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
の
よ
う
な
国
で
戦
前
の
西
洋
形
式
主
義
の
古
き
伝
統
が
再
生
し
っ
つ
あ
る
一

方
で
、
だ
い
た
い
同
時
期
に
、
西
欧
で
構
造
主
義
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
現
れ
た
の
で
す
。
思
う
に
、
そ
れ
は
こ
の
思
想
の
、
こ
の
形
式
主
義
的

（七）

探
求
の
新
た
な
形
態
、
新
た
な
様
相
だ
っ
た
の
で
す
。
」

こ
う
し
た
形
式
主
義
に
つ
い
て
音
楽
に
関
し
て
い
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀
の
調
性
音
楽
は
調
性
感

に
上
っ
て
音
楽
が
あ
た
か
も
作
曲
者
の
意
図
や
感
情
や
思
想
を
「
表
現
」
す
る
か
の
よ
う
に
作
曲
さ
れ
て
き
た
が
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
は
そ
れ

を
否
定
す
る
た
め
に
十
二
音
技
法
を
針
案
し
て
調
性
音
楽
を
破
壊
し
た
。
そ
れ
は
、
音
楽
を
そ
の
表
現
内
容
と
し
て
の
意
味
や
価
値
に
結
び
付

け
よ
う
と
す
る
因
襲
に
対
し
、
音
楽
を
純
粋
に
形
式
の
問
題
と
し
て
思
考
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
∵
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
音
楽
は

ど
う
し
て
も
　
「
心
地
よ
い
」
　
と
は
思
え
な
い
と
か
、
何
が
い
い
た
い
の
■
か
↓
わ
か
ら
な
い
」
　
と
い
っ
た
批
判
は
、
フ
ー
コ
ー
が
い
う
と
こ
ろ
の



形
式
主
義
の
問
題
を
理
解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
影
響
下
に
お
い
て
戦
後
の
現
代
音
楽
を
リ
ー
ド

し
て
き
た
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
音
楽
を
通
し
て
何
か
を
表
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
■
音
楽
と
い
う
形
式
そ
の
も
の
の
可
能
性
と
し
て
セ
リ
ー
音
楽

を
作
曲
し
た
の
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
は
、
二
十
世
紀
に
な
っ
て
「
『
形
式
的
な
も
の
』
そ
れ
自
体
が
、
諸
形
式
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
の
思
慮
深
い
作
業
こ
そ
が
争
点
と

（八）

な
っ
た
」
と
い
う
。
形
式
主
義
と
は
、
形
式
が
　
「
革
新
の
力
お
よ
び
思
考
の
場
」
と
い
う
意
義
を
担
っ
て
お
り
、
形
式
が
構
築
さ
れ
た
づ
解
体

さ
れ
た
り
す
る
際
の
　
「
変
換
力
」
を
重
視
す
る
よ
う
な
立
場
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
「
人
間
は
、
自
分
が
何
を
見
、
何
を

考
え
、
語
り
、
あ
る
い
は
行
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
見
方
、
語
り
方
、
行
な
い
方
、
考
え
方
の
方
に
執
着
す
る
も
の
だ
と
い
う

（九）

こ
と
が
正
し
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
」
　
と
語
る
。
人
間
が
思
考
す
る
と
は
、
こ
う
し
た
形
式
に
お
け
る
諸
々
の
規
則
を
運
用
す
る
こ
と
の
中
で
、

そ
の
規
則
を
破
る
力
を
与
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
有
機
的
全
体
性
や
歴
史
的
発
展
と
い
う
十
九
世
紀
の
弁
証
法
的
思
考
や
、
主
観
に
よ
る
意
味
構
成
を
目
指
す
現
象
学
な
ど
か
ら

離
れ
よ
う
と
し
て
い
た
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
形
式
主
義
の
戦
い
を
続
け
て
い
た
現
代
音
楽
は
ま
さ
に
そ
の
手
掛
か
り
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
．

た
。
フ
ー
コ
ー
は
以
降
の
　
『
狂
気
の
歴
史
』
を
は
じ
め
と
す
る
著
作
に
お
い
て
、
非
連
続
的
な
歴
史
に
お
け
る
各
時
代
に
お
け
る
エ
ビ
ス
テ
ー

メ
」
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
し
た
が
、
そ
の
方
法
は
ま
さ
に
　
「
形
式
主
義
」
的
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

第
三
節
　
現
代
音
楽
と
言
葉
の
侵
犯

そ
れ
だ
け
や
は
な
い
。
バ
ー
ナ
ウ
ア
t
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
が
不
協
和
音
を
解
放
し
た
よ
う
に
、
現
代
音
楽
と
の
関

（
一
〇
）

わ
り
は
フ
ー
コ
ー
に
　
「
不
協
和
音
の
思
考
」
　
を
開
く
も
の
で
も
あ
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
自
身
は
そ
れ
に
つ
い
て
リ
ギ
ン
ズ
と
の
対
談
の
．
中
で
次
の

よ
ケ
に
語
っ
て
い
る
。
「
私
は
ブ
ー
レ
ー
ズ
の
世
代
全
員
を
知
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
と
て
も
重
要
な
経
験
で
し
た
。
第
一
に
、
私



に
と
つ
て
本
当
に
謎
め
い
た
タ
イ
プ
の
芸
術
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
す
。
…
私
は
、
自
分
に
と
っ
て
極
め
て
謎
め
い
た
何
も
の
か
の

中
に
、
美
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
…
私
に
七
っ
て
の
真
の
美
と
曙
私
が
理
解
で
き
な
い
音
楽
的
フ
レ
ー
ズ
、
音
楽
の
断
片
で

あ
っ
て
、
私
が
何
も
語
る
こ
せ
の
で
き
な
い
何
か
な
の
で
す
。
」
そ
し
て
、
フ
ト
コ
ー
は
続
け
る
。
「
私
は
…
月
分
が
世
界
の
最
も
偉
大
な
絵
画

の
う
ち
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の
こ
と
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
そ
れ
ら
の
絵
画

（

一

一

）

は
絶
対
的
な
美
で
は
な
い
の
で
す
。
」

こ
の
対
談
は
一
九
八
三
年
に
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
一
九
六
七
年
の
対
談
で
　
「
今
日
で
は
、
私
は
音
楽
よ
り
も
絵
画
の
ほ

う
に
関
心
が
あ
り
ま
す
」
　
と
語
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
わ
れ
わ
れ
は
フ
ー
コ
ー
に
お
い
て
現
代
音
楽
は
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
た
と
主
張
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
重
要
性
と
は
、
現
代
音
楽
が
理
解
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
地
点
、
や
が
て
は
文
学
に
お
い
て
「
作
品
の
不
在
」
　
「
外
の

思
考
」
　
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
「
何
も
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
　
言
葉
が
沈
黙
へ
と
追
い
や
ら
れ
る
よ
う
な
地
点
を
指
し
示
し
て

い
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ト
コ
t
は
、
美
的
な
も
の
は
本
質
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
。

あ
る
い
は
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
と
の
対
談
　
「
現
代
音
楽
と
聴
衆
」
　
（
】
謡
い
）
　
で
は
、
フ
ー
コ
ー
は
現
代
音
楽
が
二
十
世
紀
の
知
・
文
化
に
お
い
て
大

衆
か
ら
も
ま
た
知
識
人
か
ら
も
隔
離
さ
れ
た
よ
ト
フ
に
な
っ
て
い
る
と
問
題
提
起
を
し
た
後
、
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
や
、
嘗
楽
社
会
学
序
説
』
の
ア

ド
ル
ノ
の
議
論
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
論
調
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
聴
衆
が
、
た
ま
た
ま
自
分
に
提
供
さ
れ
た
が
ゆ
え
に
聞
い
て
い
る
も

の
に
よ
っ
て
、
あ
る
種
の
好
み
が
強
化
さ
れ
、
聴
取
の
は
．
つ
き
り
と
限
定
さ
れ
た
能
力
の
境
界
線
が
う
が
た
れ
■
、
・
聴
．
取
の
図
式
は
ま
す
ま
す
明

瞭
に
輪
郭
づ
け
ら
れ
て
ゆ
き
ま
す
。
…
か
く
し
て
商
業
的
な
企
画
制
作
、
批
評
、
演
奏
会
と
い
っ
た
、
聴
衆
の
音
楽
と
接
す
る
機
会
を
増
加

さ
せ
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
新
し
い
も
の
の
知
覚
を
ま
す
ま
す
困
難
な
も
の
に
し
か
ね
ま
せ
ん
」
と
し
て
商
巣
主
義
的
音
楽
に
馴
染
ん
で
し
ま
っ

て
い
る
聴
衆
の
姿
を
批
判
的
に
述
べ
、
現
代
音
楽
は
「
古
典
主
義
音
楽
の
反
復
的
な
聴
取
が
織
り
あ
げ
る
親
し
み
や
す
さ
と
矛
盾
す
る
も
の
」

（
一
二
）

で
あ
り
、
そ
れ
は
　
「
つ
ね
に
、
境
界
に
侵
入
し
て
き
ま
す
」
　
と
語
る
。



以
上
の
よ
う
に
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
現
代
音
楽
が
も
つ
意
味
と
は
、
知
や
言
葉
が
到
達
し
得
な
い
よ
う
な
も
の
と
し
て
日
常
的
な
も
の
を

侵
犯
す
る
経
験
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ー
コ
ー
は
「
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
形
式
主
義
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
新
し
い
立
場
を
自
ら
に
確
保
し
た
」
と
い
．

ぅ
が
、
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
逆
に
そ
れ
は
フ
ー
コ
．
－
自
身
に
も
あ
て
は
ま
り
、
「
ミ
ユ
ジ
ツ
ク
・
セ
リ
エ
ル
と
フ
ー
コ
ー
自
身
の
方
法
と
の
共
通
点
は
、

哲
学
的
な
言
語
で
あ
れ
音
楽
的
な
言
語
で
あ
れ
、
言
語
の
基
礎
を
革
新
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
思
考
の
革
新
を
探
求
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

（
二
二
）

る
」
　
と
い
う
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
フ
ー
コ
ー
に
お
け
る
現
代
音
楽
と
の
接
触
が
も
つ
二
つ
の
意
味
が
実
は
表
裏
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
古
典
主
義
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
を
通
過
し
た
二
十
世
紀
に
お
け
る
文
化
・
芸
術
は
、
も
は
や
十
九
世
紀
ま
で
の
　
「
人
間
」
と
い
う
中
心
に
安
′

ん
じ
て
い
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
近
代
の
世
界
観
の
基
盤
と
し
て
の
主
観
（
s
u
b
・
j
e
c
t
）
に
依
拠
し
た
世
界
の
意
味
構
成
の
困
難
に
直
面
す

る
。
し
か
し
、
実
存
主
義
や
現
象
学
、
あ
る
い
は
当
時
の
マ
ル
ク
ス
主
義
は
こ
う
し
た
困
難
を
乗
り
越
え
る
手
掛
か
り
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
に
か
わ
っ
て
フ
ー
コ
ー
に
解
決
の
糸
口
を
与
え
た
の
が
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
と
バ
タ
イ
ユ
を
経
由
し
て
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
ニ
ー

チ
ェ
と
、
現
代
音
楽
の
混
乱
に
お
い
て
形
式
主
義
と
し
て
の
セ
リ
ー
音
楽
と
い
う
解
決
の
道
を
見
出
し
た
ブ
ー
レ
ー
ズ
や
バ
ラ
ケ
だ
っ
た
わ
け

で
あ
る
。

第
二
章
　
表
現
と
し
て
の
夢
・
狂
気
・
文
学

第
一
節
　
表
現
と
し
て
の
夢
、
幸
福
と
し
て
の
芸
術

芸
術
的
狂
気
と
臨
床
医
学
的
病
と
の
関
係
は
、
あ
る
意
味
で
既
に
ビ
ン
・
ス
ワ
ン
ガ
t
が
『
夢
と
実
存
』
（
－
浩
○
）
で
問
題
に
し
て
い
た
こ
と
で

も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
病
と
は
患
者
の
一
つ
の
表
現
だ
か
ら
で
あ
る
。



ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
は
ニ
ー
チ
ェ
が
治
療
を
受
け
て
い
た
イ
エ
ナ
診
療
所
の
所
長
の
甥
で
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
の
こ
の
著

作
を
フ
ー
コ
ー
が
フ
ラ
ン
ス
語
に
翻
訳
し
よ
う
と
し
た
き
っ
か
け
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
へ
の
翻
訳
を
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
自
身
が
フ
ー
コ
ー
の
友
人

で
あ
っ
た
ジ
ヤ
ク
リ
ー
ヌ
・
ヴ
エ
ル
ド
t
に
依
頼
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
分
析
に
影
響
を
受
け
た
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
の
こ
の
書
物
は
、
い
わ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
を
夢
と
い
う

観
点
か
ら
捉
え
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
腰
、
そ
れ
を
場
合
に
よ
っ
て
は
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
が
述
べ
て
い
な
い
よ
う
な
問
題
圏
に
ま
で

引
き
込
み
な
が
ら
、
夢
と
い
う
実
存
の
様
態
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
示
し
た
よ
う
な
「
本
来
的
実
存
」
　
に
相
当
す
る
よ

う
な
根
源
的
な
自
己
開
示
の
場
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い
る
と
考
え
る
。
フ
ー
コ
ー
に
よ
れ
ば
、
『
夢
と
実
存
』
は
次
の
よ
う
な
二
重
の
重
要
性

を
持
っ
て
い
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
一
つ
は
夢
は
象
徴
的
な
も
の
の
解
釈
の
場
な
の
で
は
な
く
、
人
間
の
「
解
釈
す
る
」
と
い
う
実
存
的
構

造
そ
の
も
の
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
」
そ
し
て
も
う
一
つ
は
夢
は
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
き
た
想
像
や
表
現
と
い
う
問
題
圏
に

二
四
）

新
し
い
見
方
を
与
え
て
い
る
と
い
ヶ
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
■
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
t
の
夢
の
捉
え
方
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
新
し
い
の
か
。
フ
ー
コ
ー
は
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
を
例
と
し
て
論
じ
、
以

下
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
現
象
学
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
は
成
功
し
た
。
し
か
し
現
象
学
は
、
そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
言
語
を
了
解

す
る
可
能
性
を
誰
に
も
与
え
な
か
っ
た
」
、
つ
ま
り
現
象
学
は
「
表
現
が
自
己
を
客
体
化
し
、
意
味
作
用
が
生
ま
れ
る
瞬
間
に
ま
で
は
遡
行
す
る

二
五
）

こ
七
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
表
現
が
自
己
を
客
体
化
す
る
そ
の
瞬
間
こ
そ
夢
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

フ
ー
コ
ー
は
、
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
　
「
目
覚
め
た
人
間
は
認
識
の
世
界
に
生
き
て
い
る
が
、
眠
る
者
は
自
分
自
身
の
世
界
へ
と
向
か
っ
て
い

る
」
と
い
う
言
葉
を
引
き
な
が
ら
、
夢
が
い
か
な
る
意
味
で
根
源
的
瞬
間
で
あ
る
か
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
実
存
が
自
ら
の
還
元
不
可

能
な
孤
独
の
中
で
、
月
己
の
歴
史
の
場
と
し
て
構
成
さ
れ
る
一
つ
の
世
界
に
向
け
て
自
己
を
投
企
す
る
原
初
的
運
動
を
こ
そ
、
夢
は
そ
の
超
越

性
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
超
越
性
に
よ
っ
て
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
…
覚
醒
し
た
意
識
を
幻
惑
す
る
あ
の
客
観
性
と
断
絶
し
、
人
間
主
体
に
そ七



六

の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
自
由
を
取
り
戻
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
夢
は
逆
説
的
に
世
界
に
向
か
う
自
由
の
運
動
、
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
自
由
が
世
界
と

（
一
六
）

な
る
根
源
的
な
始
ま
り
の
地
点
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
夢
の
宇
宙
の
創
生
が
表
し
て
い
る
の
は
、
・
実
存
そ
の
も
の
め
起
源
な
の
で
あ
る
。
J

そ
し
て
、
垂
が
実
存
の
起
源
で
あ
る
が
故
に
、
夢
は
同
時
に
「
倫
理
的
内
容
と
切
り
離
す
こ
と
ザ
で
き
な
い
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
、
夢
に

お
い
て
回
復
さ
れ
た
自
由
の
経
験
は
、
自
由
が
ど
の
よ
う
に
L
で
基
礎
づ
け
ら
れ
逆
に
疎
外
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
自
由
が
世
界
の
中
で
ど
の
よ

う
に
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
責
任
性
と
し
て
構
成
さ
れ
逆
に
忘
却
さ
れ
た
り
す
る
も
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
の
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
「
夢
は
倫
理
的
内
容
の
絶
対
的
開
示
、
赤
裸
の
心
」
だ
と
い
う
。

こ
う
し
て
、
フ
」
コ
t
は
、
夢
を
実
存
の
起
源
で
洩
り
、
同
時
に
言
語
を
は
じ
め
と
す
る
歴
史
総
体
に
お
け
る
表
現
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
を
そ
し
．
て
」
こ
こ
か
ら
具
体
的
な
表
現
潜
動
の
分
析
が
行
な
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
『
夢
と
実
存
』
の
序
論
で

は
そ
れ
は
で
き
な
い
の
で
、
表
現
活
動
の
骨
子
だ
け
を
述
べ
て
お
こ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
個
々
の
表
現
行
為
は
夢
に
お
け
る
よ

う
な
原
初
的
な
方
向
め
軌
跡
の
上
に
描
か
れ
る
か
ら
、
そ
の
解
釈
と
は
運
動
総
体
の
復
元
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
い
か
な
る
意
味
で
も

心
理
学
的
に
還
元
し
え
な
い
芸
術
の
人
間
学
（
傍
点
論
者
）
」
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、
表
現
を
無
意
識
的
動
機
へ
と
還
元
す
る
こ
と
で
は
な
く
、

二
七
）

「
人
間
の
自
由
が
運
動
す
る
線
に
沿
っ
て
、
そ
れ
ら
の
表
現
の
藷
構
造
を
復
元
し
て
み
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。

逆
に
い
え
ば
、
現
実
の
現
実
性
の
起
源
は
、
現
実
と
対
比
さ
れ
る
よ
う
な
想
像
的
な
も
の
で
は
な
く
、
実
存
の
起
源
と
し
て
の
夢
に
お
い
て

開
示
さ
れ
る
よ
ー
㌣
な
人
間
の
自
由
に
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
詩
的
表
現
は
、
現
実
の
代
替
物
と
し
て
の
比
喩
な
ど
で
は
な
く
、
「
現
前
を
現
前
そ

れ
自
身
へ
と
回
復
さ
せ
る
と
と
ろ
、
：
・
メ
タ
フ
ォ
ト
ル
が
…
直
接
性
に
そ
の
奥
行
き
を
回
復
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
詩
的
表
現
は
最
大
の
次

（
一
九
）

元
を
見
出
す
の
だ
」
、
と
フ
ー
コ
ー
は
語
る
。

序
論
は
次
の
よ
う
に
結
ば
れ
る
。
『
夢
と
実
存
』
が
提
起
す
る
問
題
は
、
想
像
力
の
人
間
学
よ
り
も
さ
ら
に
根
本
的
な
表
現
の
人
間
学
に
関
わ

る
も
の
で
あ
る
。
人
は
夢
の
意
味
作
用
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
の
根
本
的
な
形
態
を
回
復
し
、
実
存
の
自
由
を
顕
現
さ
せ
・
実
存



の
幸
福
と
不
幸
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
実
存
の
不
幸
と
は
つ
ね
に
自
己
疎
外
（
狂
気
）
に
属
し
、
実
存
の
幸

福
と
は
、
経
験
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
表
現
の
幸
福
　
（
芸
術
）
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
　
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
夢
と
実
存
』
の
序
論
は
、
エ
リ
ボ
ン
が
「
彼
自
身
の
関
心
事
を
、
彼
が
現
に
自
分
に
課
し
今
後
も
課
す
よ
う
に
な
る
数
々

の
問
題
を
把
握
す
る
た
め
の
、
ま
た
彼
の
仕
事
の
形
成
過
程
を
そ
の
起
点
に
お
い
て
把
握
で
き
る
か
も
し
れ
ぬ
本
質
的
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
後
に
問
題
に
な
る
狂
気
、
言
説
、
倫
理
な
ど
へ
の
視
角
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
何
よ
り

も
重
要
だ
と
思
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
「
芸
術
の
人
間
学
」
「
表
現
の
人
間
学
」
と
い
う
核
心
か
ら
発
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
序
論

か
ら
明
ら
か
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
節
　
「
疎
外
と
し
て
の
狂
気
」
か
ら
「
疎
外
さ
れ
た
狂
気
L
　
へ

「
実
存
の
不
幸
と
は
つ
ね
に
自
己
疎
外
（
狂
気
）
　
に
属
し
、
実
存
の
幸
福
と
は
、
経
験
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
表
現
の
幸
福
（
芸
術
）
　
に

は
か
な
ら
な
い
」
　
－
■
こ
れ
は
や
が
て
『
狂
気
の
歴
史
』
と
し
て
出
版
さ
れ
る
博
士
論
文
「
狂
気
と
非
理
性
」
と
芸
術
と
の
関
連
を
考
え
る
上

で
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
重
要
な
言
葉
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
同
時
に
こ
こ
で
使
わ
れ
て
い
る
「
自
己
疎
外
」
　
と
い
う
用
語
は
、
当
時
の
フ
ー

コ
ー
が
ニ
ー
チ
ェ
や
現
代
音
楽
の
影
響
を
受
け
て
は
い
て
も
、
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
・
マ
ル
ク
ス
的
思
想
圏
に
捕
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
りこ

れ
は
、
『
夢
と
実
存
』
の
序
論
が
書
か
れ
た
一
九
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
精
神
疾
患
と
人
格
』
の
結
論
で
、
真
の
心
理
学
は
、
す
べ
て
の

人
間
学
と
同
様
に
、
人
間
を
疎
外
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
目
的
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
論
調
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、

だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の
書
は
や
が
て
フ
ー
コ
ー
自
身
の
気
に
入
ら
な
い
と
こ
ろ
と
な
っ
て
、
一
九
六
二
年
に
そ
の
第
二
部
を
改
変
し
『
精
神
疾
患

と
心
理
学
』
と
し
て
出
版
し
直
さ
れ
る
。
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〇

で
は
、
「
実
存
の
不
幸
と
は
つ
ね
に
自
己
疎
外
（
狂
気
）
に
属
し
、
実
存
の
幸
福
と
は
、
経
験
的
な
次
元
に
お
い
て
は
、
表
現
の
幸
福
（
芸
術
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
」
　
と
い
う
「
芸
術
の
人
間
学
」
　
「
表
現
の
人
間
学
」
　
は
ど
う
な
る
の
か
。
確
か
に
、
「
狂
気
」
　
の
問
題
は
　
『
精
神
疾
患
と
心
理

学
』
に
お
い
て
も
な
お
引
き
継
が
れ
て
は
い
る
が
、
『
魔
神
疾
患
と
人
格
』
で
の
狂
気
（
－
V
a
－
i
㌻
a
t
i
O
n
m
e
ロ
t
a
－
e
）
は
『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』

で
は
『
狂
気
の
歴
史
』
　
で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
ぎ
ー
i
e
と
書
き
直
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』
に
お
い
て
も
狂
気
は
疎
外
と

共
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
狂
気
は
疎
外
な
の
で
は
な
く
、
逆
に
文
化
が
狂
気
を
疎
外
す
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
。
．
書
き
換
え
ら

れ
た
第
二
部
の
表
題
　
「
狂
気
と
文
化
」
　
が
既
に
そ
の
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
は
　
「
十
七
世
紀
半
ば
に
、
突
然
、
変
化

（
二
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
．
．
．
．
．

が
お
こ
っ
た
。
狂
気
の
世
界
は
疎
外
の
世
界
と
な
る
」
、
「
『
精
神
疾
患
』
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
た
ん
に
疎
外
さ
れ
た
狂
気
に
す
ぎ
な
い
。

ほ
か
な
ら
ぬ
狂
気
が
可
能
な
ら
し
め
た
心
理
学
の
中
に
、
狂
気
が
疎
外
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
は
、
「
実
存
の
不
幸
と
し
て
の
狂
気
か
ら
実
存
の
幸
福
と
し
て
の
芸
術
へ
」
と
い
う
解
放
の
図
式
は
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
狂

気
を
実
存
の
不
幸
（
m
a
－
）
、
精
神
の
病
（
m
a
H
a
d
i
e
）
と
し
て
位
置
付
け
よ
う
と
す
る
文
化
的
・
歴
史
的
過
程
を
問
題
に
す
る
よ
う
に
な
る
。
フ
ー

コ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
た
だ
歴
史
に
お
い
て
の
み
、
精
神
疾
患
の
具
体
的
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
条
件
が
発
見
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
フ
ー

コ
ー
が
狂
気
を
歴
史
へ
と
関
係
づ
け
る
こ
と
の
意
味
は
、
十
九
世
紀
の
医
学
と
生
物
学
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
狂
気
を
自
然
へ
と
関
係

づ
け
る
．
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
理
性
と
非
理
性
に
対
す
る
分
割
、
そ
れ
を
『
夢
と
実
存
』
序
論
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ

う
な
根
源
的
な
実
存
様
態
と
し
て
の
夢
に
お
け
る
自
由
の
回
復
の
経
験
と
共
に
開
示
さ
れ
る
倫
理
的
決
定
と
し
て
で
は
な
く
、
自
然
の
領
域
に

（
二
五
）

属
す
る
病
と
し
て
配
分
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
フ
ー
コ
ー
は
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
序
論
で
使
わ
れ
て
い
る
　
「
芸
術
の
人
間
学
」
　
「
表
現
の
人
間
学
」
　
と
い
う
考
え
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
『
精
神
疾
患
と
人
格
』
か

ら
「
人
格
」
　
の
文
字
が
消
え
た
よ
う
に
、
同
じ
く
カ
ン
ト
を
連
想
さ
せ
る
　
「
人
間
学
」
と
い
う
言
葉
も
替
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な

い
。
ニ
ー
チ
ェ
と
出
会
っ
た
一
九
五
三
年
当
時
フ
ー
コ
ー
は
高
等
師
範
学
校
で
カ
ン
ト
の
　
『
人
間
学
』
を
講
読
し
て
い
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
的



な
疎
外
・
解
放
論
の
放
棄
に
よ
っ
て
、
フ
ー
コ
ー
は
カ
ン
ト
へ
の
取
り
組
み
を
放
棄
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
一
年
に
は
、
博
士
号
取

得
の
た
め
の
副
論
文
「
カ
ン
ト
の
『
人
間
学
』
の
序
論
つ
き
翻
訳
」
を
提
出
し
て
い
る
。
第
一
巻
が
序
論
、
第
二
巻
が
訳
注
付
き
の
翻
訳
か
ら

（
二
六
）

な
っ
て
い
る
こ
の
副
論
文
は
、
第
二
巻
は
刊
行
さ
れ
た
が
第
一
巻
は
タ
イ
プ
原
稿
の
ま
ま
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
そ
の
序
論
に
お
い
て
、
カ
ン

（
二
七
）

ト
研
究
者
に
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
な
い
　
『
人
間
学
』
が
も
つ
中
心
的
な
役
割
を
強
調
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
間
題
は
、
一
九
七
八
年
の

講
演
「
批
判
と
は
何
か
」
や
断
想
「
啓
蒙
と
は
何
か
」
な
ど
、
フ
ー
コ
ー
の
晩
年
に
ま
で
継
承
さ
れ
て
い
る
。

フ
ー
コ
ー
は
狂
気
や
性
と
い
う
名
の
も
と
に
理
性
を
告
発
し
よ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
逆
に
人
間
の
実
存
的
な
自
由
に
お
い
て
倫
理
や
責
任

が
選
択
さ
れ
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
働
き
で
あ
る
は
ず
の
理
性
が
、
な
ぜ
逆
に
人
間
の
自
由
を
剥
奪
す
る
よ
う
に
機
能
し
て
し
ま
う
の
か
を
問
う

の
で
あ
る
。
■
こ
の
問
い
は
明
ら
か
に
、
フ
ー
コ
ー
が
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ジ
エ
イ
の
　
『
弁
証
法
的
想
像
力
』
を
通
し
て
知
る
こ
と
に
な
っ
た
ア
ド
ル

ノ
と
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
」
の
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
と
同
種
の
問
い
で
あ
る
。

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
の
著
者
た
ち
は
そ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
を
「
文
化
産
業
」
　
（
ア
．
ド
ル
ノ
）
や
「
道
具
的
理
性
」
　
（
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
）

な
ど
に
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
フ
ー
コ
ー
の
さ
し
あ
た
っ
て
の
答
え
は
十
七
世
紀
か
ら
囲
い
込
ま
れ
る
「
狂
気
の
歴
史
」
、
あ
る
い
は
「
臨
床
医

学
の
誕
生
」
を
描
き
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
「
芸
術
の
人
間
学
」
や
「
表
現
の
人
間
学
」
は
単
に
個
人
の
実
存
の
問
題
と
し
て
で
は

な
く
、
狂
気
に
対
す
る
あ
る
時
代
の
文
化
の
　
「
表
現
」
　
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』
で
は
そ
れ
を
、
「
一
つ
の
文
化

（
二
八
）

が
、
首
己
が
拒
絶
す
る
諸
現
象
の
中
に
お
い
て
、
自
己
を
ポ
ジ
テ
イ
ヴ
に
表
現
す
る
に
至
る
動
き
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
つ
ま
り
、
人
格
と
い

ぅ
個
人
の
表
現
の
問
題
は
消
え
る
彗
今
や
そ
れ
は
社
会
的
表
現
へ
と
舞
台
が
移
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
二
九
）

そ
し
て
さ
ら
に
、
狂
気
を
排
除
す
る
言
説
、
そ
し
て
狂
気
と
い
う
沈
黙
の
言
説
、
こ
れ
ら
理
性
と
非
理
性
を
分
割
す
る
歴
史
的
言
説
を
系
譜

学
的
に
辿
り
直
す
こ
と
は
、
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
夢
に
お
い
て
自
己
の
根
源
的
自
由
を
回
復
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
と
同
じ
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

フ
ー
コ
ー
は
、
カ
ン
ト
の
　
『
人
間
学
』
に
お
け
る
　
「
人
間
と
は
何
か
」
　
と
い
う
根
本
的
な
哲
学
的
問
い
は
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
　
「
超
人
」
と
し



四
二

て
答
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
が
、
狂
気
の
囲
い
込
み
と
い
う
歴
史
的
決
定
を
系
譜
学
的
に
描
き
出
す
こ
と
を
通
し
て
そ
．
の
決
定
に
よ
っ
て
自
然

化
し
た
理
性
と
非
理
性
の
分
割
を
そ
の
根
源
に
向
か
っ
て
送
り
返
す
こ
と
は
、
雇
君
の
夢
ほ
ど
諸
君
の
も
の
で
あ
る
も
の
は
な
い
」
（
『
曙
光
』
）
、

あ
る
い
は
「
自
分
白
身
に
な
れ
」
（
『
反
時
代
的
考
察
』
）
と
い
う
ニ
ー
チ
ェ
の
要
請
を
フ
ー
コ
ー
な
り
に
遂
行
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

第
三
節
　
「
私
は
狂
っ
て
い
る
」
の
パ
ラ
ド
ク
ス
、
不
在
に
向
か
う
「
私
は
書
く
」

フ
ー
コ
ー
は
、
心
理
学
が
狂
気
に
与
え
た
沈
黙
に
対
し
、
逆
に
ニ
ー
チ
ェ
た
ち
に
よ
っ
て
狂
気
を
再
び
語
ら
せ
、
心
理
学
を
沈
黙
さ
せ
た
か
っ

（
三
一
）

た
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
た
ち
と
い
う
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
ほ
か
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
ネ
ル
ヴ
ア
ル
、
ル
ー
セ
ル
、
ア
ル
ト
ー
、
マ
ラ
ル
メ
、

ク
ロ
ソ
フ
ス
キ
ー
、
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
バ
タ
イ
ユ
た
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
あ
る
い
は
彼
ら
の
作
品
は
、
西
洋
が
近
代
に
お
い
て
設
定
し

た
理
性
と
非
理
性
に
関
す
る
生
の
境
界
を
侵
犯
す
る
。

で
は
、
文
学
は
な
ぜ
境
界
を
侵
犯
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
文
学
的
言
説
は
、
日
常
的
言
説
と
臨
床
医
学
の
言
説
と
い
か
な
る
関
係
に
あ

（
三
二
）

る
の
か
。
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
は
、
『
狂
気
の
歴
史
』
に
付
け
ら
れ
た
「
狂
気
、
営
み
の
不
在
」
　
で
次
の
よ
う
に
い
う
。
マ
ラ
ル
メ
以
前
の
文
学

で
は
所
与
の
言
語
の
上
に
個
人
の
言
葉
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
マ
ラ
ル
メ
以
降
の
文
学
は
共
通
コ
ー
ド
を
も
た
な
い
個
人
の
発
話
、
つ
ま

り
「
作
品
（
営
み
）
　
の
不
在
」
　
が
解
読
さ
れ
る
べ
き
発
話
と
し
て
所
与
の
言
語
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
学
は

（
三
三
）

「
共
有
語
の
諸
価
値
な
ら
び
に
意
味
作
用
を
最
高
度
に
変
容
す
る
力
」
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
逆
に
、
臨
床
医
学
は
　
「
作
品
の
不
在
」
を
共
有

コ
ー
ド
か
ら
の
逸
脱
と
し
て
遠
ざ
け
て
し
ま
う
。

と
は
い
え
、
フ
ー
コ
ー
は
社
会
の
中
に
狂
気
を
導
き
入
れ
、
社
会
を
撹
乱
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
フ
ー
コ
ー
は
、
ギ
リ
シ

ア
時
代
に
お
い
て
は
悲
劇
の
中
で
人
々
は
　
「
熱
狂
」
　
「
倣
慢
」
　
「
無
秩
序
」
に
出
会
っ
て
い
た
、
そ
れ
は
　
「
狂
気
か
ら
隔
た
っ
て
い
た
」
　
の
で
は



（
三
四
）

な
く
「
狂
気
か
ら
の
隔
た
り
の
な
か
に
あ
っ
た
」
　
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
る
。
同
じ
こ
と
を
『
狂
気
の
歴
史
』
の
序
言
で
は
、
「
ギ
リ
シ
ャ
人

が
関
与
し
て
い
た
の
は
彼
ら
の
い
わ
ゆ
る
人
間
の
思
い
あ
が
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
関
与
に
は
断
罪
の
調
子
は
ま
っ
た
く
含
ま
れ
て
い
な
か
っ

（
三
五
）

た
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
『
狂
気
の
歴
史
』
で
言
及
さ
れ
て
い
る
ボ
ッ
シ
ュ
の
『
狂
人
の
治
療
』
『
阿
呆
船
』
や
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
『
デ
ユ
ル
・

グ
リ
ー
ト
』
は
、
当
時
い
か
に
人
々
が
狂
気
の
日
常
の
中
に
存
在
し
て
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
し
ば
し
ば
人
間
の
無
力
や
愚

（
三
六
）

か
さ
を
警
告
す
る
役
割
を
担
い
、
理
性
が
飲
み
込
ま
れ
る
闇
を
教
え
て
き
た
。
フ
ー
コ
ー
は
、
別
の
場
所
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
中
世

に
は
、
そ
し
て
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
、
狂
気
は
社
会
の
地
平
の
な
か
に
審
美
的
あ
る
い
は
日
常
的
事
実
と
し
て
現
前
し
て
い
る
と
い
え

る
。
つ
づ
い
て
、
十
七
世
紀
に
お
い
て
は
、
－
－
監
禁
が
始
ま
っ
て
か
ら
は
－
、
狂
気
は
、
沈
黙
と
排
除
打
時
代
を
横
切
る
こ
と
に
な
る
。
」

こ
の
よ
う
に
文
学
は
狂
気
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
文
学
は
狂
気
の
存
在
を
狂
気
と
の
「
隔
た
り
」
と
し
て
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

バ
タ
イ
ユ
の
邪
知
の
教
え
が
知
を
放
棄
す
る
こ
と
で
は
な
く
知
を
限
界
づ
け
る
こ
と
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
文
学
に
よ
る
侵
犯
も
日
常
を
離
れ
て

狂
気
へ
と
参
入
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
日
常
か
ら
日
常
を
そ
の
外
部
に
よ
っ
て
－
た
だ
し
、
そ
の
外
部
は
内
部
の
核
心
を
な
す
も
の
か
も
し

れ
な
い
が
　
ー
　
限
界
づ
け
る
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
文
学
の
そ
の
よ
う
な
侵
犯
の
力
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
そ
れ
は
一
言
で
い
え
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
　
「
作
品
の
不
在
」
を
作
り

出
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
で
は
、
文
学
「
作
品
」
　
は
ど
の
よ
う
に
　
「
作
品
の
不
在
」
　
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

（
三
七
）

フ
ー
コ
ー
は
、
そ
れ
を
　
「
私
は
狂
っ
て
い
る
」
　
と
い
う
言
葉
の
も
つ
パ
ラ
ド
ク
ス
と
か
ら
説
き
明
か
そ
う
と
す
る
。
「
私
は
嘘
を
つ
い
て
い

る
」
．
と
い
う
言
葉
が
、
こ
の
言
葉
を
真
と
仮
定
し
て
も
偽
と
仮
定
し
て
も
仮
定
と
矛
盾
す
る
結
論
を
得
て
し
ま
う
と
い
う
パ
ラ
ド
ク
ス
で
あ
る

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
「
嘘
を
つ
く
」
と
い
う
言
葉
が
、
「
語
る
こ
と
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
語
ら
れ
た
こ
と
」

で
も
あ
る
と
い
う
二
重
性
の
重
ね
合
わ
せ
、
一
般
的
に
言
え
ば
自
己
言
及
的
構
造
に
よ
っ
て
生
じ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
二
十
世
紀
の
文
学
的
エ

ク
リ
チ
ュ
ー
ル
が
、
こ
の
よ
う
な
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
私
は
書
く
」
と
い
う
文
章
を
書
い



四

四

た
と
す
る
と
、
「
私
は
書
く
」
と
い
う
の
は
「
書
く
こ
と
」
　
の
遂
行
形
態
を
意
味
す
る
と
当
時
に
、
「
書
か
れ
た
内
容
」
　
で
も
あ
る
。

嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
真
と
仮
定
す
る
と
偽
に
な
り
、
偽
と
仮
定
す
る
と
真
に
な
る
と
い
う
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
が

故
に
パ
ラ
ド
ク
ス
を
な
す
が
、
文
学
的
エ
ク
．
リ
チ
ュ
ー
ル
の
場
合
は
、
表
は
い
つ
ま
で
も
表
に
、
裏
は
い
つ
ま
で
も
裏
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

主
語
と
目
的
語
を
折
り
重
ね
て
で
き
る
自
己
言
及
的
構
造
を
も
っ
た
文
学
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
言
語
の
無
限
増
殖
を
可
能
に
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
〈
I
s
a
y
t
h
乳
～
、
と
い
う
構
文
に
お
け
る
「
言
う
」
と
い
う
語
の
目
的
節
が
現
実
界
に
触
れ
る
こ
と
な
く
、
言
語
そ
れ
自
身
に
向

う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
通
常
の
意
味
で
の
言
語
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ー
コ
ー
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
私

は
話
す
』
は
、
事
実
そ
れ
に
一
個
の
目
的
節
を
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
支
え
と
な
る
よ
う
な
、
一
個
の
言
説
に
参
照
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
言
説
が
欠
如
し
て
い
る
の
管
『
私
は
話
す
』
な
る
も
の
が
そ
の
主
権
の
拠
点
と
し
て
い
る
の
は
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
不
在
」
な

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
そ
う
し
た
蜃
気
楼
の
現
実
の
無
限
こ
そ
が
、
そ
の
空
虚
さ
の
う
ち
に
、
作
品
の
厚
み
を
作
り
出
す
　
－
　
作
品
の
内
部
の

（
三
九
）

不
在
か
ら
、
逆
説
的
に
も
当
の
作
品
が
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
」
。
フ
ー
コ
ー
が
、
『
い
か
に
し
て
私
は
私
の
本
の
数
冊
を
書
い
た
か
』
を
は
じ

（
四
〇
）

め
と
す
る
レ
ー
モ
ン
・
ル
ー
セ
ル
の
作
品
を
読
も
う
と
す
る
の
も
、
ま
た
『
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
』
に
お
い
て
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に

似
た
マ
グ
リ
ッ
ト
の
絵
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
視
点
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
『
こ
れ
は
パ
イ
プ
で
は
な
い
』

で
は
、
絵
画
に
付
さ
れ
た
言
葉
は
絵
画
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
絵
画
と
言
葉
と
の
「
隔
た
り
」
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

言
葉
は
む
し
ろ
絵
画
と
の
間
に
新
た
に
作
り
出
さ
れ
る
関
係
に
は
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
言
語
が
参
照
先
と
し
て
の
現
実
の
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
言
語
そ
の
も
の
へ
と
向
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
ら
確
か
な

も
の
は
見
出
せ
な
い
。
不
在
は
自
ら
を
不
在
と
し
て
示
し
、
わ
れ
わ
れ
が
近
づ
き
、
把
握
し
、
そ
の
真
理
を
所
有
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
。
そ
こ
に
、
現
実
界
と
は
別
の
有
意
味
な
　
「
世
界
」
　
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
そ
の
こ
と
を
、
「
『
外
』
は
実
質

的
な
現
存
と
し
て
　
ー
　
つ
ま
り
わ
れ
と
わ
が
実
在
の
確
実
性
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
照
ら
し
だ
さ
れ
て
い
る
事
物
と
し
て

は
提
示
さ
れ
得
ず
、



た
だ
単
に
不
在
と
し
て
、
自
己
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
引
き
こ
も
っ
て
、
そ
れ
が
す
る
合
図
の
う
ち
に
空
洞
を
掘
る
不
在
と
し
て
提
示
さ
れ

（
四
一
）
（
四
二
）

る
に
す
ぎ
」
ず
、
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
「
自
分
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
『
外
』
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
感
じ
と
る
こ
．
と
」
に
な
る
。

こ
の
「
外
の
外
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
先
に
逓
べ
た
よ
う
な
「
狂
気
か
ら
の
隔
た
り
の
中
に
あ
る
」
こ
と
で
あ
る
。

言
語
が
客
観
的
世
界
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
逆
に
言
語
の
根
拠
と
思
わ
れ
て
き
た
「
語
る
主
体
」
の
切
り
離
し
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
作
者
の
意
図
や
語
る
主
体
の
欲
望
と
い
っ
た
、
言
葉
の
起
源
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
も
の
か
ら
言
葉
を
理
儲
・
解
釈
す

る
こ
と
の
放
棄
で
あ
る
．

。
『
言
葉
と
物
』
は
ま
さ
に
こ
の
間
題
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
り
、
十
九
世
紀
的
人
間
主
義
の
時
代
か
ら
人
間
主
義
の
終
焉

の
時
代
へ
の
移
行
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
に
は
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
内
化
（
E
ユ
n
n
e
r
u
n
g
）
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
客
観
を
主

観
へ
と
反
映
し
折
り
込
む
反
省
（
r
e
P
e
已
O
n
）
が
前
提
し
て
い
る
よ
う
な
、
客
観
と
主
観
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
関
係
を
「
外
し
と

し
て
の
沈
黙
に
向
け
て
解
き
ほ
ぐ
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

レ
ゲ
イ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
一
九
六
二
年
に
『
野
生
の
思
考
』
の
「
歴
史
と
弁
証
法
」
で
サ
ル
ト
ル
の
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
を
批
判
し
、

人
々
は
こ
こ
に
人
間
中
心
主
義
に
か
わ
る
新
し
い
思
想
と
し
て
の
構
造
主
義
の
誕
生
を
見
た
。
『
野
生
の
思
考
』
に
続
い
て
一
九
六
五
年
に
は
マ

ル
ク
ス
主
義
者
ア
ル
チ
ユ
セ
ー
ル
が
『
廷
る
マ
ル
ク
ス
』
『
資
本
論
を
読
む
』
を
、
一
九
六
六
年
に
は
精
神
分
析
家
ラ
カ
ン
が
『
エ
ク
リ
』
を
公

刊
し
た
こ
と
に
よ
り
構
造
主
義
は
新
し
い
思
想
と
し
て
ブ
ー
ム
に
な
っ
た
。
フ
ー
コ
ー
が
『
言
葉
と
物
』
を
公
刊
し
た
の
も
こ
の
一
九
六
六
年

で
あ
り
、
そ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
ち
二
十
世
紀
に
お
け
る
人
間
主
義
の
終
焉
は
、
フ
ー
コ
ー
の
名
を
構
造
主
義
の
旗
手
と
し
て
世
界
に
広
め
る

（
四
三
）

こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ー
コ
ー
が
構
造
主
義
に
つ
い
て
語
る
時
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
む
し
ろ
形
式
主
義
を
強
調
す
る
の
は
、
シ
ェ
ー

ン
ベ
ル
ク
や
ブ
ー
レ
ー
ズ
た
ち
現
代
音
楽
が
形
式
主
義
に
向
か
っ
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
右
の
よ
う
に
二
十
世
紀
の
文
学
的
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
も
ま
た
主
観
と
客
観
と
い
う
二
つ
の
実
■
質
的
内
容
か
ら
結
論
も
真
理
も
道
徳
も
な
い
不
在
と
し
て
の
、
沈
黙
と
し
て
の
「
外
」
へ
と
離
脱
し

よ
う
と
し
て
い
た
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
、
．
そ
の
よ
う
な
形
式
主
義
に
こ
そ
、
十
九
世
紀
的
人
間
主
義
の
枠
に
と
ど
ま
る
現
象
学
と
マ
ル



四
六

ク
ス
主
義
と
い
う
思
想
の
地
平
か
ら
逃
れ
る
道
を
模
索
し
て
い
た
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
構
造
主
義
と
呼
ば
れ
る
新
し
い
思
想
を
生
み

出
す
基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

結
　
　
び

整
理
し
よ
う
。
フ
ー
コ
ー
は
、
一
九
五
〇
年
代
ブ
ラ
ン
シ
ョ
、
バ
タ
イ
ユ
を
仲
介
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
と
出
会
い
、
当
時
の
フ
ラ
ン
ス
の
思
想

界
を
覆
っ
て
い
た
現
象
学
や
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
離
反
し
次
の
一
歩
を
踏
み
出
す
た
め
の
決
定
的
な
影
響
を
受
け
た
。

そ
れ
と
同
時
期
、
フ
ー
コ
ー
は
現
代
作
曲
家
ブ
ー
レ
ー
ズ
、
バ
ラ
ケ
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
た
。
そ
れ
は
、
従
来
音
楽
が
も
つ
と
考
え
ら

れ
て
き
た
主
観
に
お
け
る
情
緒
的
な
も
の
か
ら
音
楽
を
切
り
離
す
音
楽
上
の
形
式
主
義
で
あ
っ
た
。
並
行
し
て
、
フ
ー
コ
ー
は
現
代
の
文
学
に

お
い
て
も
、
言
葉
を
実
在
や
主
観
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
形
式
主
義
の
可
能
性
を
重
視
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
芸
術
に
お
困
る
形
式
主
義
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
思
想
界
に
お
い
て
は
構
造
主
義
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

フ
ー
コ
ー
が
芸
術
上
の
こ
う
し
た
運
動
に
注
目
す
る
の
は
、
狂
気
を
病
気
と
し
て
囲
い
込
も
う
と
す
る
臨
床
医
学
的
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
を
侵

犯
す
る
た
め
で
あ
る
。
フ
ー
コ
ー
は
、
日
常
を
「
狂
気
と
の
隔
た
り
の
中
に
あ
る
虻
の
」
と
す
る
た
め
に
、
狂
気
に
病
気
と
は
異
な
■
る
地
位
を

与
え
る
こ
と
を
望
む
。
フ
ー
コ
ー
に
と
っ
て
、
芸
術
と
は
美
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
侵
犯
の
技
術
（
ラ
a
r
s
〉
ギ
t
e
c
h
n
e
）
に
ほ
か
な

●
　
　
　
　
●
　
　
　
　
●

ら
な
い
。

『
性
の
歴
史
』
第
二
巻
『
快
楽
の
活
用
』
に
お
い
て
突
如
語
り
始
め
る
「
生
存
の
美
学
」
、
す
な
わ
ち
「
自
分
自
身
を
変
容
し
個
別
の
存
在
と

し
て
自
分
を
変
え
よ
う
と
努
力
し
、
自
分
の
生
を
、
あ
る
種
の
美
的
価
値
を
に
な
う
、
ま
た
、
あ
る
種
の
様
式
基
準
に
応
じ
る
一
つ
の
営
み
と

化
そ
う
と
努
力
す
る
」
こ
と
、
そ
れ
は
既
に
一
九
五
〇
年
代
の
l
T
チ
エ
、
現
代
音
楽
、
現
代
文
学
と
の
出
会
い
に
お
い
て
準
備
さ
れ
て
い
た



も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
芸
術
の
侵
犯
す
る
力
を
描
き
出
そ
う
と
し
た
フ
ー
コ
ー
は
、
や
が
て
は
　
『
性
の
歴
史
』
を
書
く
と
い
う
ま
さ
に
そ
の

行
為
自
身
に
お
い
て
、
患
者
が
「
■
語
り
」
精
神
科
医
が
そ
れ
を
「
聴
く
」
と
い
う
臨
床
医
学
の
系
譜
と
し
て
の
、
信
者
が
罪
を
「
語
り
」
司
教

が
そ
れ
を
「
聴
く
L
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
「
告
解
」
シ
ス
テ
ム
を
侵
犯
し
よ
う
七
し
た
切
で
あ
る
。
し
か
し
、
雇
力
か
ら
の
解
放
」
セ
い
う

（
四
四
）

言
説
自
身
が
キ
リ
ス
ト
教
の
　
「
抑
圧
的
権
力
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
宗
教
的
言
説
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
も
は
や
　
「
不
幸
・
自
己

疎
外
・
狂
気
」
と
「
幸
福
・
芸
術
」
と
を
対
立
さ
せ
て
考
え
・
各
こ
と
は
な
く
、
ま
た
「
境
界
そ
そ
の
侵
犯
」
と
い
う
考
え
も
自
ず
と
変
容
す
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
　
「
ス
テ
イ
ー
ヴ
ン
・
リ
ギ
ン
ズ
に
よ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
」
　
（
－
冨
u
）
．
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅸ
J
、
－
）
ゝ
‥
宣
「

（
二
　
）
　
r
逃
走
の
カ
　
フ
ー
コ
ー
と
思
考
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
J
 
l
a
m
e
s
W
．
B
e
r
n
a
u
e
r
－
器
〇
、
中
村
元
訳
、
彩
流
社
、
一
九
九
四
、
三
－
‥
）
▲
．

（
三
）
　
ブ
ー
レ
ー
ズ
は
、
フ
ー
コ
ー
は
音
楽
を
よ
く
知
っ
て
い
た
と
い
う
。
「
フ
ー
コ
ー
を
め
ぐ
る
思
い
出
L
 
r
ユ
リ
イ
カ
　
特
集
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
』
一
九

九
五
、
六
号
、
青
土
社
、
p
．
∝
∝
。

（
四
）
　
同
上
、
p
一
票
。

（
五
）
　
『
ラ
・
フ
イ
エ
ラ
・
リ
レ
ラ
リ
ア
』
　
で
の
パ
オ
占
・
カ
ル
ー
ゾ
と
の
対
談
、
l
九
六
七
。

（
六
）
　
「
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
、
突
き
抜
け
ら
れ
た
画
面
」
　
（
－
器
N
）
　
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅸ
』
、
筑
摩
書
房
、
p
．
望

（
七
）
　
「
構
造
主
義
と
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
（
－
器
∽
）
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅸ
』
、
p
．
N
舅

（
八
）
　
前
掲
「
ピ
エ
ー
ル
・
ブ
ー
レ
ー
ズ
、
突
き
抜
け
ら
れ
た
画
面
」
、
p
．
A
。

（
九
）
　
同
上
。

（
一
〇
）
　
『
逃
走
の
カ
　
フ
ー
コ
ー
と
思
考
の
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
』
l
a
m
e
s
W
．
B
e
r
n
a
u
e
r
－
憲
〇
、
中
村
元
訳
、
彩
流
社
、
一
九
九
四
、
第
四
章
、
特
に
p
．
－
コ
。



（

一

一

）

（
一
二
）

（
二
二
）

（
一
四
）

（
一
五
）

（
〓
ハ
）

（
一
七
）

二
八
）

（
一
九
）

（
二
〇
）

へ
‥
〓
）

（
二
二
）

（
二
三
）

（
二
四
）

（
二
五
）

（
二
六
）

（
二
七
）

（
二
八
）

四
八

前
掲
「
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
リ
ギ
ン
ズ
に
よ
る
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
」
、
．
p
．
缶
∞
。

丁
、
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
」
思
考
集
成
Ⅸ
』
、
p
．
∽
∞
昌
．
。

前
掲
「
フ
ー
コ
ー
を
め
ぐ
る
思
い
出
」
、
p
．
∞
∞
。

「
ビ
ン
ス
ワ
ン
ガ
ー
「
夢
と
実
存
』
　
へ
の
序
論
」
　
で
「
、
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅰ
』
、
p
．
∞
N
。

同
上
、
p
．
宗
。

同
上
、
p
．
E
O
f
㍉

同
上
、
p
一
－
∽
O
。

同
上
、
p
．
－
会
。

同
上
、
p
．
－
念
。

7
㌧
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
伝
』
デ
イ
デ
イ
エ
・
エ
リ
ボ
ン
、
－
麗
雫
　
田
村
倣
訳
、
新
潮
社
、
一
九
九
一
、
p
．
∞
－
。

a
－
i
㌢
a
t
i
O
F
m
e
n
t
a
－
e
と
い
う
言
葉
は
一
般
に
精
神
異
常
を
意
味
す
る
が
、
哲
学
的
用
語
と
し
て
は
疎
外
と
訳
さ
れ
る
a
－
i
㌻
a
t
i
O
n
は
、
離
反
や
喪
失
。

『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』
神
谷
美
恵
子
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
〇
、
p
．
〓
℃

同
上
、
p
．
G
u
。

同
上
、
p
．
－
金
。

ぁ
る
い
は
r
狂
気
は
社
会
の
中
で
し
か
存
在
し
な
い
」
『
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
」
コ
ー
思
考
集
成
Ⅰ
』

前
掲
『
逃
走
の
力
』
巻
末
の
著
作
目
録
、
p
．
∞
。

冒
「
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
／
情
熱
と
受
苦
』
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ミ
ラ
ー
、
一
九
九
三
、
田
村
傲
他
訳
、
筑
摩
書
房
、
一
九
九
八
、
p
．
－
缶
～
G
O
。

前
掲
書
、
p
．
－
会
。



（
二
九
）

（
三
〇
）

（
三
二

（
三
二
）

（
三
三
）

（
三
四
）

（
三
五
）

（
三
六
）

（
三
七
）

（
三
八
）

（
三
九
）

（
四
〇
）

（
四
一
）

（
四
二
）

（
四
三
）

（
四
四
）

「
狂
気
は
、
た
と
え
沈
黙
に
追
い
や
ら
れ
、
疎
外
さ
れ
て
も
、
言
語
と
し
て
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
」
同
上
、
p
．
】
会
。

前
掲
『
精
神
疾
患
と
心
理
学
』
、
p
．
－
念
。

前
掲
、
冒
「
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
／
情
熱
と
受
苦
』
、
p
．
－
∽
N
．
p
．
】
肌
彗

原
語
は
八
一
L
a
f
O
－
i
e
L
、
a
b
s
e
n
c
e
d
〉
籍
u
責
e
V
）
で
あ
り
、
「
狂
気
、
作
品
の
不
在
」
　
と
も
訳
さ
れ
る
。

『
狂
気
の
歴
史
L
－
浣
－
、
田
村
倣
訳
、
新
潮
社
、
一
九
七
五
、
p
．
笈
望
た
だ
し
、
「
狂
気
、
営
み
の
不
在
」
は
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
、
一
九
七
二
年
版
の

『
狂
気
の
歴
史
』
に
追
加
さ
れ
た
。

同
上
、
p
．
ひ
0
0
ー
。

こ
の
序
言
は
一
九
七
二
年
版
で
は
削
ら
れ
た
が
、
邦
訳
に
は
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

前
掲
「
狂
気
は
社
会
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
L
 
r
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
I
L
、
p
．
N
O
↓

前
掲
「
狂
気
、
営
み
の
不
在
」
、
p
．
∽
0
0
の
。

「
外
の
思
考
L
 
r
外
の
思
考
し
朝
日
出
版
社
、
p
．
－
U
。
参
照
冒
「
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅱ
し
。

「
言
語
の
無
限
反
復
」
　
「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
思
考
集
成
Ⅰ
』
、
p
．
U
u
叫
。

一
一
C
e
c
i
n
V
e
s
t
p
a
s
u
n
e
p
i
p
e
、
、
Y
L
e
s
c
a
h
i
e
r
s
d
u
c
h
e
m
i
ロ
N
舌
n
．
G
L
浣
0
0
）
、
加
筆
し
て
一
九
七
三
年
に
刊
行
、
豊
崎
光
二
清
水
正
訳
、
哲
学
書
房
、

一
九
八
六
。

前
掲
「
外
の
思
考
」
、
p
．
∽
－
。

同
上
、
p
．
u
O
。

注
六
参
照
。

た
と
え
ば
、
『
性
の
歴
史
Ⅰ
　
知
へ
の
意
志
』
一
九
七
六
、
渡
辺
守
章
訳
、
新
潮
社
、
一
九
八
六
、
p
．
－
跨
。

四
九


