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試

論

退
屈
を
考
え
る

柏
原

全
孝

〈
要
旨
V

退
屈
は
時
間
と

の
関
わ
り
を
独
特
な
形
で
表
現

す
る
感
情

、
心
理
の

一
形
態

で
あ

る
。

し
か
し
、
現
代
社
会

に
お

い
て
、
退
屈

は
単
な

る
個

人
の
感
情

と
い
う
レ
ベ
ル
を
越

え
、

社
会

の
特
徴

の

一
つ
と
し

て
、
ま

た
時
代

の
象
徴

と
さ
れ
る
ま
で
に
な

っ
て
い
る
。
今

や
退
屈
は
紛
れ
も
な
く
社
会
学
的

課
題

の

一
つ
で
あ
る
。

退
屈
が
人
間

に
固
有

で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
人
間
の
活
動
、
行
為
様
式
と
深

く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
が

推
測

さ
れ
よ
う

。
そ

こ
で
、
本
稿
は
人
間

の
活
動
、
行
為
様

「

式
を
自
己
成
就
的
預
言
構
造

を
持

つ
、
現
実
産

出
活
動
と
し
て
捉

え
、
そ

の
点
か
ら
退

屈

の
位
置
づ
け

を
考
察

す
る
。
本
稿
の
最
大

の
課
題
が

こ
れ
で
あ
る
。

こ
の
課
題

の
解

明

を
目
指

し
て
、
第

一
に
、
退
屈
が
生
ま
れ
て
く
る
条
件
を
幾

つ
か

の
例
か
ら
検
討
し

、

策

二
に
、
自

己
成
就
的
預
言
そ

の
も

の
に

つ
い
て
考
察
し

、
最
後

に
、
以
上

二

つ
の
点

に

つ
い
て
の
考
察

か
ら
退
屈

の
基
本
的
な
在
り
様
を
究
明
す
る
。

さ
ら

に
こ
の
考
察
か

ら
、
退

屈

の
代
表
的
な
バ
リ

エ
ー

シ

ョ
ン
で
あ
る

、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ソ
に
お
い
て

「
つ
ま
ら
な
さ
」

の
伝
達

に
利
用
さ
れ
る
退
屈

、
に

つ
い
て
の
検
討
も

可
能
と

な
る
。

キ

ー
ワ
ー
ド

退
屈
、
自
己
成
就
的

預
言
、
デ

ジ

ャ
ヴ

ュ
、
予
期
せ
ざ
る
結

果
。
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は
じ
め
に

々
が
退
屈
的
状
況
と
考
え
る
も
の
を
列
挙
し
、
そ
こ
か
ら
退
屈
の

一
般
的
な
状

況
と
そ
れ
が
生
ま
れ
る
条
件
と
を
考
察
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

108

一
つ
の
病
理
的
現
象
と
し
て
の
退
屈
の
遍
在
性
は
現
代
社
会
の

一
つ
の
問
題

で
あ
る
。
退
屈
が
こ
れ
ほ
ど
遍
在

す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
ご
く
最
近
の
こ
と

で
、
大
衆
社
会
成
立
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
退
屈
は
、
メ
ラ
ン
コ

リ
ー
や
ア
ン
ニ
ュ
イ
な
ど
の
別
称
と
と
も
に
社
会
の
特
定
の
層
に
属
す
る
人

々

に
限
ら
れ
て
い
た
し
、
場
合
に
よ

つ
て
は
そ
れ
が
そ
の
層
に
特
徴
的
な
性
向
で

あ
る
と
か
、

;

の
政
治
的
態
度
で
あ
る
と
さ
れ
て
攪

・
し
か
し
・
現
代
社

 会
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
社
会
階
層
と
は
無
関
係
に
退
屈
が
生
起
す
る
よ
う
に
な

っ

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
退
屈
現
象

が
社
会
学
的
な
課
題
の

一
つ
と
し
て
我
々

の
前
に
突
き

つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

退
屈
を
我
々
の
人
間
と
し
て
の
存
在
様
式
と
退
屈
現
象
と
の
関
係
か
ち
理
論
的

に
解
明
し
た
社
会
学
的
な
研
究
は
な

い
。
実
証
的
に
退
屈
を
考
察
し
、
そ
の
原

因
を
探
る
研
究
は
現
代
社
会
の
社
会
学
に
対
す
る

一
つ
の
要
請
で
あ
る
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
も
そ
も
退
屈
と
は
い
か
な
る
現
象
で
あ
る
の
か
、
ま
た
な

ぜ
人
間
は
退
屈
す
る
の
か
と
い
う
問

い
へ
の
理
論
的
な
解
答
を
提
出
す
る
こ
と

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
退
屈
の
理
論
的
解
明
を
目
指
し
、
退
屈

と
我
々
と
の
関
係
を
そ
の
基
盤
か
ら
検
討
す
る
。

1

退
屈
状
況
と
そ
の
条
件

一
口
に
退

屈

と

言

っ
て
も

、

そ

の
状

況

は
様

々
で

あ

る

。
・そ

こ
で

、

ま

ず
我

①
原
型
的
退
屈
と
副
次
的
効
果

退
屈
の
典
型
的
な
例
を
挙
げ
て
み
よ
、
と
言
わ
れ
た
場
合
に
即
座
に
思
い
浮

か
ぶ
の
は
、
意
識
は
あ
る
が
活
動
を
制
限
さ
れ
て
い
惹
入
院
患
者
や
、
単
調
な

車
窓
風
景
ば
か
り
が
続
く
乗
り
物
の
乗
客
、
さ
ら
に
は

一
日
中
同
じ
作
業
を
繰

り
返
す
工
場
の
従
業
員
な
ど
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
も
う
少
し
考
え
て
政
れ
ば
、

つ
ま
ら
な
い
映
画
や
テ
レ
ビ
番
組
に
対
し
て

「
こ
れ
は
退
屈
だ
」
と
言
う
よ
う

な
場
合
と
か
、
ま
た
聞
き
た
く
な
い
話
を
聞
か
さ
れ
て
い
る
時
に
退
屈
を
感
じ

る
な
ど
の
例
も
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も

「退
屈
」
と
い
う
言
葉
が
適
合
す
る
と
言
え
る
も

の
ば
か
り
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
全
て
が
同
等
に

「退
屈
」
の
範
疇
に
入
る
わ

け
で
は
な
い
。
後
の
二
例
で
は
、
退
屈
を
表
明
し
て
い
る
個
人
と
、
そ
れ
が
表

明
さ
れ
た
対
象
と
の
間
に
権
力
関
係
の
よ
う
な
も
の
が
作
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
は
退
屈
が
明
ら
か
な

「
批
判
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
他
方
、
前
の
三
例

に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
退
屈
の
原
型
的
経

験
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が

一
方
で
存
在
し
、
そ
の
副
次
的
な
産
物
と
し
て
の

権
力
関
係
を
可
能
に
す
る
効
果
が
他
方
で
存
在
す
る
た
め
に
生
じ
麗
・
少
な
く

と
も
退
屈
に
は
、
そ
の
副
次
的
な
効
果
の
度
合
い
が
弱
い
退
屈

(前
の
三
例
)

と
強
い
退
屈

(後
の
二
例
)
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
者
を
原
型
的
退
屈
と

呼
ぶ
な
ら
、
退
屈
論
を
考
え
る
に
際
し
て
副
次
的
効
果
の
度
合

い
が
ほ
と
ん
ど

見
ら
れ
な

い
原
型
的
退
屈
か
ら
検
討
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も



な
い
。
副
次
的
効
果
が
生
ま
れ
る
根

拠
も
原
型
的
退
屈
の
考
察
に
よ
り
説
明
で

き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、
前
の
三
例
か
ら
退
屈
の

一
般
葡
状
況
と

そ
の
生
成
条
件
と
を
検
討
し
て
み
る
。

②
退
屈
状
況
を
生
む
条
件

前
の
三
例
に
つ
い
で
、
そ
の
当
事
者
た
ち
が
抱
い
て
い
る
印
象
を
推
察
し
て

み
る
と
、
お
そ
ら
く

「時
問
が
な
か
な
か
過
ぎ
て
く
れ
な
い
」
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
「未
来
が
や

っ
て
こ
な
い
」
と
か

「
現
在
が
続
い
て
し
ま

う
」
と
言
い
換
え
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
時
間
の
経
過
を
感
じ
に
く
く
な

っ

て
い
る
よ
う
な
状
況
に
彼
ら
は
あ
る
の
だ
。
確
か
に
客
観
的
に
は
時
間
が
経
過

し
て
い
る
。
時
計
は
進
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
彼
ら
の
意
識
か
ら
見
る
と
、
時

間
が
あ
た
か
も
停
止
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
は

退
屈
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
な
ら
誰
し
も
感
じ
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。

問
題
は
い
か
な
る
条
件
の
下
で
そ
の
よ
う
な
状
況
が
生
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ

と
だ
。

」自
分
の
経
験
を
顧
み
て
も
、ま
た

こ
こ
で
取
り
挙
げ
て
い
る
例
を
考
え
て
も
、

主
観
的
に
時
間
が
停
止
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
状
況
は
個
々
別
々
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
入
院
患
者
と
工
場
の
従
業
員
に
ど
れ
ほ
ど
の
類
似
性
が
あ
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も

一
点
は
共
通
し
て
い
る
。
入
院
患
者
は
自
分
の
活

動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
工

場
の
従
業
員
も
目
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
半
製
品
や
計
器
類
か
ら
目
を
離
す
べ
き

で
な
い
こ
と
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
乗
客
も
自

分
が
そ
の
乗
り
物
の
中
で
し
か
活
動

で
き
ず
、
目
に
見
え
て
く
る
も
の
や
耳
に

聞
こ
え
て
く
る
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
単
調
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
し
か
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
し
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
絶
え
ず
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
共
通
し
て
い
る

一
点
と
は
、
「～
せ
よ
」
な
塾
し
は

「
～

す
る
な
か
れ
」
と
い
う
個
人
に
対
す
る
強
制
的
な
課
題
の
よ
う
な
も
の
が
与
え

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
課
題
に
よ

っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
好
ま
し
く
な
い
状
態

へ

の
、
絶
え
間
な
い
無
言
の
言
及
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、

こ
の
課
題
に
よ

っ
て
自
分
が
属
す
る
場
も
、
そ
こ
に
お
け
る
自
分
の
位
置
も
形

成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
な
く
し
て
は
場
も
自
分
の
存
在
資
格
す
ら
形
成

さ
れ
な
い
。
入
院
患
者
に
お
い
て
は
、
自
分
の
活
動
が
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
消
去
す
る
に
は
死
ぬ
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
し
、
乗
客

の
場
合
に
は
、
そ
の
乗

り
物
か
ら
降
り
て
乗
客
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
し
、
ま
た

従
業
員
の
場
合
に
は
退
職
す
る
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
課
題
は
自
分
の
力
で
容

易
に
克
服
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
も
、
ま
た
覆
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の

で
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
い
つ
と
も
わ
か
ら
ぬ
課
題
克
服
の
瞬
間
ま
で
、
そ

の
強
制
の
下
で
活
動
す
る
こ
と
し
か
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
非

常
に
厄
介
な
課
題
を
退
屈
す
る
人
々
は
抱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

す
べ
て
の
課
題
と
称
さ
れ
る
も
の
が
厄
介
な
も
の
と
は
限
ら
な
い
。
課
題
が
好

ま
し
い
状
況
を
作

っ
て
く
れ
る
場
合
も

一
方
に
は
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
に
は

人
は
課
題
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
努
力
そ
の
も
の
に
充
実
感
を
感
じ
る
こ
と
だ

ろ
う
。
た
と
え
い
か
に
多
大
な
努
力
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
。
七
か
し
、
退

屈
す
る
人
に
と

っ
て
は
そ
の
課
題
は
た
だ
た
だ
厄
介
極
ま
り
な
い
も
の
な
の
で

あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
退
屈
の

一、般
的
状
況
と
は
、
自
分
の
活
動
を
制
限
し
、
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か

つ
そ
の
場
を
決
定
的
に
特
徴
付

け
て
し
ま
う
ほ
ど
の
強
制
力
を
も

っ
た
課
題

の
よ
う
な
も
の
が
与
え
ら
れ
、
そ

れ
に
よ

っ
て
好
ま
し
く
な
い
状
態
に
置
か
れ

て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
退
屈
を
生

む
元
凶
は
、
好
ま
し
ぐ
な
い
状
況
を
作
り
だ
し
、
か

つ
そ
の
克
服
が
困
難
な
課

題
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
課
題
は
人
に
退
屈
感
覚
、
現
在
が

持
続
す
る
と
い
う
感
覚
を
も
た
ら
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
へ
の
答
え
は
簡
単
で
あ

る
。
課
題
が
独
力
で
は
容
易
に
克
服
で
き

な
い
以
上
、
「何
を
や

っ
て
も
同
じ
」
と
い
う
感
覚
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
厄
介
な
状
況
を
作
り
だ
し

て
い
る
課
題
を
克
服
す
る
た
め
に
何
ら
か
の

行
為
が
な
さ
れ
て
も
、
そ
の
結
果
は
相
変
わ
ら
ず
厄
介
な
状
況
な
の
で
あ
る
。

あ
る
行
為
に
よ
り
、
普
通
は
現
在
と
は
異
な
る
状
況
が
生
ま
れ
、
ま
た
そ
の
異

な
る
状
況
が
当
事
者
に
と

っ
て
未

来
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
行
為
の
後
も
現
在

と
同
じ
状
況
で
あ
れ
ば
、
客
観
的
に
は
時

計
が
進
ん
で
い
て
も
、
そ
れ
は
未
来

で
は
な
く
相
変
わ
ら
ず
現
在
な
の
で
あ
る
。

む
し
ろ
、
時
計
が
進
ん
で
い
る
か
ら

こ
そ
、
現
在
の
持
続
と
い
う
奇
妙
な
事
態

が
際
立

っ
て
し
ま
う
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
時
間
が
人
間
の
意
識
や
活

動
内
容
と
は
独
立
の
客
観
的
時
間
と
、
人
間
の
意
識
と

一
体
化
し
た
主
観
的
時

間
と
に
分
け
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
、
退
屈
感
覚
は
そ
の
二
つ
の
時
間
の
ズ
レ
が

当
事
者
に
意
識
さ
れ
た
時
に
現
れ
る
感
覚
で
あ
る
と
言
う

こ
と
も
で
き
る
だ
ろ

(3
)

う
。
種

々
の
退
屈
論
に
お
い
て
予
言

不
可
能
性
の
低
下
渉
退
屈
の
誘
因
と
し
て

指
摘
さ
れ
る
の
も
、
客
観
的
時
間
の
経
過
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
主
観
的
時
間
の

停
止
と
い
う
認
識
が
退
屈
に
お
い

て
存
在
す
る
こ
と
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い

る
。

つ
ま
り
、
将
来
の
時
点
に
至

っ
た
と
し
て
も
、
今
と
同
じ
状
況
が
継
続
し

て
い
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
感
渉
十
分
な
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
と
い
う
認
識

(
こ
れ
が
予
言
不
可
能
性
の
低
下
し
た
状
態
)
が
退
屈
の
誘
因
で
あ
る
と
さ
れ

る
。
本
稿
に
お
い
て
も
同
様
に
、
好
ま
し
く
な
い
状
況
を
作
る
克
服
困
難
な
課

題
の
存
在
が
予
言
不
可
能
性
を
低
下
さ
せ
る
た
め
に
退
属
感
覚
が
生
ま
れ
る
と

考
え
る
。

つ
ま
り
、
予
言
不
可
能
性
の
低
下
こ
そ
が
退
屈
の
直
接
的
な
引
き
金

で
あ
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
立
場
で
あ
る
。

予
言
不
可
能
性
の
低
下
が
退
屈
を
生
む
こ
と
自
体
に
ほ
と
ん
ど
疑
い
の
余
地

は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
多
く
の
退
屈
論
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
麗
・
し

か
し
な
が
ら
、
な
ぜ
予
言
不
可
能
性
の
低
下
が
退
屈
を
生
む
の
か
と
い
う
問
い

(5
)

へ
の
解
答
を
与
え
た
も
の
は
ま
だ
な
い
。
予
言
不
可
能
性
の
低
下
を
退
屈
の
誘

因
と
し
て
指
摘
す
る
だ
け
で
は
退
屈
論
と
し
て
不
十
分
で
あ
る
。
退
屈
と
い
う

す
ぐ
れ
て
現
代
社
会
的
な
現
象
の
研
究
を
今
後
の
さ
ら
な
る
展
開
に
結
び
付
け

る
た
あ
に
は
、
予
言
不
可
能
性
の
低
下
と
退
屈
と
の
理
論
的
因
果
関
係
に
つ
い

て
の
議
論
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
の
最
も
重
要
な
問
題
と

し
て
こ
れ
を
考
察
す
る
。
次
章
以
下
に
お
い
て
、
人
間
の
根
底
的
な
活
動
様
式

か
ら
予
言
不
可
能
性
の
意
義
を
検
討
し
、
そ
れ
に
基
づ
.い
て
退
屈
の
位
置
づ
け

を
試
み
て
み
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
原
型
的
退
屈
は
当
然
で
あ
る
が
、
退
屈
の
副

次
的
効
果
に
つ
い
て
も
十
分
な
説
明
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

2
.
自
己
成
就
的
預
言
と
し
て
の
現
実
産
出
活
動

予
言
不
可
能
性
や
未
来
の
存
在
が
人
間
の
諸
活
動
に
対
し
て
も

つ
意
義
は
退

屈
論
以
外
の
研
究
領
域
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
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え
ば
、
真
木
悠
介
は

「現
実
に
生
き
て
行
動
し
て
い
る
人
間
の
志
向
性
と
い
う

も
の
が
、
…
未
来
に
向
け
ら
れ
て
い
る
乏
い
う
こ
と
は
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ

(6
)

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
未
来
の
存
在
は
人
間
に
と

っ
て
普
遍
的
に
重
要
で
あ
る

と
言

っ
て
も
よ
い
ぐ
ら
い
に
、
我
々
と
未
来
と
の
関
係
は
深
い
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
関
係
の
深
さ
は
人
間
の
活
動
の
基
本
的
な
様
式
に
由
来
す
る
も
の
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、
予
言
不
可
能
性
と
退
屈
と
の
関
係
を
解

明
す
る
に
は
、
人
間
の
活
動
の
基
本
的
な
様
式
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

か
を
考
え
、
そ
の
内
的
構
成
を
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
人
間
の
活

動
の
根
幹
に
あ
る
も
の
を
現
実
産
出
活
動

(意
味
付
与
活
動
)
と
し
て
捉
え
、

そ
の
内
実
の
検
討
を
お
こ
な
う
こ
と
に
す
る
。

①
現
実
産
出
活
動

我
々
は
、
そ
の
活
動
の
大
前
提
と
し
て
自
分
が
現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
と

い
う
感
覚
、
す
な
わ
ち
現
実
感
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
決
し
て
所

与
の
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
身
体
及
び
思
考
を
含
め
た
実
践
活
動
の
総
体
を

通
じ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
図
ど
地
の
譬
え
を
借
り
る
な
ら
、
現
実
と
い

う
地
の
上
に
実
践
活
動
と
い
う
図
が
書
き
込
ま
れ
る
と
い
う
側
面
と
と
も
に
、

図
の
方
が
地
を
構
成
す
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
今
や
社
会
学
的
常
識
の

一
部
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
現
実
感
と
呼
ん
で
い
る
の
は
、
こ
れ

(何
ら
か
の
出
来
事
や
そ
れ
を

含
む
場
)
が
他
で
も
な
い
唯

一
の
現
実
だ
、
と
い
う
思
い
込
み
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
が
現
実
だ
と
い
う
思
い
込
み
を
現
実
感
と
す
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ

う
が
、
現
実
と
い
う
術
語
に

「唯

一
の
」
と
い
う
修
飾
語
を
付
加
す
る
と
そ
う

で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
自
分
が
二
つ
の
、
な
い
し
は
そ
れ
以
上

の
現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
の
だ
と
い
う
実
感
を
即
自
的
に
も
つ
人
は
ど
れ
ほ

ど
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
者
が
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
の

個
人
に
対
し
て
何
ら
か
の
精
神
疾
患
を
有
す
る
者
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が

向
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
現
実
が
唯

一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
と
、

現
実
が
多
層
的

(多
元
的
)
で
あ
る
こ
と
は
矛
盾
し
な
い
。
現
実
の
唯

一
性
に

関
す
る
即
自
的
感
覚
を
主
張
す
る
こ
と
は
現
象
学
的
社
会
学
の

一
つ
の
成
果
で

あ
る
多
元
的
現
実
の
議
論
と
も
十
分
に
整
合
す
る
。
む
し
ろ
、
多
層
的
で
あ
る

こ
と
が
唯

一
性
を
強
固
に
す
る
要
素
で
あ
る
と
さ
え
言
え
る
。

一
者
に
お
け
る

多
層
性
が

一
者
に
な
り
え
ず
に
分
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
自
分
が
二
つ

以
上
の
現
実
に
生
き
て
い
る
と
い
う
感
覚
を
持

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
ま
た

だ
か
ら
こ
そ
精
神
疾
患
を
有
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
向
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「唯

一
の
」
と
い
う
修
飾

語
は
あ

っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

他
方
、
唯

一
の

「真
な
る
」
現
実
が
存
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
客
観
的
に
そ
の
よ
う
な
現
実
が
存

在
す
る
か
否
か
は
疑
問
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
れ
ま
で
に
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
き

た
問
題
で
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
て
い
る
の
は
、
当
事
者
か
ら
見

た
現
実
で
あ
り
全
く
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
と
は
別
問
題
ど

(7
)

し
て
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
事
柄
を
考
慮
し
て
現
実
産
出
活
動
を
厳
密
に
定
義
す
る
と
、
唯

一
の

現
実
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
無
意
識
的
で
は
あ
る
が
即
自
的
で
主
観
的
な

実
感
を
構
成
す
る
実
践
の
総
体
、
と
な
る
。
.我
々
が
こ
れ
か
ら
考
察
す
る
の
は
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こ
の
活
動
の
内
実
で
あ
る
。

②
自
己
成
就
的
預
言
の
構
造

唯

一
の
現
実
だ
と
い
う
実
感
を
構
成
す
る
に
は
い
か
な
る
プ
ロ
セ
ス
を
経
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
成
就
的
預
言

の
プ
ロ
セ
ス
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
自
己
成
就
的
預
言
は
、
オ
イ
デ

ィ
プ

ス
の
物
語
の
よ
う
な
寓
話
的
な
も

の
か
ら
、
マ
ー
ト
ン
が
提
出
し
た
銀
行
取
り

付
け
騒
動
や
人
種
差
別
問
題
な
ど

の
具
体
的
な
社
会
的
出
来
事
に
至
る
ま
で
事

例
を
挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
ほ
ど
多

く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自

己
成
就
的
預
言
の
構
造
と
我
々
の
活
動
様
式
と
の
関
係
を
議
論
し
た
も
の
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
ま
ず
は
、
自
己
成
就
的
預
言
の
構
造
が
現
実
産
出
活
動
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
、
銀
行
取
り
付
け
騒
動
の
例
を
借
り
て
観
察
し
て
み
よ
う
。

周
知
の
通
り
、
取
り
付
け
騒
動
の
顛
末
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
銀

行
倒
産
の
噂
を
聞
き

つ
け
た
A
さ
ん
は
、
銀
行
が
倒
産
し
て
し
ま

っ
て
は
自
分

の
預
金
通
帳
が
紙
屑
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
預
金
引
き
出
し
の
た

め
銀
行
に
駆
け
込
む
。
同
様
に
B
さ
ん
も
C
さ
ん
も
銀
行
に
預
金
引
き
出
し
に

駆
け
込
む
。
そ
う
す
る
と
、
本
来
経

営
危
機
に
陥

っ
て
い
な
か

っ
た
は
ず
の
銀

行
が
本
当
に
支
払
い
不
能
に
な

っ
て
倒
産
し
て
し
ま
う
。

個
々
の
行
為
者
で
あ
る
A
さ
ん
や

B
さ
ん
に
と

っ
て
銀
行
倒
産
の
噂
が
預
言

に
相
当
す
る
つ
ち
ょ
う
ど
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
の
物
語
に
お
い
て
預
言
が
ア
ポ
ロ
ン

と
い
う
人
知
の
及
ば
な
い
神
の
位
置
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
こ

こ
で
も
噂
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
特
定
の
個
人
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な

い
特
別
な
位
置
、
・す
な
わ
ち
神
託
の
位
置
か
ら
や

っ
て
く
る
。
こ
の
噂
11
預
言

を
受
け
て
個
々
の
行
為
者
は
あ
る
予
期
を
も

っ
て
行
為
を
遂
行
す
る
。す
る
と
、

噂
"
預
言
通
り
の
出
来
事
が
生
じ
る
。
こ
こ
で
我

々
の
問
題
は
こ
の
出
来
事
が

な
ぜ
唯

一
の
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
オ
イ

デ
ィ
プ
ス
の
物
語
に
も
言
え
る
こ
と
だ
が
、
噂
11
預
言
が
示
唆
す
る
出
来
事
は

で
き
る
こ
と
な
ら
避
け
た
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
な
お
さ
ら
起

こ

っ
て
し
ま

っ
た
事
件
を
唯

一
の
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
に
は
障
害
が

あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
銀
行
取
り
付
け
騒
動
に
し
ろ
、
オ

イ
デ
ィ
プ
ス
の
物
語
に
し
ろ
、
そ
の
結
末
は
唯

一
の
現
実
と
し
て
当
事
者
に
受

け
入
れ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
。

実
際
に
銀
行
が
倒
産
し
て
し
ま

っ
た
時
の
A
さ
ん
た
ち
の
胸
の
内
を
考
え
て

み
る
と
、
一
方
で
彼
ら
は

「や

っ
ぱ
り
倒
産
し
た
」
と
思
い
つ
つ
、
他
方
で

「ま

さ
か
そ
の
引
き
金
を
自
分
た
ち
が
引
く
こ
と
に
な
る
と
は
」
と
も
思

っ
て
い
る

と
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
彼
ら
は
銀
行
倒
産
と
い
う
事
件
が

「
い
か
に
も
起

こ
る
べ
き
で
は
あ

っ
た
が
、
し
か
し
別
の
方
法
で
起
こ
る
べ
き
で
あ

っ
た
」
と

(
8
)

思

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「別
の
方
法
」
が
何
で
あ

っ
た
の
か
は
彼
ら
に
も
言

え
な
い
。
た
だ
、
自
分
の
行
為
が
倒
産
の
直
接
の
引
き
金
に
な
る
と
は
思
い
も

よ
ら
な
か

っ
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
問
題
を
解
く
鍵
は
こ
こ

に
あ
る
。

予
告
さ
れ
て
い
た
事
件
が
起
こ
っ
た
と
き
の
当
事
者
た
ち
の
印
象
か
ら
察
す

る
に
、
神
託
の
実
現
に
お
い
て
、

一
方
で
は

「予
告
さ
れ
て
い
た
事
実
の
再
認

が
な
さ
れ
、
も
う

一
方
で
は

「事
件
が
別
の
よ
う
に
は
起
こ
ら
な
か

っ
た
と
い

(9
)

う
事
実
の
否
認
」
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
別
・々
の
も
の
で
は
な
く
、

一
つ
の
事
象
の
二
側
面
で
あ
る
。
い
う
な
れ
ば
、
一
つ
の
出
来
事
に
対
す
る
「
再
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認
」
が
同
時
に

「否
認
」
に
も
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
起
こ
っ
て

し
ま

っ
た
事
件
が
唯

一
の
現
実
と
し

て
の
地
位
を
得
る
の
は
こ
の

「
再
認
」
と

「
否
認
」
の

一
致
を
通
じ
て
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
実
現
し
た
出
来
事
が

「予

告
さ
れ
て
い
た
事
実
」
で
あ
る
と
い
う
承
認
を
得
る

(再
認
)
こ
と
に
よ

っ
て
、

「
あ
ら
ゆ
る
二
重
化
の
可
能
性
を
消

し
去

っ
て
」
し
ま
い
、
「分
身

の
根
本
的

(10
)

構
造
を
抹
殺
し
て
し
ま

っ
た
」
(否
認
)
か
ら
で
あ
る
。
「再
認
」
と

「否
認
」

の

一
致
を
通
じ
て
、
別
様
で
も
あ
り
え
た
可
能
性
の

一
切
が
消
し
去
ら
れ
、
当

の
事
件
は
唯

一
者
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
つ
ま
り
、
唯

一
の
現
実
と
し
て
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
事
件
が
現
実
の
事
件

と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
は
、
当
事
者
の

「再
認
」
と

「
否
認
」
に
よ
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
で
問
題
に
対
す
る
す
べ
て
の
解
決
が
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な

い
。
も
う

一
つ
の
問
題
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
初
め
て
十
分
な
解
決
が
達
成
き

れ
る
。
そ
れ
は
、
「再
認
」
.と

「
否
認
」
が
な
ぜ
な
さ
れ
う
る
の
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
行
為
者
の
予
期
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

自
己
成
就
的
預
言
が
予
期
せ
ざ

る
結
果
を
伴
う

こ
と
は
既
に
知
ら
れ
て
い

(n
)

る
。
だ
が
、
予
期
せ
ざ
る
結
果
だ
け
で
は
先
の

「
再
認
」
と

「
否
認
」
の

一
致

と
い
う
現
実
産
出
の
必
須
過
程
を
経
由
す
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
予
期
せ
ざ
る

結
果
は
、
「
別
の
方
法
」
で
は
な
か

っ
た
の
だ
と
い
う
印
象
を
引
き
起
こ
す
と

い
う
点
で

「否
認
」
に
関
わ
る
が
、
「
再
認
」
に
は
関
わ
ら
な
い
た
め
だ
。
「
再

認
」
に
関
わ
る
予
期
も
自
己
成
就
的
預
言
が
成
立
す
る
た
め
に
は
必
要
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
自
己
成
就
的
預
言

に
お
い
て
は
、
予
期
せ
ざ
る
結
果
だ
け
で

な
く
、
予
期
通
り
の
結
果
も
そ
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を

銀
行
取
り
付
け
騒
動
に
お
い
て
考
え
て
み
る
と
、
A
さ
ん
た
ち
が
預
金
引
き
出

し
に
駆
け
込
む
と
き
、
「
銀
行
が
倒
産
す
る
ぞ
」
と
は
思
い
つ
つ
、
「
だ
か
ら
と

い
っ
て
自
分
の
行
為
が
銀
行
を
倒
産
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
る
ま
い
」
と
も
思

っ

て
い
る
は
ず
だ
。
実
際
に
銀
行
が
倒
産
し
た
と
き
、
こ
の
二
通
り
の
予
期
の
う

ち
、
前
者
が
満
た
さ
れ
、
後
者
が
裏
切
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
初
め
て

「再
認
」

と

「否
認
」
の

一
致
と
い
う
事
態
が
生
じ
、
そ
れ
と
と
も
に
事
件
は
唯

一
の
現

実
に
転
化
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
セ
の
言
う
通
り
、
「
唯

一
者
は
そ
の
実
現
に
よ

っ
て
期
待
を
満
た
す
が
、
し
か
し
実
現
の
他
の

一
切
の
か
た
ち
を
抹
殺
す
る
こ

(
2ー
)

と
に
よ

っ
て
期
待
を
裏
切
る
」
の
で
あ
る
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
二
通
り
の
予
期
は
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
を
異
に
す
る
。

満
た
さ
れ
る
予
期
は
預
言
と
そ
の
実
現
に
対
す
る
も
の
で
あ
り
、
裏
切
ら
れ
る

予
期
は
自
分
の
行
為
と
そ
の
結
果
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
「そ
の
実
現
」
と

「
そ
の
結
果
」
が
実
は
同

一
の
も
の
で
あ
る
ゆ
え
、
同

一
事
象
に
対
す
る
二
つ

(13
)

の
印
象
が
生
ま
れ
、
さ
ら
に
は

「
否
認
」
と

「再
認
」
の

一
致
も
可
能
に
な
る
。

ま
と
め
て
み
よ
う
。
神
託
に
相
当
す
る
何
か
が
与
え
ら
れ
る
と
、
個

々
の
行

為
者
は
そ
れ
に
よ

っ
て
二
通
り
の
予
期
を
も

っ
て
行
為
を
遂
行
す
る
。そ
し
て
、

あ
、る
結
果
が
生
じ
た
と
き
、

一
方
で
そ
の
結
果
は
予
期
を
満
た
し
、
も
う

一
方

で
予
期
を
裏
切
る
。
こ
の
二
つ
に
よ

っ
て
そ
の
結
果
に
ま
つ
わ
る
再
認
か
つ
否

認
が
な
さ
れ
、
出
来
事
は
他
で
も
な
い
唯

一
の
現
実
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
、

ま
た
同
時
に
行
為
者
た
ち
の
単
な
る
前
提
に
過
ぎ
な
か

っ
た
現
実
感
が
確
固
た

る
も
の
に
転
化
す
る
。
自
己
成
就
的
預
言
に
よ
る
現
実
産
出
の
プ
ロ
セ
ス
は
以

上
の
通
り
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
出
来
事
は
こ
の
過
程
を
通
じ
て
現
実
に
な
る
。

と
は
い
え
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
例
は
社
会
的
現
象
と
言
う
べ
き
規
模
の
大
き
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な
も
の
で
あ
り
、
我

々
の
日
常
活
動
の
細
部
と
は
直
接
連
結
し
て
い
な
い
よ
う

に
も
思
え
る
。
そ
れ
で
は
我
々
の
、
記
憶
に
残
ら
な
い
ほ
ど
の
些
細
な
出
来
事

は
自
己
成
就
的
預
言
構
造
以
外
の
プ

ロ
セ
ス
を
経
て
現
実
に
転
化
す
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
答
え
は
、
否
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
的
存
在
と
し
て
あ
る
限
り
、
自

己
成
就
的
預
言
の
形
式
以
外
で
現
実
感
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
次
に
検
討
し
て
み
よ
う

。

③
意
味
付
与
活
動
に
お
け
る
自
己
成
就
的
預
一一一一口の
構
造

人
間
が
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
言
う
場
合
、
そ
の
第

一
の
根
拠
と
な
る
の
は

言
語
使
用
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ど
れ
ほ
ど
些
細
な
日
常
活
動
で
あ
れ
、
そ

れ
は
何
ら
か
の
形

で
言
語
に
関
わ
る
活
動
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
は
ず

で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
言
語
使
用
に
と

っ
て
不
可
欠
の
活
動
と
し
て
の
意
味

付
与
活
動
な
る
も
の
に
焦
点
を
絞
ひ

、
そ
こ
に
お
け
る
自
己
成
就
的
預
言
の
構

造
を
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
意
味
付
与
活
動
が
現
実
産
出
活
動
と
別
物
で
は
な

い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
む
し
ろ
、
意
味
付
与
活
動
と
現
実
産

出
活
動
は
同
じ
も
の
の
二
つ
の
呼
び
名
に
す
ぎ
な
い
。
意
味
付
与
さ
れ
た
も
の

が
現
実
で
あ
り
、
現
実
の
も
の
は
意
味
付
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
だ
。
た
と
え
そ
の
意
味
が
絶
え
ず
書
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も

そ
う
悟
あ
る
。
い
や
、
そ
う
で
あ
乃
か
ら
こ
そ
意
味
付
与
活
動
は
絶
え
間
な
く

継
続
さ
れ
る
現
実
産
出
活
動
に

一
致
す
る
と
言
う
べ
,き
で
あ
る
。
確
か
に
、
意

味
不
明
の
も
の
が
現
実
世
界
に
存
在
す
る
と
い
う
反
論
も
あ
る
だ
・ろ
う
。
し
か

し
、
現
実
世
界
に
存
在
す
る
以
上
、
何
ら
か
の
象
徴
的
諸
関
係
の
中
に
位
置
付

け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
.意
味

不
明
と
さ
れ
る
も
の
で
さ
え
、
「
意
味
不

明
」
と
い
う
意
味
が
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
節
で
見
た
、
事
件
に

つ

い
て
の
現
実
産
出
活
動
も
我

々
の
現
実
世
界
の
中
に
そ
の
事
件
が
存
在
す
べ
き

位
置
を
確
定
す
る
作
業
で
あ
る
。
我
々
の
現
実
世
界
に
存
在
す
る
と
さ
れ
る
も

の
す
べ
て
は
有
意
味
で
あ
り
、そ
れ
な
り
の
位
置
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

意
味
不
明
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
は
あ
り
え
て
も
、
全
く
無
意
味
な
も
の
が

こ
の
世
界

の
中
に
何
ら
か
の
位
置
を
確
保
し
て
い
る
と
い
う
事
態
は
あ
り
え
な

い
。現

実
産
出
活
動
と
し
て
の
意
味
付
与
活
動
に

つ
い
て
考
察
す
る
際
に
、
こ
こ

で
依
拠
す
る
の
は
ガ
ー
フ
ィ
ソ
ケ
ル
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
彼
が
、
言
語
の
特
性

に
注
目
す
る
こ
と
で
日
常
の
意
味
付
与
活
動
に
つ
い
て
の
重
要
な
成
果
を
も
た

ら
し
、
我
々
の
日
常
活
動
の
基
盤
を
分
析
し
た
最
も
代
表
的
な
社
会
学
者
だ
と

考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
日
常
世
界
の
分
析
で
重
要
な
成
果
を
も
た
ら
し
た
社
会

学
者
は
彼
以
外
に
も
ゴ
フ
マ
ン
な
ど
が
い
る
。
し
か
し
、
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
は
、

日
常
世
界
に
つ
い
て
分
析
す
る
際
、
徹
底
し
て
言
語
の
特
性
に
注
目
し
た
と
い

う
点
で
他
と
異
な
る
の
で
あ
る
。

ガ
「
フ
ィ
ン
ケ
ル
に
よ
れ
ば
、
我
々
が
や
り
と
り
す
る
言
語
は
、
文
字
化
可

能
な
言
語
か
ら
、
そ
う
で
は
な
い
身
体
言
語
に
至
る
ま
で
す
べ
か
ら
く
指
標
性

ぼ
Ω
Φ邑
o
巴
津
団
と
い
う
性
質
、
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
お
よ
び
言
語
的
表

現
が
そ
れ
自
体
で
は
意
味
が
無
く
、
何
ら
か
の
別
の
表
現
に
よ

っ
て
初
め
て
意

(14
)

味
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
持

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
我
々
の
世
界

が
無
意
味
な
も
の
に
満
ち
溢
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。し
か
し
、

我

々
に
は
そ
の
よ
う
な
自
覚
は
な
い
し
、
む
し
ろ
有
意
味
な
世
界
に
生
き
て
い

る
と
い
う
自
覚
を
持

っ
て
ざ
え
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
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、

表
現
に
は
初
め
か
ら
意
味
の
具
わ

っ
て
い
る
も
の
な
ど
な
い
。
我

々
は
意
味
の

な
い
状
態
の
言
語
を
有
意
味
化
す
る

こ
と
に
よ
り
、
有
意
味
性
に
対
す
る
自
覚

を
構
成
し
、
ま
た
現
実
感
を
達
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
有
意
味
化
の
作

業
が
意
味
付
与
活
動
で
あ
り
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
自
己
成
就
的
預
言
の
構
造
を

観
察
す
る
こ
と
が
本
節
の
狙
い
で
あ
る
。

指
標
性
と
い
う
概
念
が
示
唆
す
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
的
表
現
が
本
来
的

に
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
別
の
表
現
に
よ
っ
て
意
味
が

付
与
さ
れ
る
と
い
う
点
も
示
唆
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
名
称
か
ら

す
れ
ば
こ
ち
ら
の
方
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
は
、
「別
の
表
現
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
は
我

々
の

意
味
付
与
活
動
の
手
続
き
を
解
釈
の
ド
キ

ュ
メ
ソ
タ
リ
ー
な
方
法
と
呼
ん
で
い

る
。
こ
れ
は
、
「現
に
行
わ
れ
た
言
語
的
出
来
事
を
こ
の
出
来
事

の
根
底
に
あ

λ
15
)

る
基
底
的
パ
タ
ー
ン
の
ド
キ

ュ
メ
ソ
ト
と
し
て
…
取
り
扱
う

こ
と
」
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
「
別
の
表
現
」
と
は
基
底
的
パ
タ
ー
ソ
の
こ
と
と

思
わ
れ
る
。
ガ
ー
フ
ィ
ン
ケ
ル
は
基
底
的
パ
タ
ー
ン
に
関
し
て
厳
密
に
定
義
し

て
い
な
い
が
、
同
じ
本
の
別
の
所
で
彼
が
背
後
期
待
と
呼
ん
で
い
る
も
の
と
解

し
て
問
題
な
い
。
そ
の
背
後
期
待
に
関
し
て
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ

る
。
背
後
期
待
と
は

「
社
会
的
に
標
準
化
さ
れ
、
社
会
の
基
準
と
な

っ
て
い
る

特
徴
」
で
あ
り
、
「
成
員
が
敏
感
に
反
応
す
る
が
、
背
後
期
待
が
何
か
ら
構
成

さ
れ
て
い
る
か
を
、
明
確
に
語
る
こ
と
に
は
当
惑
を
覚
え
て
し
ま
う
」
よ
う
な

(
16
V

も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
言
語
的
表
現
に
意
味
を
与
え
る
別
の
表
現
と
は
、

個
々
人
に
共
有
さ
れ
た
、
何
か
外
部
的
な
位
置
に
あ
る
言
語
を
統
括
す
る
ル
ー

ル
の
よ
う
な
も
の
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
我
々
が
有
意
味
な
世
界
に
生
き
て
い
る
と
い
う
自
覚
が

「
明
確
に

語
る
こ
と
に
は
当
惑
を
覚
え
て
し
ま
う
」
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
ル
ー
ル
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
何
と
も
お
ぼ

つ
か
な
い
話
で
あ
る
。
実
際

の
言
語
使
用
の
局
面
を
思
い
浮
か
べ
て
み
れ
ば
、
確
か
に
ル
ー
ル
の
よ
う
な
も

の
が
直
接
現
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
ゆ
え
に
、
世
界
の
有
意
味
性
に
対

す
る
自
覚
を
保
持
す
る
た
め
に
は
別
の
確
固
た
る
も
の
が
必
要
で
あ
る
と
考
え

.

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
使
用
の
局
面
に
お
い
て
は

っ
き
り
と
出
現
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
と
し
て
当
事
者
た
ち
が
共
に
知
覚
で
き

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
我

々
の
自
覚

の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
あ
る
言
語
的
表
現
に
対
す
る
応
答
と
し
て

の
他
者
に
よ
る
言
語
的
表
現
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
次
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
発
話
が
な
さ
れ
る
時
、
発
話
者
は

ル
ー
ル
に
依
拠
す
る
こ
と
で
そ
の
有
意
味
性
を
信
じ
つ
つ
も
、
他
者
か
ら
の
応

答
を
受
け
取

っ
た
時
に
初
め
て
自
分
の
発
話
が
有
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
こ
れ
の

意
味
を
持

っ
た
発
話
で
あ

っ
た
と
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。

自
己
成
就
的
預
言
の
構
造
は
既
に
こ
の
プ

ロ
セ
ス
の
内
に
あ
る
。
ま
ず
、
神

託
と
し
て
下
さ
れ
る
預
言
と
は
、
明
文
化
さ
れ
な
い
が
そ
の
存
在
が
前
提
と
さ

れ
て
い
る
、
言
語
的
出
来
事
を
統
括
す
る
ル
ー
ル
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
発

話
者
は
二
つ
の
予
期
と
と
も
に
発
話
を
遂
行
す
る
。

一
つ
の
予
期
は
、
ル
ー
ル

通
り
の
意
味
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
、
も
う

一
つ
は
自
分
の
発
話
に
他
者
が
応
答

(
17
)

す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
他
者
の
応
答
が
返

っ
て
き
た
時
、
前

者
の
予
期
は
満
た
さ
れ
、
後
者
の
予
期
は
裏
切
ら
れ
る
。
二
通
り
の
予
期
が
成

立
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
は
や
再
認
と
否
認
が
成
立
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
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な
い
。
意
味
付
与
活
動
に
お
い
て
も
自
己
成
就
的
預
言
の
構
造
は
完
全
に
見
い

だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
予
期
が

一
方

は
満
た
さ
れ
、
他
方
は
裹
切
ら
れ
る
の
か

と
い
う
問
い
に
は
答
え
ね
ば
な
ら
な
い
。裏
切
ら
れ
る
予
期
か
ら
説
明
し
よ
う
。

自
分
の
発
話
に
対
す
る
他
者
の
応
答

に
つ
い
て
、そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
表
現
で
、

ど
の
よ
う
な
身
振
り
表
情
と
と
も
に
な
さ
れ
る
の
か
を
完
璧
に
予
期
す
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
に
近
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
予
期
は
ほ
と
ん
ど
間
違
い
な

く
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
他
方

、
満
た
さ
れ
る
予
期
に
関
し
て
は
、
ガ
ー

フ
ィ
ン
ケ
ル
の
エ
ト
セ
ト
ラ
思
考
と
い
う
概
念
か
ら
説
明
で
き
る
。
こ
れ
は
、

発
話
者
自
身
が
、
ル
ー
ル
通
り
の
発
話
で
あ
る
よ
う
に
い
つ
で
も
ル
ー
ル
の
細

(18
)

則
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
指
す
術
語
で
あ
る
。
こ
の
非
意
識
的

思
考
が
作
動
す
る
限
り
、
予
期
が
満
た
さ
れ
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
予

測
不
能
な
い
か
な
る
他
者
に
応
答
に
対
し
て
も
、
エ
ト
セ
ト
ラ
思
考
が
作
動
す

れ
ば
、
自
分
の
発
話
と
他
者
の
応
答
と
の
間
に
ル
ー
ル
の
存
在
を
確
認
し
、
そ

の
実
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
我

々
の
活
動
の
全
て
に
必
ず
預
言
な
い
し
は
そ
れ
に
代
わ
る
も
の

が
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
に

つ
い
て
答
え
て
お
く
必
要
が
あ
ろ

う
。
確
か
に
、
こ
れ
が
預
言
だ
、
と
断
言
で
き
る
も
の
が
い
つ
で
も
存
在
す
る

と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
い
こ
と
も
十
分
あ
り
う
る
。
し
か
し
、
物
事
が
現

実
感
の
あ
る
も
の
、
我
々
の
知
る
現
実
と
し
て
現
れ
る
た
め
に
は
、
か
な
ら
ず

再
認
か

つ
否
認
を
経
由
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
預
言
は

必
ず
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
我
々
が
そ
の
こ
と
を
気
に
留
め
な
い
だ
け

の
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
の
存
在
そ
の
も
の
に
よ

っ
て
、
別
の
実
在
の
あ
ら
ゆ
る

形
を
否
定
す
る
こ
と
こ
そ
、
存
在
す
る
も
の
の
あ
ら
ゆ
る
運
命
で
あ
る
」
以
上
、

た
と
え
預
言
な
る
も
の
の
明
示
が
な
く
と
も
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
の
存
在
は
す
べ

(19
)

て
自
己
成
就
的
預
言
を
経
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

人
間
の
活
動
の
そ
の
根
底
か
ら
、

」そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
所
に
自
己
成
就
的
預
言

の
構
造
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
、
人
間
の
基
本
的
な
活
動
様
式
の
内

実
、
そ
の
内
的
構
成
も
明
ら
か
に
な

っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
予
言
不
可
能
性
の

低
下
が
な
ぜ
退
屈
を
も
た
ら
す
の
か
、
と
い
う
最
も
重
要
な
問
題
に
答
え
る
準

備
も
整

っ
た
。
章
を
改
め
て
こ
れ
を
論
じ
る
こ
と
に
す
る
。

3

退
屈
と
退
屈
し
の
ぎ
、
そ
の
役
割

こ
こ
で
は
予
言
不
可
能
性
の
低
下
と
自
己
成
就
的
預
言
構
造
を
持

つ
現
実
産

出
活
動

(意
味
付
与
活
動
)
と
の
関
連
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
退
屈
の
基

本
的
な
位
置
付
け
を
検
討
し
、
さ
ら
に
は
退
屈
し
の
ぎ
の
機
能
に
つ
い
て
議
論

す
る
。
.

①
予
言
不
可
能
性
の
低
下
と
預
言
通
り
の
出
来
事

予
言
不
可
能
性
が
ゼ

ロ
と
い
う
極
端
な
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
完
全
に

予
言
可
能
な
状
況
が
成
立
し
て
し
ま

っ
た
場
合
、
そ
れ
に
つ
い
て
二
つ
の
解
釈

が
可
能
で
あ
る
。

一
つ
は

「現
在
が
持
続
す
る
」
事
態
で
あ
る
と
い
う
も
の
、

も
う

一
つ
は

「予
言
通
り
に
進
む
」
事
態
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
献
が
ら
厳
密
に
考
え
る
と
、
予
言
不
可
能
性
が
ゼ
ロ
と

い
う
事
態
は
未
来

の

不
在
と
い
う
事
態
と
同
値
で
は
な
い
。
現
在
の
持
続
が
未
来

の
不
在
で
あ

っ
た
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が
、予
見
で
き
ず
意
外
に
も
同
じ
状
態

が
継
続
し
て
し
ま
う

こ
と
は
あ
り
う
る
。

つ
ま
り
、
未
来
の
不
在
11
現
在
の
持
続
は
、
予
言
不
可
能
性
の
有
無
と
は
無
関

係
に
生
じ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
予
言
不
可
能
性
の
低
下
が
必
ず
し
も

現
在
の
継
続
と
い
う
状
況
を
生
み
出
す
と
は
言
え
な
い
。
こ
れ
ま
で
は
あ
た
か

も
予
言
不
可
能
性
の
低
下
11
未
来
の
不
在
と
い
う
等
式
が
成
立
す
る
か
の
よ
う

に
議
論
を
進
め
て
き
た
が
、
こ
こ
で
こ
の
点
に
つ
い
て
は
修
正
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
予
言
不
可
能
性
が
ゼ
ロ
と
い
う
事

態
は

「現
在
が
持
続
す
る
」
の
で
は
な
く
、
字
義
通
り
、
「
予
言
通
り
に
進
む
」

事
態
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。
で
は
、
自
己
成
就
的
預
言
と
し
て
の
現

実
産
出
活
動
と
、
「予
言
通
り
に
進
む
」
と
い
う
こ
と
と
の
関
係
は
ど
の
よ
う

に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

予
言
は
ち
ょ
う
ど
、
自
己
成
就
的
預
言
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
、
行
為
者
の

予
期
に
相
当
す
る
。
予
言
不
可
能
性
が
ゼ

ロ
の
場
合
、
自
己
成
就
的
預
言
の
不

可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
予
期
せ
ざ
る
結
果
は
予
期
通
01
の
結
果
に
転
化
す
る

こ
と
に
な
る
。
予
期
せ
ざ
る
結
果
で
あ
り
、
か
つ
予
期
通
り
の
結
果
で
あ
る
こ

と
が
出
来
事
を
現
実
と
し
て
出
現
さ
せ
る
た
め
の
条
件
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

完
全
に
予
言
可
能
な
状
態
が
生
ま
れ
る
と
、
そ
こ
に
予
期
せ
ざ
る
結
果
の
入
り

込
む
余
地
は
な
く
な
る
。
現
実
産
出
活
動
は
完
全
に
停
止
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
予
言
と
預
言
の
差
異
に

つ
い
て
説
明
し
て
お
こ
う
。
予
言
は
行
為

者
ま
た
は
当
事
者
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
預
言
は
行
為

者
を
超
越
し
た
何
者
か
に
よ

っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
予
言
は
個
々
人
の

裁
量
範
囲
内
に
あ
る
が
、
預
言
は
そ
れ
を
越
え
出
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の

点
を
考
慮
す
る
と
、
予
言
不
可
能
性
を
ゼ
ロ
に
し
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
己

成
就
的
預
言
を
成
立
ざ
せ
る
た
め
に
予
期
せ
さ
る
結
果
を
保
持
す
る
こ
と
は
、

個
人
の
裁
量
の
範
囲
内
で
可
能
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

不
可
能
な
の
で
あ
る
。

予
言
不
可
能
性
が
ゼ

ロ
と
い
う
事
態
は
、
当
然
の
事
な
が
ら
、
当
事
者
に
よ

っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
当
事
者
の
力
の
及
ぼ
な
い
も
の
に
よ

っ

て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
当
事
者
を
超
越
し
た
位
置
に
あ
る
も
の

は
唯

一
、
預
言
だ
け
で
あ
る
。
預
言
が
予
言
不
可
能
性
を
ゼ
ロ
に
す
る
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
行
為
者
の
予
期
が
預
言
の
内
に
既
に
書
き
込
ま
れ
て

し
ま

っ
て
い
て
、し
か
も
行
為
者
自
身
が
そ
の
こ
と
を
知

っ
て
し
ま

っ
た
時
に
、

予
言
不
可
能
性
は
ゼ

ロ
と
り
、
完
全
に
預
言
に
す
べ
て
が
明
記
さ
れ
た
世
界
が

生
ま
れ
る
。
自
己
成
就
的
預
言
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
当
事
者
の
無
知
が
必

(20
)

要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
無
知
こ
そ
が
予
期
せ
ざ
る
結
果
を
可
能
に
す
る
の
で
あ

る
。
こ
の
無
知
が
破
棄
さ
れ
た
時
、
も
は
や
自
己
成
就
的
預
言
構
造
を
通
じ
て
、

現
実
を
産
出
し
て
い
く
こ
と
は
完
全
に
不
可
能
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「予
言

通
り
に
進
む
」
は

「
預
言
通
り
に
進
む
」
と
書
き
換
え
る
必
要
が
あ
る
。

自
己
成
就
的
預
言
は
、
確
か
に
通
常
で
も
出
来
事
を

「預
言
通
り
に
進
ん
だ
」

結
果
と
し
て
産
出
さ
せ
る
が
、
予
期
通
り
で
は
な
い
こ
と
を
含
ん
で
初
め
て
成

立
す
る
。
予
言
不
可
能
性
が
ゼ
ロ
に
な

っ
て
、
予
期
通
り
に

「
預
言
通
り
」
の

出
来
事
が
生
ま
れ
た
時
、
そ
れ
は
予
期
が
過
剰
に
満
た
さ
れ
た
事
態
と
し
て
生

起
す
る
。
こ
の
過
剰
さ
が
ど
れ
ほ
ど
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
を
出
現
さ
せ
る
か
に

つ
い
て
、
我

々
は
経
験
か
ら
既
に
知

っ
て
い
る
。
確
か
に
、
事
実
上
完
全
に
予

言
不
可
能
性
が
ゼ
ロ
に
な
る
瞬
間
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が

許
容
範
囲
を
越
え
て
著
し
く
低
下
す
る
こ
と
は
あ
り
う
る
。
そ
の
時
に
我
々
は
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こ
の
グ
ロ
テ
ス
ク
な
も
の
に
出
会

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
と
呼
ば

れ
る
現
象
が
そ
れ
で
あ
る
。

②
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
と
現
実
的
な
る
も

の

デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
は
精
神
病
理
学
的
に
は
記
憶
錯
誤
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
。
確

か
に
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
は
記
憶
錯
誤
の

一
形
態
と
し
て
現
象
す
る
の
だ
が
、
だ
か
ら

と
い

っ
て
他
の
記
憶
錯
誤
の
例
と
同
列
に
扱
わ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ

れ
以
上
の
事
柄
を
内
包
す
る
現
象
な

の
で
あ
る
。
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
が
他
の
記
憶
錯

誤
と
最
も
異
な
る
の
は
、
そ
れ
が
現
実
感
の
喪
失
、

つ
ま
り
は
グ
ロ
テ
ス
ク
さ

を
伴
う
点
で
あ
る
。
デ
ジ

ャ
ヴ

ュ
は
わ
ず
か
数
秒
間
の
出
来
事
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
我

々
に
強
烈
な
印
象
を
残
す
。
実
際
に
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
の
瞬
間
の
場

面
が
鮮
明
な
映
像
と
し
て
記
憶
に
残
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
現
実
感
の

喪
失
が
ど
れ
ほ
ど
我

々
に
と

っ
て
異
常
な
事
態
で
あ
る
か
は
我
々
の
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
体
験
か
ら
容
易
に
想
像
が
つ
く
は
ず
で
あ
る
。

デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
グ
ロ
テ
ス
ク
さ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

現
実
産
出
活
動
が
停
止
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
デ

ジ
ャ
ヴ

ュ
状
態
に
お
い
て
、
目
の
前
に
あ
る
見
慣
れ
た
も
の
は
確
か
に
い
つ
も

と
同
じ
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
か
し
ら
い
つ
も
と
違
う
も
の
と
し

て
現
前
す
る
。
実
は
こ
の
瞬
間
に
出
会
う
も
の
こ
そ
、
我

々
の
知
る
現
実
以
上

に
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。客
観
的
現
実
と
呼
べ
る
も
の
は
確
か
に
存
在
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
に
出
会
う
た
め
に
我

々
は
現
実
感
を
失
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。現
実
感
の
あ
る
も
の
と
現
実
的
な
も
の
と
は
全
く
別
な
の
で
あ
る
。

前
に
主
観
的
現
実
の
み
を
現
実
と
す
る
と
し
た
が
、
そ
れ
は
我
々
に
と

っ
て
現

実
と
呼
べ
る
の
は
現
実
産
出
活
動
を
経
た
も
の
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
由
せ

ず
し
て
現
れ
る
ま
さ
に
現
実
的
な
る
も
の
は
我
々
の
現
実
と
呼
ぶ
に
は
グ

ロ
テ

ス
ク
す
ぎ
る
た
め
で
あ
る
。

現
実
産
出
活
動
を
お
こ
な
う
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
か
ら
、
真
に
現
実
的
な
も

の
が
グ
ロ
テ
ス
ク
に
見
え
る
の
で
は
な
い
。
逆
で
あ
る
。
真
に
現
実
的
な
も
の

が
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
現
実
産
出
活
動
を
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る

の
だ
。
精
神
分
析
で
は
夢
が
現
実
的
な
も
の
に
出
会
う
場
所
と
さ
れ
る
。
ジ
ジ

ェ
ク
に
よ
れ
ば
、
夢
の
中
で
現
実
的
な
も
の
に
出
会

っ
て
し
ま
う
か
ら
こ
そ
、

(21
)

我
々
は
覚
醒
し
、
い
わ
ゆ
る
現
実
を
作
る
。
こ
の
現
実
を
作
る
方
策
が
ラ
カ
ソ

的
空
想
で
あ
り
、
そ
れ
が
目
己
成
就
的
預
言
成
立
の
た
め
に
必
須
の
過
程
な
の

(22
)

で
あ
る
。
我

々
は
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
駆
使
し
て
、
自
己
成
就
的
預
言
の
維
持
、

つ
ま
り
現
実
産
出
活
動
の
維
持
に
努
め
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し
て
予

言
不
可
能
性
の
低
下
と
と
も
に
そ
れ
が
崩
れ
去
り
、
「
預
言
通
り
に
進
む
」
事

態
溺
生
じ
、
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
を
経
験
す
る
。
そ
し
て
、
現
実
的
な
る
も
の
を
目
の

当
た
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
は
現
実
産
出
活
動
か
ら
み
れ
ば
、
そ

の
失
敗
の
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
当
の
と
こ
ろ
、
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
の
方
こ
そ

ま
さ
に
現
実
を
直
視
す
る
こ
と
で
あ
り
、
現
実
産
出
活
動
は
そ
の
失
敗
、
錯
視

.
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
己
成
就
的
預
言
が
当
事
者
の
無
知

(ラ
カ
ソ
的
空
想

は
こ
れ
に
あ
た
る
)
を
前
提
と
す
る
こ
と
と
正
確
に

一
致
す
る
。

③
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
と
退
屈

通
常
の
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
は
瞬
間
的
に
消
え
て
ゆ
く
。
だ
が
、
も
し
そ
れ
が
持
続

す
る
な
ら
、
人
間
に
と

っ
て
想
像
を
絶
す
る
ほ
ど
危
う
い
状
態
に
な
る
こ
と
を
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想
像
す
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
実
は
退
屈
の
生
起
す
る
状
況
、

つ
ま
り
予
言
不

可
能
性
が
低
下
す
る
状
況
と
は
そ
の
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
が
生
ま
れ
て
く
る

状
況
な
の
で
あ
る
。

第
1
章
で
既
述
の
よ
う
に
、
退
屈
は
あ
る
厄
介
な
課
題
の
存
在
が
予
言
不
可

能
性
を
低
下
さ
せ
る
時
に
生
ま
れ
る
。
予
言
不
可
能
性
が
完
全
に
回
復
す
る
に

は
厄
介
な
課
題
が
克
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
厄
介
な
課
題
は
、
そ

の
克
服
が
困
難
で
、
相
当
の
時
間
を
要
す
る
分
だ
け
厄
介
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
客
観
的
に
時
間
が
経
過
し
て
も
、
厄
介
な
課
題
が
存
在
す
る
状
況
に
何

ら
変
化
は
生
ま
れ
な
い
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
予
言
不
可
能
性
が
低
下

し
た
状
態
が
継
続
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

、し
た
が

っ
て
、
退
屈
の
生

起
す
る
状
況
と
は
、
ま
さ
に
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
が
持
続
し
て
し
ま
う
状
況
な
の
で
あ

る
。も

し
、
本
当
に
そ
の
ま
ま
持
続
的

な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
状
態
が
生
ま
れ
る
と
す
れ

ば
ど
う
だ
ろ
う
。
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
に
陥

っ
た
個
人
が
精
神
的
な
病
に
冒

さ
れ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
間
で
あ
る
こ
と
す
ら
維
持

で
き
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
退
屈
が
我

々
の
生
活
に
お
い
て
頻
繁
に
見
か
け
る
現

象
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
事
態
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
と

さ
え
言
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
持
続
的

な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
に
陥
る
人
間
の
数
は
相
当

.
数
に
膨
れ
上
が
る
は
ず
で
、
そ
う
な
る
と
、
社
会
そ
の
も
の
の
維
持
す
ら
困
難

に
な
る
だ
ろ
う
。

持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
が
生
じ
て
し
ま

っ
た
場
合
、
そ
れ
を
脱
す
る
た
め
の

有
効
な
手
段
は
な
い
。
現
実
産
出
活
動
が
機
能
不
全
に
陥

っ
て
い
る
と
い
う
の

は
、
意
味
付
与
活
動
が
機
能
不
全
に
陥

っ
て
い
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
の
だ
か

ら
、
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
状
態
に
お
い
て
我
々
の
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
最
も
強
力
な
装

備
で
あ
る
言
語
は
無
力
化
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
手
の
施
し
よ
う
が
な
い
状

態
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
退
屈
で
あ
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
退
屈
な
ら
退
屈

し
の
ぎ
を
す
る
こ
と
で
対
処
可
能
で
あ
る
し
、
克
服
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
。

デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
に
比
べ
る
と
そ
れ
は
全
く
容
易
な
こ
と
だ
。
退
屈
が
生
ま
れ
る
状

況
と
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
が
発
生
す
る
状
況
と
が
同
じ
で
あ
る
の
は
偶
然
で

は
な
い
。
対
処
不
可
能
で
あ
る
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
を
事
前
に
回
避
し
、
そ

れ
を
退
屈
と
い
う
対
処
可
能
な
形
に
我
々
は
変
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
退
屈
と
は
、
厄
介
な
課
題
を
前
に
し
て
予
言
不
可
能
性
が
揺
ら
い
で
し

ま

っ
た
時
に
、
ま
た
は
揺
ら
ぎ
そ
う
な
時
に
、
そ
れ
が
危
険
な
持
続
的
デ
ジ
ャ

ヴ

ュ
へ
と
陥
ら
な
い
よ
う
用
意
さ
れ
た
防
壁
の
名
前
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が

(苞

で
き
る
。

さ
ら
に
、
退
屈
に
転
換
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
本
来
な
ら

「預
言
通
り
に
進
む
」
・

と
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
も
の
を

「
現
在
が
続
い
て
し
ま
う
」
と
い
う
感
覚
に
す

り
替
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
本
章
の
冒
頭
で
、
予
言
不
可
能
性
が
ゼ
ロ
と
い
う

の
は
、
「現
在
が
続
い
て
し
ま
う
」
と
い
う
事
態
で
は
な
く
、
「
預
言
通
り
に
進

む
」
と
い
う
事
態

で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
し
か
し
、
「
何
も
か
も
預
言
通

り
だ
」
と
い
う
感
覚
は
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
に
直
結
す
る
感
覚
で
あ
ゆ
、
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ

が
退
屈
に
転
換
さ
れ
た
時
に
は

一
緒
に
消
去
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
そ
の
代

わ
り
に
、
あ
の
退
屈
感
覚
、
「現
在
が
続

い
て
し
ま
う
」
と
い
う
感
覚
が
与
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
厳
密
に
は
実
際
の
状
況
に
対
す
る
間
違
ヶ
た
感
覚

で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
は
退
屈
し
て
い
る
時
に
そ
こ
ま
で
考
え
な
い
。
た
だ
、

そ
の
退
屈
か
ら
逃
れ
よ
う
と
退
屈
し
の
ぎ
に
精
を
出
す
だ
け
で
あ
る
。
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④
退
屈
と
退
屈
し
の
ぎ
、
そ
の
役
割

退
屈
と
称
さ
れ
る
状
態
に
お
い
て
、
我
々
が
お
こ
な

っ
て
い
る
の
は
退
屈
し

の
ぎ
で
あ
る
。
退
屈
と
は
そ
の
言
葉

の
喚
起
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、
人

間
が
極
め
て
活
動
的
に
な

っ
て
い
る
状
態
な
の
で
あ
る
。
プ
リ
セ
ッ
ト
と
ス

(困
)

ノ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
「
退
屈
が
行
動
の
触
媒
と
し
て
機
能
す
る
」
の
で
あ
る
。

退
屈
は
必
ず
退
屈
し
の
ぎ
と
併
せ
て
生
じ
て
い
る
。
空
想
に
耽
る
だ
け
の
退
屈
,

し
の
ぎ
も
多
い
の
で
、活
動
的
と
い
う
言
葉
が
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
も
思
え
る
。

し
か
し
、
活
動
が
身
体
を
必
ず
し
も
伴
う
必
要
が
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、

退
屈
は
退
屈
し
の
ぎ
と
い
う
新
た
な
活
動
と
と
も
に
生
起
し
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
に
何
ら
不
都
合
は
な
い
。
ま
た
、
退
屈
が
持
続
す
る
の
は
、
予
言
不
可
能

性
の
低
下
を
感
知
し
た
時
か
ら
始
ま

っ
て
、
退
屈
し
の
ぎ
が
成
功
す
る
ま
で
の

間
で
あ
る
。
こ
の
間
は
成
功
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
絶
え
ず
退
屈
し
の
ぎ
が
お

こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
退
屈
が
生
ま
れ
る
条
件
、
す
な
わ
ち
予
言
不
可
能
性
が
低
下
す

る
条
件
は
、
個
々
人
に
と

っ
て
容
易
に
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
課
題
が
明

確
に
存
在
す
る
場
合
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
退
屈
し
の
ぎ
の
目
標
は
、
厄

介
な
課
題
か
ら
視
線
を
そ
ら
せ
、
そ
の
課
題
を
忘
れ
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
予

言
不
可
能
性
が
正
常
値
で
あ
る
状
態

を
回
復
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め

に
退
屈
し
の
ぎ
は
別
の
課
題
を
設
定

し
、
そ
れ
の
克
服
へ
と
個
人
を
向
か
わ
せ

る
。
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
課
題
が
あ
ま
り
に
も
容
易
に
克
服
で
き
る
も
の

で
あ
,っ
た
り
、
ま
た
は
元
の
課
題
同
様
に
克
服
困
難
な
も
の
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、

失
敗
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
さ
ら
に
退
屈
し
の
ぎ
が
継
続
さ
れ
、
ま

た
別
の
課
題
を
設
定
す
る
よ
う
に
と
動
い
て
い
く
。
退
屈
し
の
ぎ
が
成
功
し
、

退
屈
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
課
題
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
た
な
ら
、
退
屈
は
過

ぎ
去
る
。
退
屈
と
い
う
壁
の
向
こ
う
に
あ

っ
た
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
と
い
う

危
険
な
状
態
も
同
時
に
消
え
去
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
退
屈
も
退
屈
し
の
ぎ
も
同
じ
状
態
に
置
か
れ
た
人
間
に
対

す
る
異
な
る
角
度
か
ら
み
た
姿
に
す
ぎ
ず
、
本
体
は
同
じ

一
つ
の
も
の
な
の
で

あ
る
。
純
然
た
る

一
つ
の
独
立
し
た
退
屈
と
い
う
の
も
、
ま
た
同
じ
く
純
然
た

る

一
つ
の
独
立
し
た
退
屈
し
の
ぎ
と
い
う
の
も
あ
り
え
な
い
。我
々
に
と

っ
て
、

退
屈
し
の
ぎ
を
し

つ
つ
も
、
そ
れ
が
成
功
し
て
い
な
い
状
態
が
退
屈
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
二
つ
は
、
退
屈
と
い
う
悪
を
克
服
す
る
善
な
る
努
力

と
し
て
の
退
屈
し
の
ぎ
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
同
士
の
対
立
関
係

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
善
悪
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
全
く

相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
こ
の
よ
う
な
二
項
対
立
関
僚
が
退
屈
と

称
さ
れ
る
状
態
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
ゆ
退
屈
す
る
人
に
と

っ
て

最
大
の
目
的
は
、
予
言
不
可
能
性
の
低
下
に
よ
り
現
実
産
出
活
動
が
機
能
不
全

に
陥
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
と
い
う
非
常
に
危
険
な
状

態
を
隠
蔽
し
、
気
づ
か
な
い
内
に
そ
の
状
態
か
ら
脱
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
退

屈
-
退
屈
し
の
ぎ
〕
の
二
項
対
立
関
係
は
そ
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
な
の

で
あ
る
。
退
屈
状
態
に
お
い
て
、
我
々
は
退
屈
し
て
い
る
こ
と
を
横
目
で
見
つ

つ
、
退
屈
し
の
ぎ

の
成
功
を
見
据
え
て
、
そ
れ
に
邁
進
す
る
。
二
項
対
立
関
係

の
お
蔭
で
、
我
々
の
視
界
に
あ
の
過
剰
な
ほ
ど
に
現
実
的
す
ぎ
る
グ

ロ
テ
ス
ク

な
世
界
は
全
く
入

っ
て
く
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
前
節
の

終
わ
り
で
、
退
屈
を
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
へ
の
防
壁
と
し
た
が
、
厳
密
に
は
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〔退
屈
-
退
屈
し
の
ぎ
〕
の
二
項
対
立
関
係
こ
そ
が
そ
の
防
壁
で
あ
る
と
訂
正

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
、

マ
イ
ル
ド
な
悪
を
設
定
し
、
そ
れ
に
対
処

す
る
善
を
追
求
す
る
こ
と
で
、
極
悪
な
も
の
を
無
視
で
き
る
の
で
あ
る
。

.

以
上
で
、
本
稿

の
最
も
重
要
な
問
題
と
し
た
、
予
言
不
可
能
性
の
低
下
と
退

屈
の
因
果
関
係
は
明
ら
か
に
な

っ
た
。
退
屈
は
単
な
る
不
快
な
状
態
と
い
う
程

度
の
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
危
険
な
状
態
と
隣
り
合
わ
せ
で
あ
り
、
そ
れ
が

退
屈
し
の
ぎ
と
の
二
項
対
立
関
係
を
形
成
す
る
こ
と
で
そ
の
危
険
な
状
態
を
隠

蔽
す
る
と
い
う
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
は
や
我

々
に

残
さ
れ
た
最
後
の
問
い
は
、
退
屈
の
副
次
的
効
果
に
つ
い
て
の
み
と
な

っ
た
。

次
章
で
こ
れ
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

4

退
屈
の
副
次
的
効
果

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
退
屈
は
非
常
に
幅
広
い
範
囲
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

(25
)

こ
れ
は
退
屈
が
動
機
の
語
彙
の

一
つ
に
含
め
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
退
屈
が
動

機
の
語
彙
に
含
め
ら
れ
て
い
る
根
拠
は
、
そ
れ
が
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
が
生

む
危
機
的
状
況
を
回
避
す
る
役
目
を
普
遍
的
に
果
た
す
た
め
に
は
個
々
人
に
共

有
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
退
屈
の

副
次
的
効
果
も
退
屈
の
動
機
の
語
彙
と
し
て
の
汎
用
性
が
関
与
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

退
屈
の
副
次
的
効
果
と
は
、
退
屈
が
そ
れ
を
表
明
す
る
個
人
と
、
表
明
さ
れ

た
個
人
な
い
し
は
事
象
と
の
間
に
権
力
関
係

の
よ
う
な
も
の
を
形
成
す
る
こ
と

で
あ

っ
た
。
本
来
は
退
屈
し
て
い
る
人
の
方
が
危
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る

分
、
他
の
助
け
を
必
要
と
す
る
可
能
性
を
持

っ
て
い
る
た
め
、
弱
者
の
立
場
に

立

っ
て
当
然
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
退
屈
を
表
明
す
る
個
人

は
弱
者
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
対
等
の
立
場
で
す
ら
な
く
、
む
し
ろ
強
者
の
立
場

に
立

っ
て
し
ま
う
と
い
っ
た
状
況
が
頻
繁
に
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
対
人

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
の
事
例
で
考
え
て
み
よ
う
。

A
さ
ん
が
B
さ
ん
の
所
作
を
通
じ
て
、
動
機
の
語
彙
か
ら
退
屈
を
B
さ
ん
の

心
理
状
態
と
し
て
選
択
す
る
。
B
さ
ん
が
自
ら

「退
屈
だ
」
と
言

っ
て
も
よ
い

の
だ
が
、
実
際
に
は
退
屈
そ
う
な
身
振
り
を
提
示
す
る
だ
け
で
、
A
さ
ん
は
B

さ
ん
の
退
屈
を
理
解
す
る
。
す
る
と
、
A
さ
ん
は
B
さ
ん
と
の
対
話
を
中
止
し

た
り
、
ま
た
話
題
を
変
更
し
た
り
す
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
A
さ
ん
が
こ
の
よ

う
な
行
為
に
及
ぶ
必
要
が
あ
る
の
か
。

前
章
ま
で
の
議
論
か
ら
考
え
る
な
ら
、
退
屈
状
況
に
お
い
て
そ
の
原
因
と
さ

れ
る
も
の
に
は

「
予
言
不
可
能
性
を
揺
る
が
す
反
社
会
的
な
も
の
」
と
の
意
味

付
け
が
な
さ
れ
る
と
推
測
で
き
る
。
個

々
人
の
力
の
及
ぼ
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る

課
題
が
退
屈
を
生
む
之
い
う
の
が
原
型
的
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
た
と

え
そ
の
よ
う
な
意
味
付
け
を
も

っ
て
し
て
も
、
状
況
に
何
ら
変
化
は
な
い
。
厄

介
な
課
題
は
存
在
し
続
け
る
。
し
か
し
、
対
人

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
合
、

こ
の
忌
わ
し
い
意
味
付
け
を
与
え
ら
れ
る
の
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
、原
型

的
退
屈
と
違

っ
て
、
こ
の
意
味
付
け
は
状
況
を
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
意
味
付
け
を
与
え
ら
れ
た
A
さ
ん
が
そ
れ
を
振
り
ほ
ど
こ
う
と
す
る
の

は
こ
の
忌
ま
わ
し
い
意
味
付
け
の
た
め
で
あ
る
。
A
さ
ん
は
B
さ
ん
の
退
屈
を

感
知
し
た
と
た
ん
、
自
分
や
自
分
の
行
為
を

「
予
言
不
可
能
性
を
揺
る
が
す
反

社
会
的
な
も
の
」
と
定
義
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
慌
て
て
対
話
の
中
止
や
話

試 論121



＼

題
の
変
更
を
試
み
る
。
こ
れ
が
退
屈

の
生
む

一
方
的
な
力
関
係

の
基
本
的
形
態

で
あ
る
。
退
屈
を
動
機
の
語
彙
と
し

て
他
者
に
適
用
す
る
時
、
場
合
に
よ

っ
て

は
同
時
に
自
分
を

「悪
」
と
し
て
定
義
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
。

こ
の
例
に
お
い
て
、
B
さ
ん
は
本
当
に
退
屈
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
A
さ

ん
と
の
対
話
、
ま
た
は
そ
の
話
題
や
話
さ
れ
て
い
る
内
容
に

つ
い
て
、
「そ
れ

は
つ
ま
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
た
め
に
動
機
の
語
彙
と
し
て
の
退
屈

を
利
用
し
た
だ
け
で
あ
る
。
退
屈
の
利
用
は
そ
れ
が
権
力
関
係
の
よ
う
な
も
の

を
作
り
だ
す
分
だ
け
、
「
つ
ま
ら
な

さ
」
の
伝
達
に
は
よ
り
効
果
的
な
の
で
あ

る
。
我

々
の
体
験
す
る
、
ま
た
は
実
際
に
口
に
す
る
退
屈
の
相
当
な
部
分
が
こ

の

「
つ
ま
ら
な
い
」
の
退
屈
で
あ
る
。
対
人
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
!
シ
ョ
ン
以
外
の
場

面
に
お
い
て
も
こ
の
退
屈
は
成
立
す
る
。
た
と
え
ば
、
映
画
に
対
し
て
退
屈
を

表
明
す
る
時
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
表
明
が
な
さ
れ
た
場
合
、
映

画
館
は
打
ち
切
り
の
検
討
を
す
ぐ
に
開
始
す
る
で
あ
ろ
う
。
視
聴
者
は
退
屈
の

副
次
的
効
果
を
利
用
し
て
、
そ
れ
が

つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
た

の
で
あ
る
。

退
屈
の
表
明
が

「
つ
ま
ら
な
さ
」

の
伝
達
の
際
、
い
つ
で
も
効
果
的
で
あ
る

と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
が
全
く
逆
の
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
る
。
た
と
え

ば
、
前
も

っ
て
対
人

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ソ
の
当
事
者
聞
に

一
方
的
な
力
関
係

が
成
立
し
て
い
る
時
が
そ
う
で
あ
る
。
自
分
よ
り
も
は
る
か
に
上
の
立
場
で
あ

る
Z
わ
か

っ
て
い
る
相
手
に
対
し
て
、
退
屈
に
よ
る

「
つ
ま
ら
な
さ
」
の
表
明

は
、
そ
れ
が
逆
の
力
関
係
を
孕
む
分
だ
け
、
相
手
の
感
情
を
逆
撫
で
し
、
衝
突

を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
く
な
る
。

一
般
に
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
が
発
生

し
な
い
よ
う
退
屈
は
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
特
に
コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
お
い
て
動
機
の
語
彙
か
ら
利
用
さ
れ
る
退
屈
の
場
合
、
そ
れ

に
相
応
し
い
場
面
と
そ
う
で
な
い
場
面
が
あ
る
と
言
え
る
。

原
型
的
な
退
屈
は
、
背
後
に
あ
る
危
険
性
の
大
き
さ
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く

〔退
屈
-
退
屈
し
の
ぎ
〕
が
作
動
す
る
の
は
全
く
非
意
識
的
で
、
自
動
的
な
こ

と
と
思
わ
れ
る
。
他
方
、
こ
こ
で
考
察
し
た
副
次
的
効
果
の
強
い
退
屈
は
、
「
つ

ま
ら
な
さ
」
の
伝
達
を
意
図
し
て
い
る
こ
と
が
退
屈
を
表
明
す
る
個

々
人
に
意

識
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
退
屈
の
二
類
型
は
、
非
意
識
的
な
装
置
と
し
て
の

退
屈
と
、
意
図
的
に
利
用
さ
れ
る
退
屈
と
の
違
い
な
の
で
あ
る
。
後
者
の
退
屈

は
前
者
と
異
な

っ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ソ
行
為
上
の
問
題
で
あ
る
。

5

結
び

本
稿
は
、
退
屈
を
自
己
成
就
的
預
言
構
造
を
も
つ
我

々
の
現
実
産
出
活
動
と

の
関
係
か
ら
位
置
づ
け
た
。
こ
の
点
か
ら
見
る
と
、
退
屈
は
退
屈
し
の
ぎ
と

一

体
に
な

っ
て
積
極
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
我

々
に
と

っ
て
退
屈
は
悪
で
も
な
け
れ
ば
、
必
要
悪
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で

も
な
い
。
退
屈
は
持
続
的
な
デ
ジ
ャ
ヴ

ュ
に
よ

っ
て
目
の
前
に
拡
が
る
グ
ロ
テ

ス
ク
な
世
界

へ
の
陥
落
を
阻
止
し
て
く
れ
る
以
上
、
む
し
ろ
、
歓
迎
す
べ
き
も

の
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
退
屈
を
何
か
し
ら
病
理
的
な
現
象
と
し
て
理
解
す
る

多
く
の
退
屈
論
は
こ
れ
に
全
く
気
付
い
て
こ
な
か

っ
た
。
現
代
社
会
に
退
屈
が

遍
在
す
る
と
し
て
も
、
退
屈
そ
れ
自
体
は
何
ら
病
理
的
で
は
な
い
。
真
に
病
理

的
な
の
も
の
は
、
退
屈
渉
遍
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
我
々
を
あ
の
現
実
的

す
ぎ
る
世
界

へ
と
誘
う
何
か
で
あ
る
。
強
迫
的
な
ま
で
に
我

々
を
あ
の
世
界
に

正22



駆
り
立
て
る
も
の
は
何
で
あ
る
の
か
、

命
で
あ
る
。

こ
れ
の
解
明
こ
そ
今
後
の
退
屈
論
の
使
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と
社
会

』

(岩

田
行

一
・
小
竹
澄

栄
訳
)
、
法
政
大
学

出

版
局

、

一
九

八
七

(
2
)

こ
れ

ま
で
の
社
会

学
的
退

屈
論
は

こ
の
副
次
的
効
果

の
存
在
を
全
く
と
言

っ
て

い
い
ほ
ど
無
視

し
て
き
た
。
唯

一
こ
の
効
果
を
そ
れ
な
り
に
議
論
し
た

の
は
最
新

の
退

屈
論
で
あ
る
プ

リ
セ

ッ
ト
と

ス
ノ
ー
だ
け

で
あ
る
。
と
は

い
え
、
彼
ら
も
そ

の
効

果
が

な

ぜ
生

ま
れ

る

の
か

と

い
う
.問

題

に
は

全
く

答

え
て

い
な

い
。
o
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H
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窓
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巽

1
b。
α
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(3
)

二
つ
の
時
間

の
ズ
レ
が
必
ず
し
も
退
屈
感
覚

を
生
む

わ
け

で
は
な

い
。
い
わ
ば

そ

の
反
対

の
充
実
感
を
生
む

こ
と
も
あ

る
。
そ
の
場
合

は
、
現

在
の
持
続

と
い
う

状
況
が
ズ
レ
を
生
ん

で
い
る
の
で
は
な

く
、
未
来
が
次

々
に
生
じ
る
と
い
う

状
況

が
ズ

レ
を
生
ん

で
い
る
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
次

々
に
未
来

に
出
会
う
こ
と
、
言

い
換

え
れ
ば
未
知

の
世
界

に
足
を
踏

み
入
れ
る
こ
と
が
可
能

で
あ
る
と
い
う
点
が

充
実
感
を
も
た

ら
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

(
4
)
前
掲

の
プ

リ
セ

ッ
ト
と
ス
ノ
ー
の
議
論
も
そ
う
で
あ
る
し
、
ま
た

一
九
七
〇
年

代

の
退

屈
論

で
あ
る
バ
ー

ソ
ス
タ
イ

ン
に
し
て
も
暗
黙

の
前
提
と
し

て
予
言
不
可

能

性

の
低

下

を
退

屈

の
誘

因

と

し

て

い
る

。
o
h

國
霧
吋
①
目

国
●

切
o
目
の
8
巨

、.切
o
居
巴
o
ヨ
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巳

芸
⑦

図
8
身
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≦
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h⑦
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ω
8
巨

男
o
ω
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民o
げ
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℃

℃
ウ
田
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器

刈

(
5
)
退
屈
論

の
中

に
は
、
予
言
不
可
能
性
以
外
を
根
拠
と
す
る
も

の
も
当
然
あ
る
。

そ

の
代
表
的
な
例
は
、
情
報
化
社
会
と
し
て

の
ア
メ
リ
カ
に
退
屈

の
原
因
を
み
る

ク
ラ

ッ
プ

の
議
論
、
刺
激

-
反
応

モ
デ

ル
を
応
用
し
た
木
村

の
議
論

で
あ
る

(も

っ
と
も

、
ク
ラ

ッ
プ

の
議
論
は
そ
れ
と
言
及
す

る
こ
と
な
く
、
予
言

不
可
能
性

の

低
下

を
退
屈

の
誘
因

と
し
て

い
る
と
も
読

め
る
の
だ
が
)
。
前
老

は
、
情
報
化
社

会

の
展
開

に
よ
り

、
情
報
過
剰
状
態
が
発
生

し
、
そ
れ

と
と
も

に
情
報

の
劣
化

、

つ
ま

り
、
必
要

な
情
報

の
た

め
に
ノ
イ
ズ
的

な
情
報

に
も
接

し
な
け

れ
ば
な

ら
な

い
事
態

が
生

ま
れ
、
退

屈
に
至
る
と
い
う
議

論
を
展
開

し
て
い
る
が

、
情
報
化

社

会
に
お
け
る
退
屈
の
原
因
列
挙
が
な
さ
れ
て

い
る
だ
け
で
、
そ
の
理
論
的
因
果
関

係
は
論
じ
ら
れ
て

い
な

い
。
他
方
後

者
で
は
、
心
的

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
過
剰
放
出

11

快
楽
を
生
ま
な

い
よ
う
な
刺
激
し
か
続
か
な

い
時
に
退
屈
が
発
生
す
る
と

い
う
形

で
、
理
論
的
因
果
関
係
は
刺
激

-
反
応

モ
デ

ル
に
よ
り
明
解
に
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

だ
が
、
退
屈

に
お
け
る
時
間
的
側
面
が
含
ま
れ

て
お
ら
ず
、
現
在
が
持
続
す
る
と

い
う
退
屈

に
特
有

の
感
覚

に
説
明
が
与

え
ら
れ

て
い
な

い
。
そ

の
た
め
、
心
的

エ

ネ

ル
ギ

ー
の
出
力
量
低
下
が
な
ぜ
退
屈
感
覚
と

し
て
現
れ
る

の
か
が

不
明
な
ま
ま

と
な

っ
て
い
る
。
o
捗

O
「「ぎ

国
●
9
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9
郎
∪
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邦

訳

『過
剰
と
退
屈
』

(小
池
和
子
訳
)
、
勁

草
書
房

、
一
九

八
九
、
木
村
洋

二

"退
屈
論
-
世
界

の
自

明
化

と
退
屈

の
問
題

(
1
、

皿
)
"
、
関
西
大
学

『社

会
学
部
紀
要
』
〈
o
口

P

Z
ρ
嵩
匂
μ
Φ
o。
刈
)

(
6
)
真
木

悠
介

『
時
間
の
比
較

社
会
学
』

一
九
八

一
、
岩
波
書
店

三
三
頁

(7
)
主
観
的
現
実
と
客

観
的
現
実
を
分
げ
て
し
ま
う
こ
と
の
正
当
性
に
関
す
る
問
題

は
残
る
。

こ
れ
に

つ
い
て
は
議
論
の
必
要
が
あ
る
が
、

一
応
本
稿
は
主
観
的
現
実

の
み
が

「
唯

一
の
現
実
」
で
あ
り
、
客
観
的
現
実
な
る
も

の
は
存
在
し
な

い
と

い
、

.う
立
場
に
立

つ
。

こ
れ

の
是
非
は
別

の
機
会
が
あ
れ
ば
、
改
め
て
議
論
し
て
み
た

い
。

(
8
)
Ω
仙日
o
馨

幻
o
ωω
Φ
戸

富

肉
駄
魁

ミ

恥o
§
§
S
慰

ド
O
刈
◎

0
9
臣
日
㊤
乙

邦
訳

『
現
実
と
そ

の
分
身
』

(金
井
裕
訳
)
、
法
政
大
学
出
版
局

一
九

八
九

、

試 論123
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O
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(
9
)
図
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ω
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前
掲
書

》
●ミ

(
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)
胃
。
ω。。。
け

前
掲
書

竃

c。

(11
)
9

長
谷
正
人

『
悪
循
環

の
現
象
学
』
、
ハ
!
ベ
ス
ト
社
、
.
一
九
九

}
、
八
1

.一
一
頁

(12
)
幻
o
ωω
簿

前
掲
書

娼
b
卜
c。
1
お

(13
)

こ
こ
で
重
要
な
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
予
期
が
必
ず
行
為

に
先
立

つ
も

の
か

と
い
う

問
題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん

こ
れ
に
は
議
論
が
必
要
だ
。
し
か
し
、
そ

の
言

.葉

の
定
義

に
抵
触

す
る
危

険
を
敢
え
て
冒
し
て
言
う
な
ら
、
予
期
が
必
ず
し
も
行

為

に
先
立

つ
必
要

は
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
後

的
に
作

る

こ
と
が
で
き
る
し
、

本
稿

の
よ
う

に

「
ま
さ

か
自
分

の
し
た
こ
と
が
引

ぎ
金

に
な
る
な
ん
て
」
と
い
う

印
象
か
ら
遡
及
的

に
構
成
す

る
こ
と
も

で
き
る
の
で
あ

る
。
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)
」言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
・溌
話
を

一
切
無
視
し
た
場
合
も
、
発
話
者
は
そ

こ
に

「
無
視
」

と
い
う
形

の
応
答

を
読
み
取
る
。
そ
の
意
味
で
字
義
通
り

の
黙
殺

は
あ
り

え
な

い
。

(
18
)

こ
の
概
念
は

エ
ス
ノ
メ

ソ
ド

ロ
ジ
ー
の
創

成
期

に
盛
ん

に
研
究

さ
れ
た
も
の
で

あ
る
が
、

一
九
七
〇
年
代

に
入
る
と
あ
ま
り

研
究
さ

れ
る
こ
と
が

な
く
な

り
、
現

在
で
は

エ
ス
ノ
メ

ソ
ド

ロ
ジ

ー
的
な
実
証
的
な
研
究

に
お

い
て
も

ほ
と
ん

ど
触
れ

ら
れ
な
く
な

っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
概
念
が
示
唆
す

る
の
は
極
め

て
興
味
深

い
事

態

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
初
め
は
諸
個
人
か
ら
独
立
し
た
も

の
と
し

て
扱
わ
れ
る

ル
ー
ル
が
、
非
意
識
的
に
せ
よ
、
操
作
可
能

で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か

に
し

て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
概
念
は
独
立
し
た
研
究
課
題
を
与

え
て
く
れ
て

い
る
。
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る
も
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は
す
べ
て
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当
事

者

の
無
知
を
前
提

と
し
て
い
る
。
オ
イ
デ

ィ
プ

ス
の
足
を
刺

し
、
動

け
な

い
よ
う

に

し

て
捨

て
て
し
ま

お
う
と
す

る
行
為
が

、
ア
ポ

ロ
ン
の
神
託
を
実
現
す

る
、
お

そ

ら
く
は
唯

一
の
道

で
あ
る

こ
と
を

ラ
イ

オ
ス
は
知
ら
な
か

っ
た
。
も
し

、
ラ
イ

オ

ス
が
そ

の
こ
と
を
知

っ
て
い
た
ら

オ
イ
デ

ィ
プ

ス
の
物
語

に
我

々
が
触
れ

る
こ
と

も
な
か

っ
た
は
ず

で
あ
る
。
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                        On Boredom 

   We all have experienced boredom in everyday life, so we know boredom. But we don't know 

what boredom is or what happens in the state which we call boredom. This article will examine this 

question. 
   If boredom is unique to man, we could guess that boredom results from ways of acting that are 

also unique to man and different from those of any other animal. In this article it is assumed that we 

act in the manner of a self-fulfilling prophecy. We cannot affirm that such an assumption is the abso-

lute truth, but in studying boredom we can find some significant things that we could not find without 

this assumption. In other words, boredom is generally regarded as bad or ill, but in terms of a self-ful-

filling prophecy it is very useful. We can see how boredom serves as a powerful countermeasure to 

some tremendous danger.
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   boredom, self-fulfilling prophecy, d6jA vu, unexpected result
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On Boredom 

We all have experienced boredom in everyday life, so we know boredom. But we don't know 

what boredom is or what happens in the state which we call boredom. This article will examine this 

question. 

If boredom is unique to man, we could guess that boredom results from ways of acting that are 

also unique to man and different from those of any other animal. In this article it is assumed that we 

act in the manner of a self-fulfilling prophecy. We cannot affirm that such an assumption is the abso

lute truth, but in studying boredom we can find some significant things that we could not find without 

this assumption. In other words, boredom is generally regarded as bad or ill, but in terms of a self-ful

filling prophecy it is very useful. We can see how boredom serves as a powerful countermeasure to 

some tremendous danger. 
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