
第
二
部　

ケ
ア
・
寛
容
・
共
生

─
共
生
の
哲
学
の
展
開
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看
護
行
為
の
時
間

西
村
ユ
ミ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
行
為
論
の
拡
張

村
上
靖
彦

１　

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
看
護

　

看
護
研
究
は
お
そ
ら
く
先
鋭
的
な
仕
方
で
﹃
存
在
と
時
間
﹄
前
半
部
の
も
つ
行
為
論
と
し
て
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
す
で
に
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
の
弟
子
で
看
護
師
で
も
あ
る
ベ
ナ
ー
が
気
遣
い
の
概
念
を
中
心
に
据
え
て
看
護
研
究
の
方

法
論
を
作
り
上
げ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
︵Benner&

W
rubel 1989

︶、
以
下
で
ベ
ナ
ー
か
ら
離
れ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
看
護
行
為
と
の
関
係
を
箇
条
書
き
に
し
て
み
る
。

︵
１
︶
看
護
師
は
多
く
の
高
度
な
医
療
機
器
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
媒
介
と
し
て
患
者
と
関
わ
る
。
道
具
と
行
為
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
の
世
界
を
可
視
的
に
し
て
い
る
︵SZ

, §15–17

︶。

︵
２
︶
行
動
を
制
限
さ
れ
た
患
者
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
行
為
の
自
由
を
開
い
て
あ
げ
ら
れ
る
の
か
が
、
看
護
に
お
い
て
は

し
ば
し
ば
問
題
に
な
り
、
あ
る
い
は
逆
に
不
自
由
の
あ
る
患
者
の
代
わ
り
に
世
話
を
す
る
必
要
も
生
じ
る
。
こ
れ
は
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
他
者
論
、
つ
ま
り
相
手
の
行
為
︵
配
慮Besorge / praxis  (SZ

, 68)

︶
の
可
能
性
を
開
い
て
あ
げ
る
か
、
あ
る
い
は
お
せ
っ

か
い
を
焼
く
こ
と
で
可
能
性
を
と
じ
る
か
、
と
い
う
顧
慮Fürsorge

の
概
念
を
際
立
た
せ
る(SZ

, 122)

。
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︵
３
︶
身
体
機
能
が
制
限
さ
れ
生
命
維
持
が
難
し
く
な
る
場
合
、
患
者
の
身
体
は
様
々
な
機
器
に
つ
な
が
れ
る
。
場
合
に
よ
っ

て
は
ひ
と
つ
の
道
具
や
機
械
の
よ
う
に
患
者
の
身
体
は
扱
わ
れ
、
呼
吸
や
栄
養
補
給
、
血
液
循
環
な
ど
が
機
械
化
さ
れ
、
そ

の
生
体
の
反
応
を
測
定
さ
れ
る
必
要
も
あ
る
。
あ
る
い
は
ペ
イ
ン
・
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
で
痛
み
を
測
定
し
よ
う
と
す
る
行
為
も

ま
た
、
患
者
を
機
械
の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
議
論
を
先
鋭
化
さ
せ
て
、
人
間
を
現
存
在
で
は
な
く
道
具
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
と
み
な
す
可
能
性
が
生
ま
れ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
単
な
る
道
具
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
超
え
て
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
がG

estell

と
呼
ん
だ
象
徴
構
造
の
非
人
称
的
作
動
に
ま
で
人
間
が
還
元
さ
れ
て
い
る
。

︵
４
︶
逆
に
患
者
の
側
で
も
看
護
師
を
道
具
と
し
て
使
う
。
患
者
が
自
ら
の
行
為
の
自
由
を
開
く
た
め
に
は
、
看
護
師
が
患
者

の
道
具
と
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
も
し
か
す
る
と
正
し
い
顧
慮
と
し
て
描
か
れ
た
﹁
他
者
が
も
つ
行
為
可
能
性
の
開

示
﹂
は
、
自
己
が
他
者
の
た
め
に
道
具
化
す
る
可
能
性
を
含
意
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
が
現
存
在
で
あ
る
こ

と
を
や
め
る
と
き
、
他
の
人
が
現
存
在
と
し
て
の
可
能
性
を
全
う
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
こ

の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
看
護
行
為
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
図
を
超
え
る
彼
の
議
論
の
可
能
性
を

開
示
す
る
。
患
者
だ
け
で
な
く
看
護
師
や
医
師
も
ま
た
病
院
の
複
雑
な
道
具
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
部
で
あ
る
の
は
間
違
い
な

い
。

︵
５
︶
し
か
も
、
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
露
呈
す
る
の
は
、
医
療
従
事
者
が
う
ま
く
患
者
の
ニ
ー
ズ
に
そ
え
な
か
っ
た
時
で
あ

る
こ
と
も
多
い
で
あ
ろ
う
︵
こ
の
点
は
、
の
ち
ほ
ど
論
じ
る
︶。
道
具
で
構
成
さ
れ
た
世
界
は
故
障
に
お
い
て
可
視
的
に
な
る

と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
語
っ
て
い
る
が
、
対
人
関
係
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
日
常
世
界
で
は
対
人
関
係

が
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
が(SZ

, 120–121)

、
対
人
関
係
の
網
の
目
が
む
し
ろ
露
出
す
る
医
療
現
場
は
﹁
非
日
常
﹂

で
あ
る
。

︵
６
︶
あ
る
い
は
必
要
な
ケ
ア
を
受
け
る
た
め
に
、︵
た
と
え
ば
お
風
呂
の
順
番
待
ち
な
ど
︶
待
ち
時
間
な
ど
患
者
の
側
で
も

大
き
な
忍
耐
を
要
請
さ
れ
る
。
道
具
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
要
請
す
る
固
有
の
時
間
性
が
あ
り
、
医
療
従
事
者
も
患
者
も
こ
の
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ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
要
請
す
る
リ
ズ
ム
と
テ
ン
ポ
に
従
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
世
界
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
時
間

か
ら
見
た
姿
で
あ
る
︵
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
な
か
に
潜
在
す
る
が
お
そ
ら
く
彼
自
身
は
論
じ
て
い
な
い
現
象
で
あ
る
。
現
存
在
の
時

間
性
で
あ
る
了
解
の
時
間
で
は
な
い
し
、
本
論
で
こ
れ
か
ら
論
じ
る
看
護
行
為
の
時
間
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
︶。

︵
７
︶
以
上
の
状
況
は
決
し
て
﹁
非
倫
理
的
﹂
だ
っ
た
り
﹁
頽
落
的
﹂
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
逆
に
人
間
の
可
能
性
の
地
平

を
示
す
こ
と
に
も
な
る
。﹃
存
在
と
時
間
﹄
後
半
の
本
来
性
や
死
へ
の
存
在
と
い
っ
た
概
念
が
経
験
的
に
は
い
か
な
る
場
面
に

対
応
す
る
の
か
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
定
義
に
戻
っ
て
、
現
存
在
が
持
つ
可
能
性
の
全
体
性
へ
と
関

わ
る
こ
と
と
し
て
本
来
性
を
考
え
る
な
ら
ば(SZ

, 233)

、
医
療
行
為
は
医
療
者
に
と
っ
て
も
患
者
に
と
っ
て
も
、
あ
り
う
べ
き

可
能
性
全
体
と
い
う
問
い
を
提
示
す
る
。
行
為
の
可
能
性
の
最
小
値
と
最
大
値
、
さ
ら
に
は
生
と
死
を
含
み
こ
む
か
ら
で
あ
る
。

非
本
来
性
と
本
来
性
は
重
な
り
う
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
簡
単
な
要
約
だ
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ア
イ
デ
ィ
ア
か
ら
出
発
し
て
、
さ
ら
に
遠
く
へ
進
む
可
能
性
が
暗
示
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
示
せ
た
と
思
う

（
（
（

。

２　

知
覚
と
行
為
の
相
補
性

２・１
　
行
為
が
見
え
て
く
る

　

本
論
で
は
西
村
ユ
ミ
に
よ
る
看
護
現
場
の
研
究
を
も
と
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
世
界
論
／
行
為
論
の
持
つ
と
り
わ
け
時
間
論

と
し
て
の
可
能
性
を
議
論
し
た
い
。
熟
練
看
護
師
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
考
察
か
ら
引
用
す
る
。

Ｂ
：
オ
ペ
患
者
を
観
察
す
る
と
き
が
［
看
護
師
の
患
者
の
見
方
と
し
て
］
一
番
分
り
や
す
い
の
か
な
と
思
う
の
は
、
経
験

積
ん
で
く
る
と
、
入
っ
て
き
た
瞬
間
に
全
体
を
見
て
、
ま
ず
全
体
を
見
て
、
大
丈
夫
か
大
丈
夫
で
な
い
か
っ
て
い
う
の
を
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感
じ
取
る
で
し
ょ
う
。
血
圧
と
か
測
り
な
が
ら
、
パ
ー
ツ
で
見
て
な
い
ん
で
す
。
全
体
で
見
て
る
。
…
…

私
：
全
体
を
見
る
と
き
に
、
多
分
全
体
っ
て
い
う
の
は
一
番
言
葉
に
す
る
の
が
難
し
い
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
ど
う
い
う

ふ
う
に
見
て
る
の
か
。

Ｂ
：
向
こ
う
か
ら
入
っ
て
く
る
っ
て
い
う
感
じ
か
な
。
…
…
な
ん
だ
ろ
う
、
情
報
と
い
う
か
環
境
と
い
う
か
、
し
て
ほ
し

い
こ
と
が
向
こ
う
か
ら
入
っ
て
く
る
っ
て
い
う
感
覚
で
す
か
ね
。
感
じ
る
っ
て
い
う
の
か︵
二
回
目︹
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︺︶。

Ｂ
さ
ん
は
、
手
術
後
の
患
者
の
状
態
を
把
握
す
る
際
に
、
血
圧
の
値
な
ど
を
一
つ
ひ
と
つ
確
認
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

血
圧
を
測
り
な
が
ら
も
注
意
を
向
け
て
い
る
の
は
﹁
全
体
﹂
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
感
じ
取
っ
て
い
る
の
は
﹁
大
丈
夫
か
大

丈
夫
で
な
い
か
﹂
と
い
う
感
覚
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
も
、﹁
全
体
を
見
る

0

0

﹂
と
い
う
能
動
的
な
働
き
の
う
ち
に
、﹁
感
じ

取
る
﹂﹁
向
こ
う
か
ら
入
っ
て
く
る
っ
て
い
う
感
覚
﹂
と
い
う
受
動
性
が
表
現
さ
れ
る
。︵
西
村 

二
〇
〇
七
、一
三
二
～
一
三
三
。

［
］
は
西
村
、︹
︺
は
村
上
に
よ
る
挿
入
︶

　

看
護
師
は
個
別
の
対
象
で
は
な
く
、﹁
全
体
﹂
を
﹁
見
る
﹂。
こ
の
﹁
全
体
﹂
と
い
う
語
に
注
意
を
向
け
て
い
る
も
の
の
西
村

自
身
は
細
か
い
分
析
を
行
っ
て
い
な
い
の
で
少
し
補
足
す
る
。
こ
こ
で
は
例
え
ば
﹁
手
術
し
た
部
位
﹂
や
﹁
機
械
の
数
値
﹂
と

い
う
よ
う
な
個
別
の
事
象
で
は
な
く
患
者
を
め
ぐ
る
状
況
全
体
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
新
人
と
ベ
テ
ラ
ン
と
で
は

見
え
て
く
る
状
況
は
大
き
く
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
後
ほ
ど
論
じ
る
通
り
、
人
に
よ
っ
て
同
じ
現
実
が
異
な
る
状
況
と
し
て
捉
え

ら
れ
、
個
々
の
事
象
の
意
味
付
け
の
さ
れ
方
も
変
わ
っ
て
く
る
。
状
況
全
体

0

0

0

0

と
は
現
実
を
分
節
す
る
枠
組
み

0

0

0

で
あ
り
個
々
の
事

象
の
様
々
な
意
味
付
け
や
秩
序
付
け
を
受
け
入
れ
る
基
体
で
あ
る
。

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
認
識
論
的
な
概
念
を
使
う
と
、
病
室
の
状
況
全
体
と
そ
こ
で
分
節
さ
れ
る
個
々
の
事
象
の
意
味
付
け
と
の
対

比
は
事
況Sachlage

と
事
態Sachverhalt

の
対
比
に
対
応
す
る
。
あ
る
現
実
は
認
識
す
べ
き
事
況
︵
状
況
︶
と
し
て
思
念
さ
れ
、
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事
態
す
な
わ
ち
さ
ま
ざ
ま
な
命
題
・
文
章
と
し
て
分
節
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
区
別
で
言
う
と
、︵
意
義
の

連
鎖
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
可
能
性
で
あ
る
︶
意
味Sinn

と
︵
状
況
に
対
応
し
た
個
々
の
行
為
で
あ
る
︶
意
義Bedeutung

と
の

対
比
に
対
応
す
る
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
概
念
区
分
を
触
発
と
行
為
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
が
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
概
念
が
ま
さ
に
論
理
学
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
と
お
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
機
能
が
こ
こ
で
介
入
し
て
い
る
。

看
護
と
は
状
況
全
体
に
注
意
を
向
け
つ
つ
、
様
々
な
個
別
の
行
為
が
意
義
と
し
て
浮
上
す
る
場
で
あ
り
、
こ
れ
は
何
が
し
か
の

論
理
的
な
機
能
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
﹁
状
況
全
体
を
見
る
﹂
と
い
う
、
個
別
の
知
覚
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
特
殊
な
﹁
視
﹂
の
実

例
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
全
体
を
見
る
と
い
う
能
動
的
な
知
覚
は
、
と
同
時
に
、﹁
見
え
て
く
る
﹂
と
い
う
受
動
的
な
あ
る
い
は
自
然
発
生
的
な

経
験
で
も
あ
る
こ
と
を
西
村
は
強
調
す
る
。﹁
見
え
て
く
る
﹂
と
い
う
言
葉
は
西
村
の
作
品
に
し
ば
し
ば
登
場
す
る
単
語
で
あ

る
（
（
（

。
さ
ら
に
言
う
と
対
象
で
は
な
く
﹁
行
為
﹂
が
見
え
て
く
る
と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹁
視Sicht

﹂
が

配
慮
と
い
う
行
為
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
行
為
論
と
の
親
和
性
は
高
い
。
全
体
へ
と
注
意
を
向

け
る
と
い
う
能
動
性
が
、
行
為
が
見
え
て
く
る
と
い
う
﹁
視
﹂
の
自
然
発
生
と
裏
表
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
﹁
見
え
て
く

る
﹂
の
は
﹁
す
べ
き
行
為
﹂
と
い
う
能
動
性
で
あ
る
の
で
、
能
動
性
と
自
然
発
生
が
入
れ
子
状
に
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
行
為
は
意
識
に
と
っ
て
は
﹁
す
べ
き
﹂
と
い
う
能
動
性
と
し
て
現
れ
る
が
、
状
況
に
と
っ
て
は
自
然
発
生
的
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
結
局
こ
の
区
別
は
視
点
の
置
き
方
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
状
況
と
調
和
し
た
行
為
の
生
成
が

問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
能
動
的
か
受
動
的
か
の
違
い
は
副
次
的
な
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

２・２
　
経
験
の
堆
積
と
行
為
の
可
能
性

　

西
村
は
こ
の
よ
う
な
﹁
見
え
﹂
が
行
為
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
が
、
こ
れ
は
経
験
の
堆
積
を
背
景
に
も
つ
。
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Ｄ
：
い
ろ
い
ろ
な
経
験
［
を
］
そ
れ
な
り
に
積
ん
で
前
に
進
ん
で
き
て
る
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
で
、
人
は
違
っ
て
も
、
な

に
な
に
さ
ん
の
と
き
は
こ
う
し
た
ら
よ
か
っ
た
、
な
に
な
に
さ
ん
の
と
き
は
こ
う
し
た
ら
よ
か
っ
た
っ
て
い
う
、
な
ん
か

こ
う
、
そ
う
い
う
［
経
験
］
が
い
っ
ぱ
い
［
つ
な
が
っ
て
］、
パ
イ
プ
が
い
っ
ぱ
い
ワ
ー
っ
て
い
う
ふ
う
な
網
が
で
き
て

き
て
、
そ
う
す
る
と
た
ぶ
ん
、
何
か
そ
の
［
新
し
い
］
状
況
を
見
た
と
き
に
、﹁
あ
あ
、
こ
う
す
る
と
い
い
か
も
し
れ
な

い
。
あ
あ
す
る
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
﹂
っ
て
い
う
、
そ
の
ツ
ー
ル
が
い
っ
ぱ
い
、
だ
ん
だ
ん
増
え
て
き
て
、
そ
の
つ
な

が
り
が
増
え
て
く
る
こ
と
が
経
験
を
つ
む
こ
と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
︵
二
回
目
︶。

︹
…
…
︺

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、﹁
何
か
そ
の
［
新
し
い
］
状
況
を
見
た
と
き
﹂
と
い
う
語
り
に
続
く
の
は
、
見
た
何
か
で
は

な
く
て
、﹁
こ
う
す
る
﹂﹁
あ
あ
す
る
﹂
と
い
う
行
為
を
表
す
言
葉
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
事
実
よ
り
、
見
た
と
き
に

浮
か
び
上
が
る
︿
見
え
て
く
る
﹀
何
か
は
、
そ
の
見
え
る
事
柄
へ
の
関
わ
り
方
で
あ
り
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
。︵
西
村 

二
〇
〇
七
、一
三
七
︶

　

西
村
は
こ
う
し
て
行
為
と
知
覚
と
が
一
体
と
な
り
、
さ
ら
に
は
能
動
性
と
自
然
発
生
が
か
ら
み
合
う
看
護
実
践
の
特
徴
を
取

り
出
す
。
そ
し
て
こ
の
状
況
か
ら
見
え
て
く
る
行
為
の
可
能
性
は
、
経
験
知
に
よ
っ
て
次
第
に
豊
か
に
な
っ
て
ゆ
く
も
の
な
の

で
あ
る
。
実
の
と
こ
ろ
知
覚
と
行
為
の
一
体
化
は
西
田
な
ど
で
も
見
ら
れ
る
概
念
な
の
で
そ
れ
自
体
は
目
新
し
い
指
摘
で
は
な

い
。
西
村
の
議
論
を
通
し
て
付
け
加
え
ら
れ
る
一
つ
の
特
徴
は
、
こ
の
行
為
が
高
度
に
秩
序
化
さ
れ
た
医
療
技
術
で
あ
り
、
か

つ
こ
の
技
術
的
行
為
を
可
能
に
す
る
場
を
開
く
の
が
、
状
況
全
体
を
見
る
と
い
う
行
為
な
の
で
あ
り
、
行
為
と
知
覚
の
中
に
、

秩
序
形
成
へ
の
方
向
性
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

﹁
見
る
／
見
え
て
く
る
﹂
と
い
う
現
象
は
、
そ
れ
自
体
過
去
の
経
験
と
い
う
歴
史
性
を
背
負
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
こ
れ
か
ら

行
う
べ
き
未
来
の
行
為
を
先
取
り
す
る
。
し
か
も
こ
の
未
来
は
、
あ
る
と
き
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
と
い
う
四
つ
の
行
為
を
要
請
し
て
い
る
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か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
瞬
間
に
は
Ｃ
Ｂ
Ｄ
Ａ
と
優
先
順
位
が
変
化
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
複
数
の
行
為
の
連
鎖
と
し
て

秩
序
化
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
個
々
の
行
為
の
優
先
順
位
が
、
そ
の
つ
ど
の
状
況

0

0

の
変
化
に
応
じ
て
決
定
さ
れ
直
し
て
ゆ
く
よ

う
な
、
複
数
の
関
数
を
持
つ
複
雑
な
秩
序
を
形
成
し
て
い
る
︵
つ
ま
り
道
具
と
行
為
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
の
世
界
は
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
は
指
摘
し
て
い
な
い
も
の
の
時
間
的
な
秩
序
連
関
で
も
あ
る
︶。
適
所
連
関
は
空
間
だ
け
で
な
く
時
間
的
に
も
広
が

り
、
か
つ
動
的
に
組
み
か
わ
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
優
先
順
位
の
﹁
濃
淡
﹂
は
そ
の
つ
ど
﹁
自
然
と
自
分
の
中
で
浮
き
上
が
っ

て
く
る
感
じ
﹂︵
Ｂ
さ
ん
の
語
り
：
西
村 

二
〇
〇
七
、一
三
八
︶
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
経
験
は
、
状
況
全
体
の
見
渡
し

と
そ
の
中
で
の
行
為
と
い
う
空
間
化
の
作
用
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
験
値
と
き
た
る
べ
き
行
為
の
連
鎖
と
そ
の
組
み
換
え
を
含

み
込
む
時
間
化
の
作
用
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

先
程
道
具
連
関
そ
れ
自
体
が
固
有
の
リ
ズ
ム
・
時
間
性
を
持
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
の
道
具
の
リ
ズ
ム
と
状
況
と
の
交

点
で
き
た
る
べ
き
行
為
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
間
秩
序
が
見
え
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
先
視
や
既
在
と
い
っ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
時
間

概
念
は
個
々
の
行
為
の
持
つ
時
間
性
の
構
造
で
あ
り
、
上
記
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
時
間
秩
序
の
一
つ
一
つ
の
パ
ー
ツ
の
持
つ
時
間

に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
ま
で
で
三
つ
の
時
間
が
描
か
れ
て
い
る
。︵
１
︶
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
論
じ
た
了
解
︵
一
つ

ひ
と
つ
の
行
為
︶
の
時
間
、︵
２
︶
複
数
の
行
為
の
連
鎖
全
体
の
時
間
秩
序
と
そ
の
変
化
、︵
３
︶
道
具
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
そ
の

も
の
の
作
動
の
テ
ン
ポ
、
以
上
で
あ
る
。

　

も
う
一
点
付
け
加
え
る
と
、
こ
こ
ま
で
の
引
用
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
看
護
行
為
は
ま
ず
も
っ
て
道
具
を
用
い
た
医
療
行
為

で
あ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
意
味
で
の
配
慮
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
患
者
の
状
態
が
要
請
す
る
気
遣
い
は
、
他
の
人
へ
の
顧

慮Fürsorge

と
道
具
的
行
為
へ
の
配
慮Besorge

と
が
混
じ
り
あ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
は
っ
き
り
と
は

書
か
れ
て
い
な
い
が
帰
結
す
る
議
論
の
一
つ
は
、
こ
の
顧
慮
と
配
慮
の
混
じ
り
あ
い
で
あ
る
。﹃
存
在
と
時
間
﹄
に
お
い
て
は

行
為
と
道
具
連
関
の
末
端
で
他
者
が
現
れ
る
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
道
具
使
用
と
し
て
の
行
為
が
そ
の
ま
ま

他
者
へ
の
関
わ
り
︵
あ
る
い
は
他
者
の
持
つ
可
能
性
へ
の
働
き
か
け
︶
に
な
る
こ
と
も
多
く
、
そ
の
よ
う
な
場
合
は
配
慮
と
顧
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慮
を
区
分
け
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

２・３
　
対
人
関
係
の
深
度
と
行
為
の
可
能
性

　

そ
も
そ
も
こ
の
﹁
見
え
﹂
の
能
力
は
、
経
験
と
技
術
の
獲
得
だ
け
で
な
く
、
患
者
さ
ん
と
の
付
き
合
い
の
深
度
に
よ
っ
て
も

決
定
さ
れ
る
。
以
下
は
植
物
状
態
の
村
口
さ
ん
の
看
護
に
つ
い
て
の
Ａ
さ
ん
の
語
り
で
あ
る
。

私
た
ち
が
、
彼
女
を
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
か
な
あ
っ
て
。
…
…
ち
ょ
っ
と
ず
つ
、
見
え
て
き
た
。
彼
女
が
私
た

ち
の
関
わ
り
の
中
で
、
で
き
て
く
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
彼
女
は
変
わ
っ
て
な
く
て
、
私
た
ち
が
彼
女
に
近
づ
い
て
き
て
、

よ
り
は
っ
き
り
形
が
見
え
て
き
て
る
。︵
西
村 

二
〇
〇
一
、一
二
二
︶

︹
…
…
︺
な
ん
や
ろ
う
、
彼
女
の
テ
ン
ポ
と
か
、
反
応
、
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
っ
て
い
う
の
を
、
パ
タ
ー
ン
つ
か
め
る
か
ら
、

そ
れ
に
対
応
し
て
う
ち
ら
が
行
動
、
動
け
る
っ
て
の
は
あ
る
ん
ち
ゃ
う
か
な
っ
て
。︵
同
書
、
一
二
三
︶

　

こ
の
引
用
で
も
や
は
り
、﹁
見
え
て
く
る
﹂
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
し
か
も
見
え
て
く
る
の
が
こ
れ
か
ら
行
う
べ
き
﹁
行

為
﹂
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
見
え
は
、
看
護
師
が
患
者
の
テ
ン
ポ
や
反
応
つ
ま
り
行
為
の
時
間
性
へ
と

﹁
慣
れ
て
く
る
﹂︵
同
書
、
一
二
三
︶
こ
と
で
獲
得
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

看
護
行
為
の
も
つ
道
具
的
行
為
の
質
も
ま
た
、
対
人
関
係
の
深
度
に
依
存
す
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で

問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
西
村
の
指
摘
通
り
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
と
り
だ
し
た
共
感
的
・
間
身
体
的
な
対
人
関
係
で
あ
ろ

う
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
用
語
で
言
う
と
共
現
存
在
で
あ
ろ
う
が
、
身
体
の
微
細
な
動
き
や
変
化
に
シ
ン
ク
ロ
す
る
力
を
磨
く
こ
と

で
の
み
可
能
に
な
る
共
存
な
の
で
た
し
か
に
身
体
性
を
強
調
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

先
程
ま
と
め
た
三
層
の
時
間
構
造
の
調
和
は
、
看
護
師
が
患
者
の
テ
ン
ポ
の
﹁
パ
タ
ー
ン
を
つ
か
む
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
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す
る
と
い
う
。
つ
ま
り
対
人
関
係
の
時
間
性
と
い
う
第
四
の
側
面
を
持
つ
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
調
和
が
う
ま
く
い
か
な

か
っ
た
場
面
を
起
点
と
し
て
、
も
う
一
つ
違
う
時
間
構
造
が
立
ち
上
が
る
。
つ
ま
り
看
護
の
時
間
性
は
も
っ
と
長
い
ス
パ
ン
の

時
間
、
歴
史
性
へ
と
開
か
れ
て
ゆ
く
。.

３　

歴
史
性
と
成
長

３・１
　
時
間
化
の
失
敗

 　

次
の
引
用
は
、
看
護
実
習
で
統
合
失
調
症
患
者
を
担
当
し
た
学
生
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
あ
る
。

Ａ
：︵
実
習
の
︶
二
日
目
に
︵
家
に
︶
帰
っ
た
く
ら
い
か
ら
、
す
ご
く
頭
が
痛
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
。
三
日
目
く
ら
い
ま
で

ず
っ
と
す
ご
く
痛
く
て
、
な
ん
か
私
は
す
ご
く
︵
患
者
に
︶
気
を
遣
っ
て
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
。
疲
れ
て
た
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
。
…
…
で
、
患
者
さ
ん
受
け
持
っ
て
二
日
目
か
ら
、
そ
う
い
う
接
し
方
じ
ゃ
な
い
の
を
し
て
み
た

ら
、
み
た
い
な
こ
と
を
︵
看
護
師
︶
に
言
わ
れ
て
、
結
局
ど
こ
を
目
指
せ
ば
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
。

坪
井
さ
ん
を
受
け
持
っ
た
二
日
目
︵
実
習
三
日
目
︶
に
Ａ
さ
ん
は
、
看
護
師
か
ら
、﹁
今
の
か
か
わ
り
が
悪
い
っ
て
言
っ
て

る
わ
け
じ
ゃ
な
い
だ
け
ど
。
何
か
違
う

0

0

0

0

ん
だ
よ
ね
﹂
と
指
摘
を
受
け
た
。
こ
の
﹁
何
か
違
う
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
そ
れ
ま
で

頭
痛
と
し
て
な
ん
と
な
く
感
じ
取
っ
て
い
た
、
自
分
自
身
の
無
理
な
﹁
頑
張
り
﹂
や
患
者
に
気
を
遣
い
す
ぎ
て
い
た
こ
と
を
、

Ａ
さ
ん
に
は
っ
き
り
と
自
覚
さ
せ
た
よ
う
だ
。
そ
の
無
理
な
態
度
へ
の
自
覚
と
同
時
に
、
自
ら
の
﹁
疲
れ
﹂
に
も
気
が
つ
い

た
。︵
西
村 

二
〇
〇
八
ｂ
、
二
一
五
︶
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Ａ
さ
ん
は
患
者
さ
ん
に
対
す
る
自
分
の
関
わ
り
方
が
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
自
覚
で
き
て
い
な
か
っ
た
。
自

覚
は
し
て
い
な
い
も
の
の
、
身
体
は
そ
の
違
和
を
感
じ
取
っ
て
い
て
頭
痛
と
い
う
形
で
そ
の
ず
れ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
頭

痛
を
感
じ
て
い
た
段
階
で
は
、
Ａ
さ
ん
の
対
応
と
、
患
者
さ
ん
の
行
動
と
の
あ
い
だ
の
ず
れ
、
Ａ
さ
ん
の
テ
ン
ポ
と
患
者
さ
ん

の
テ
ン
ポ
の
ず
れ
は
自
覚
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
こ
の
ず
れ
は
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
、
行
為
と
し
て
実
現
す

る
こ
と
な
し
に
、
身
体
症
状
化
し
て
し
ま
っ
た
。
言
い
換
え
る
と
、
違
和
を
含
む
現
実
は
触
発
し
て
い
る
の
だ
が
、
適
切
な
行

為
を
指
示
す
る
秩
序
だ
っ
た
状
況
が
形
成
さ
れ
て
い
な
い
た
め
こ
の
現
実
触
発
は
頭
痛
と
い
う
症
状
へ
と
変
換
さ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
心
身
症
の
機
序
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
患
者
が
持
っ
て
い
る
生
活
様
式
と
看
護
学
生
の
ケ
ア
の
型
と
の
あ
い
だ
で
齟
齬
、
す
な
わ
ち
二
人
の
身
体
に
お
い

て
表
現
さ
れ
る
象
徴
構
造
の
齟
齬
が
︵
再
帰
的
に
看
護
師
の
身
体
を
︶
触
発
す
る
現
実
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
現
実
が

カ
テ
ゴ
リ
ー
︵
行
為
連
鎖
の
秩
序
︶
を
持
っ
た
状
況
と
し
て
分
節
さ
れ
得
な
か
っ
た
た
め
、
頭
痛
と
し
て
身
体
症
状
化
し
て
い

る
。

　

先
輩
看
護
師
に
よ
る
﹁
何
か
違
う
﹂
の
﹁
何
か
﹂
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
頭
痛
と
実
習
の
現
実
が
結
び
付
け
ら
れ
、
行

為
を
秩
序
化
す
べ
き
状
況
全
体
が
開
か
れ
る
。﹁
何
か
﹂
と
は
状
況Sachlage

の
開
示
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
何
か
違
う
﹂

と
い
う
こ
と
ば
を
き
っ
か
け
に
行
為
の
秩
序
化
の
可
能
性
が
開
か
れ
、
事
態
が
動
き
出
す
。
焦
点
は
こ
の
解
決
が
﹁
行
為
の
時

間
﹂
と
し
て
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

３・２
　
失
敗
と
学
習
─
二
人
の
時
間
の
ず
れ
と
調
和

　

上
の
引
用
で
、
疲
れ
へ
の
気
づ
き
は
先
輩
看
護
師
か
ら
の
﹁
何
か
違
う
﹂
ア
ド
バ
イ
ス
を
き
っ
か
け
と
し
て
あ
と
か
ら
気
づ

か
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
あ
と
に
行
わ
れ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
な
か
で
、
こ
の
学
生
は
一
方
的
な
﹁
こ
う
し
た
ら
良
い
は
ず
だ
﹂

と
い
う
意
図
を
患
者
に
押
し
付
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
自
ら
気
が
つ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
気
づ
き
は
事
後
的
に
二
段
階
で
起
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き
て
い
る
。

私
︹
西
村
︺　

…
…
今
、
一
方
的
っ
て
言
っ
て
る
の
は
、
相
手
を
理
解
す
る
と
い
う
行
為
自
体
が
一
方
的
に
な
り
が
ち
と

い
う
意
味
？

Ａ
：
そ
う
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
急
ぎ
す
ぎ

0

0

0

0

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。
…
…
︵
実
習
が
︶
二
週
間
に
区
切
ら

れ
て
い
て
、
こ
の
あ
い
だ
に
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
し
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
か
ら
、
一
方
的
に
な
り
が
ち
で
、
こ
っ
ち
が
情

報
を
集
め
て
自
己
満
足
し
が
ち
だ
け
ど
、
相
手
に
し
て
み
れ
ば
、
別
に
私
の
こ
と
を
、
け
っ
き
ょ
く
わ
か
ら
な
く
て
も
い

い
わ
け
だ
し
、︵
わ
か
る
と
し
て
も
︶
そ
の
期
間
は
、
す
ご
く
長
い
か
も
し
れ
な
い
。︹
…
…
︺
…
…
で
も
患
者
さ
ん
は
急

0

0

0

0

0

0

い
で
な
い

0

0

0

0

で
す
ね
。
だ
か
ら
普
通
に
そ
の
人
と
関
係
つ
く
っ
て
い
く
な
ら
、
同
じ
ペ
ー
ス
で
、
一
方
通
行
じ
ゃ
な
く
で
き

る
の
か
な
っ
て
、
今
思
い
ま
し
た

0

0

0

0

0

0

。︵
西
村 

二
〇
〇
八
ｂ
、
二
二
〇
～
二
二
一
。
強
調
は
西
村
に
よ
る
︶

　

失
敗
し
た
応
対
は
、
気
づ
か
れ
た
と
き
に
﹁
急
ぎ
す
ぎ
﹂
と
い
う
行
為
の
時
間
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。﹁
急
ぎ

す
ぎ
﹂
は
時
間
化
の
失
敗
、
二
人
の
様
式
の
調
和
と
二
人
の
あ
い
だ
の
秩
序
形
成
の
失
敗
を
示
す
。
こ
の
コ
ン
タ
ク
ト
の
失
敗

が
﹁
一
方
的
﹂
と
い
う
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
失
敗
が
時
間
秩
序
と
し
て
構
造
化
さ
れ
る
の
は
、
あ
と
か

0

0

0

ら
の
0

0

気
づ
き
に
お
い
て
で
あ
り
、
行
為
の
さ
な
か
に
お
い
て
は
時
間
性
格
は
背
景
に
退
く
。

　

看
護
師
は
、
技
術
や
経
験
を
背
景
に
持
ち
つ
つ
、
状
況
に
応
じ
て
必
要
な
手
当
を
患
者
に
行
な
お
う
と
す
る
。
そ
し
て
で
き

る
だ
け
早
く
ラ
ポ
ー
ル
を
も
と
う
と
す
る
。
複
雑
で
重
層
的
な
現
実
か
ら
、
こ
れ
か
ら
す
べ
き
行
為
が
そ
の
都
度
優
先
順
位
を

変
化
し
な
が
ら
見
え
て
く
る
。
現
実
に
よ
る
触
発
の
な
か
に
、
一
連
の
行
為
に
よ
っ
て
時
空
間
的
に
秩
序
付
け
ら
れ
う
る
状
況

が
見
え
て
く
る
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
看
護
師
の
行
為
の
時
間
を
構
成
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
看
護
師
の
行
為
の

時
間
化
が
、
患
者
が
生
き
て
い
る
時
間
化
の
プ
ロ
セ
ス
と
齟
齬
を
き
た
す
と
き
一
方
的
に
な
り
、
無
理
が
生
じ
、
急
ぎ
過
ぎ
で
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あ
る
と
感
じ
る
こ
と
に
な
る
。
看
護
師
と
患
者
の
双
方
の
行
為
の
時
空
間
秩
序
の
あ
い
だ
に
齟
齬
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
時
間
は
内
的
時
間
意
識
で
は
な
く
、
生
理
的
な
条
件
に
よ
る
リ
ズ
ム
や
、
さ
ら
に
は
生
活
様
式
・
行
動
様
式
と

い
う
象
徴
構
造
が
身
体
を
通
し
て
実
現
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
人
の
時
間
の
調
和
は
二
人
の
コ
ン
タ
ク

ト
を
前
提
と
し
て
い
る
。
一
方
的
に
考
え
を
押
し
付
け
て
い
る
と
き
に
は
、
看
護
学
生
は
相
手
と
出
会
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
コ
ン
タ
ク
ト
の
失
敗
に
お
い
て
は
、
行
為
の
論
理
構
造
と
は
別
の
現
象
、
西
村
で
あ
れ
ば
間
身
体
性
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
構

造
も
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ン
タ
ク
ト
の
構
造
に
つ
い
て
は
別
の
場
所
で
論
じ
た
︵
村
上 

二
〇
一
〇
︶。
異
な
る
行
為
の
型

を
調
和
す
る
た
め
に
は
、
行
為
の
論
理
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
別
の
し
く
み
、
す
な
わ
ち
対
人
関
係
の
調
和
が
必
要
な
の
で
あ

る
。

　

こ
の
齟
齬
か
ら
調
和
を
見
出
す
プ
ロ
セ
ス
は
意
識
的
な
も
の
で
は
な
い
。
齟
齬
と
い
う
現
実
に
対
応
し
た
行
為
が
自
発
的
に

生
成
す
る
。
学
習
に
お
い
て
は
新
た
な
手
続
き
が
し
ば
し
ば
い
つ
の
間
に
か
う
ま
く
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
も
あ
る
。

現
実
触
発
の
受
容
は
、
適
切
な
行
為
の
型
の
発
見
と
い
う
形
を
取
る
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
行
為
の
型
が
あ

と
か
ら
発
見
さ
れ
反
省
さ
れ
、
意
識
的
な
も
の
に
な
る
。
他
者
に
語
ら
れ
つ
つ
反
省
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
こ
の
現
実
を
調

和
す
る
行
為
の
生
成
の
仕
組
み
が
自
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

く
り
か
え
す
と
看
護
行
為
と
は
、
看
護
職
の
身
に
つ
け
て
い
る
ス
キ
ル
・
行
為
の
型
と
い
う
、
身
体
化
さ
れ
た
象
徴
構
造
の

実
現

0

0

で
あ
る
。
と
す
る
と
、
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
﹁
無
理
﹂
は
象
徴
構
造
同
士
の
齟
齬
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
看

護
職
の
行
為
の
型
が
、
患
者
が
身
に
つ
け
身
を
置
い
て
い
る
様
々
な
象
徴
構
造
︵
こ
れ
は
患
者
の
病
院
外
で
の
日
常
生
活
や
社

会
生
活
の
構
造
で
あ
ろ
う
︶
と
の
あ
い
だ
に
齟
齬
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
、
病
院
の
制
度
と
世
俗
の
制
度
の
あ
い
だ
の
ず
れ
で

も
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
齟
齬
・
無
理
は
致
命
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
無
理
は
看
護
師
を
取
り
巻
く
状
況
の
一
部
で
あ
り
、
こ
の
無

理
を
看
護
師
が
感
じ
取
る
と
き
、
看
護
師
は
こ
の
無
理
に
対
し
て
対
応
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対
応
は
、
今
ま
で
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身
に
つ
け
た
習
慣
的
な
行
為
が
﹁
う
ま
く
い
か
な
い
﹂
と
い
う
経
験
へ
の
対
応
で
あ
る
か
ら
、
新
た
な
行
為
の
型
の
発
見
へ
と

結
び
つ
く
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、﹁
新
た
な
行
為
﹂
は
や
み
く
も
な
偶
然
の
行
為
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
、
身
に
つ
け

た
技
術
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
未
来
の
看
護
で
再
び
生
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
﹁
新
た
な
行
為
﹂
で
あ
る
か
ら
一
回

限
り
の
も
の
で
は
な
く
﹁
型
・
ス
タ
イ
ル
﹂
な
の
で
あ
る(M

erleau-Ponty 1961, 84sq.)

。
西
村
は
べ
ナ
ー
が
、
習
慣
と
技
能
の

獲
得
を
過
度
に
固
定
的
な
も
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
的
な
も
の
に
し
て
い
る
こ
と
を
批
判
す
る
︵
西
村 

二
〇
〇
一
、二
二
五
～
二
二
九
︶。

新
た
な
行
為
の
発
見
は
、
あ
る
意
味
で
は
新
た
な
習
慣
の
形
成
で
あ
る
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
習
慣
＝
行
為
の
ス
タ
イ

ル
が
常
に
新
た
な
状
況
に
応
じ
て
、
そ
の
つ
ど
予
測
し
え
な
い
仕
方
で
更
新
さ
れ
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
新
た
な
行
為
の
型
は
し
ば
し
ば
﹁
な
ん
と
な
く
自
然
に
﹂︵
西
村 

二
〇
〇
二
、
二
二
三
既
出
︶
形
成
さ
れ
、
い
つ

の
ま
に
か
患
者
さ
ん
と
う
ま
く
ペ
ー
ス
が
合
う
よ
う
に
な
る
。
状
況
に
応
じ
て
型
そ
れ
自
体
自
然
発
生
す
る
の
で
あ
る
︵
た

だ
し
状
況
を
開
こ
う
と
す
る
﹁
全
体
へ
の
注
意
﹂
は
必
要
で
あ
る
︶。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
と
か
ら
気
が
つ
く
。
認
識
は
、
行
為
の

水
準
で
の
現
実
触
発
へ
の
応
答
に
対
し
て
遅
れ
る
。﹁
だ
か
ら
普
通
に
そ
の
人
と
関
係
つ
く
っ
て
い
く
な
ら
、
同
じ
ペ
ー
ス
で
、

一
方
通
行
じ
ゃ
な
く
で
き
る
の
か
な
っ
て
、
今
思
い
ま
し
た

0

0

0

0

0

0

。﹂
と
看
護
学
生
は
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
長
の
プ

ロ
セ
ス
は
失
敗
、
状
況
に
適
し
た
新
た
な
ス
タ
イ
ル
の
生
成
に
よ
る
無
理
や
失
敗
の
克
服
、
事
後
的
な
気
づ
き
、
と
い
う
時
間

経
過
を
た
ど
る
。

　

新
た
な
ス
タ
イ
ル
の
獲
得
は
、
コ
ン
タ
ク
ト
が
成
立
し
て
馬
が
合
わ
な
か
っ
た
二
人
の
ペ
ー
ス
が
合
う
よ
う
に
な
る
こ
と
で

あ
り
、
矛
盾
を
き
た
し
て
い
た
病
院
と
病
院
外
の
制
度
間
の
調
和
が
取
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
学
生
が
行
為
の
型
を
作
り

出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
型
の
獲
得
は
、
事
後
的
に
反
省
が
加
え
ら
れ
た
と
き
に
気
づ
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
生
成
の

そ
の
時
点
で
は
意
識
の
背
景
に
退
い
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
看
護
師
と
患
者
の
二
人
の
時
間
化
の
プ
ロ
セ
ス
・
リ
ズ
ム
・

テ
ン
ポ
が
調
和
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
新
た
な
型
の
獲
得
の
成
果
で
あ
る
。
複
数
の
象
徴
構
造
は
、
身
体
行
為
の
水
準
で
接
続
し
、

新
た
な
シ
ス
テ
ム
を
形
成
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
西
村
は
共
存
︵
西
村 
二
〇
〇
二
、
二
二
八
︶
と
呼
ぶ
。
本
論
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前
半
の
看
護
師
の
行
為
の
手
順
と
い
う
時
間
化
の
上
に
、
今
議
論
し
た
看
護
師
の
行
為
と
患
者
の
生
活
と
の
調
和
と
い
う
複
数

の
行
為
時
間
の
調
和
と
い
う
高
次
の
時
間
化
が
あ
る
の
だ
。

３・３
　
引
っ
か
か
り
と
学
習

　

失
敗
し
た
現
実
に
よ
る
触
発
と
時
間
化
の
連
関
に
は
も
う
ひ
と
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
現
実
に
即
座
に
対
応

し
て
調
和
を
見
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
解
決
で
き
な
い
現
実
が
い
わ
ば
﹁
ト
ラ
ウ
マ
﹂
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
残
り
、
事
後
的

に
行
為
の
型
の
形
成
を
導
く
場
合
で
あ
る
。

　

引
っ
か
か
り
︵
対
人
関
係
の
切
断
︶
が
、
そ
の
後
の
看
護
実
践
を
規
定
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
外
傷
と
同
じ
よ
う

に
、
ひ
っ
か
か
り
の
記
憶
は
消
え
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
ひ
っ
か
か
り
の
現
象
は
、
他
の
研
究
者
の
資
料
で
も
出
会
う
も
の
な

の
で
、
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

Ａ
さ
ん
は
こ
の
訴
え
︹
患
児
の
母
親
か
ら
の
ク
レ
ー
ム
の
電
話
︺
に
﹁
す
ご
く
傷
つ
﹂
き
、
そ
れ
が
﹁
ず
ー
っ
と
自
分
の
中

で
は
残
っ
て
い
て
﹂
と
語
っ
て
い
る
︹
…
…
︺

Ａ
：
た
と
え
ば
、
…
…
幼
稚
園
で
は
ど
う
な
の
か
な
っ
て
い
う
こ
と
を
ま
ず
お
母
さ
ん
に
訊
い
て
み
る
と
か
、［
同
じ
こ

と
を
い
う
の
で
も
］
私
じ
ゃ
な
く
て
、
た
と
え
ば
保
母
さ
ん
と
か
、
師
長
さ
ん
に
言
っ
て
も
ら
う
と
か
、
何
か
手
立
て
が

あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
ど
。
当
時
は
、
も
う
言
わ
れ
た
こ
と
を
片
付
け
る
み
た
い
な
︹
…
…
︺

こ
の
よ
う
な
経
験
を
他
の
看
護
師
は
、﹁
未
解
決
の
課
題
﹂﹁
終
わ
ら
な
い
こ
と
﹂﹁
常
に
重
た
く
の
し
か
か
っ
て
い
る
﹂
と

表
現
し
た
が
、
Ａ
さ
ん
に
と
っ
て
は
、﹁
ポ
ツ
ン
と
残
る
一
件
﹂
だ
っ
た
。︵
西
村 
二
〇
〇
七
、一
四
五
～
一
四
六
︶
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次
の
引
用
は
、
骨
髄
移
植
の
合
併
症
で
入
院
し
、
前
向
き
に
闘
病
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
唐
突
に
自
死
を
選
ん
だ
患
者
さ

ん
に
つ
い
て
の
語
り
で
あ
る
。

Ｃ
：
私
の
気
に
な
っ
て
い
る
人
は
、
け
っ
こ
う
、
け
っ
こ
う
お
ん
な
じ
空
気
を
吸
っ
て
る
な
っ
て
感
じ
ら
れ
た
時
が

あ
っ
た
ん
で
す
よ
ね
。︹
…
…
︺
だ
け
ど
最
期
あ
あ
な
っ
ち
ゃ
っ
た
か
ら
ね
。
ど
う
し
て
も
ね
、
辛
い
わ
け
で
す
よ
、
う

ん
…
…
消
化
、
よ
け
い
消
化
で
き
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
て
、
な
ん
だ
ろ
う
、
な
ん
だ
ろ
う
、︵
鼻
を
す
す
り
な
が
ら
︶

…
…
…
…
う
ー
ん
、
…
…
…
…
つ
ね
に
そ
こ
に
引
っ
か
か
る
と
い
う
か
。
ほ
ん
と
に
そ
の
後
か
ら
自
分
、
ち
ゃ
ん
と
話
と

か
聞
け
て
る
の
か
な
と
か
、
こ
の
患
者
さ
ん
と
一
緒
に
今
こ
の
場
所
に
い
れ
て
い
る
の
か
な
っ
て
い
う
、
そ
こ
か
ら
す
ご

く
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
ん
で
す
け
ど
ね
。︵
西
村 

二
〇
〇
八
ａ
、
一
九
三
︶

Ｃ
さ
ん
は
、
ま
ず
Ｍ
さ
ん
の
存
在
を
、
そ
し
て
彼
女
の
選
択
を
意
味
付
け
る
作
業
に
取
り
か
か
り
は
じ
め
っ
た
。
が
、
自
分

自
身
の
看
護
の
意
味
づ
け
に
つ
い
て
は
、﹁
す
ぐ
答
え
を
出
し
ち
ゃ
い
け
な
い
﹂﹁
右
往
左
往
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
﹂
と
言

い
、
ま
だ
ま
だ
﹁
引
っ
か
か
り
﹂
を
残
し
続
け
る
こ
と
を
選
び
と
る
の
だ
。︵
同
書
、
一
九
五
︶

　

前
節
で
は
、
患
者
さ
ん
と
の
テ
ン
ポ
の
ず
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
時
的
な
失
敗
が
、
新
た
な
行
為
の
型
の
発
見
を

可
能
に
し
て
い
た
。
失
敗
は
関
係
の
な
か
で
修
復
さ
れ
調
和
が
見
出
さ
れ
て
い
た
。
今
回
の
二
つ
の
引
用
で
は
、
そ
れ
と
は
異

な
る
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ク
レ
ー
ム
あ
る
い
は
自
死
と
い
う
形
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
患
者
の
側
か
ら
修
復
不

可
能
な
仕
方
で
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
後
者
の
事
例
で
は
、
上
手
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
て
い
る
と
看
護
師

が
感
じ
て
い
た
な
か
で
突
然
自
死
が
選
ば
れ
る
こ
と
で
、
看
護
師
に
傷
を
残
し
て
い
る
。
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ま
ず
、
こ
の
失
敗
が
医
療
技
術
の
失
敗
で
は
な
く
、
対
人
関
係
上
の
失
敗
、
と
り
わ
け
思
考
の
伝
達
の
失
敗
で
あ
る
こ
と
に

注
意
し
た
い
︵
論
者
は
こ
の
伝
達
の
仕
組
み
を
別
の
場
所
で
詳
細
に
論
じ
た
︹
村
上 

二
〇
一
〇
︺︶。
看
護
師
と
患
者
を
取
り
巻

く
現
実
が
行
為
の
失
敗
に
終
わ
る
の
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
の
切
断
が
生
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
前
節
で

は
複
数
の
異
質
な
象
徴
構
造
の
あ
い
だ
の
齟
齬
に
焦
点
が
あ
た
っ
た
が
、
こ
の
齟
齬
が
決
定
的
な
切
断
に
至
る
の
は
、
こ
の
象

徴
構
造
を
媒
介
す
る
当
事
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
構
造
が
不
可
能
に
な
る
場
合
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、
こ
の
切
断
を
回
復
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
に
、﹁
引
っ
か
か
り
﹂
を
残
し
続
け
る
。
と
は
い
え
そ
の
後

の
人
間
関
係
を
不
可
能
に
し
た
り
、
あ
る
い
は
こ
の
切
断
が
健
忘
さ
れ
て
悪
夢
の
な
か
で
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
し
た
り
す
る
わ

け
で
は
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
診
断
名
と
し
て
の
心
的
外
傷(

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ)

で
は
な
い
。
心
的
外
傷
の
場
合
は
、
そ
の
後
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
能
性
全
体
に
ま
で
ひ
び
が
入
る
が
、
こ
こ
で
の
事
例
は
個
別
の
対
人
関
係
に
限
定
さ
れ
た
決
定
的
失

敗
で
あ
っ
て
、
構
造
自
体
が
壊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
心
的
外
傷
が
対
人
関
係
を
不
可
能
に
し
、
創
造
的
な
活
動
を
抑
止
す

る
の
に
対
し
、
こ
の
事
例
で
は
ま
さ
に
失
敗
が
、
そ
の
後
の
看
護
実
践
の
型
を
基
底
す
る
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
引
っ
か
か
り

は
忘
れ
ら
れ
る
こ
と
な
く
引
っ
か
か
っ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
引
っ
か
か
り
を
核
と
し
て
新
た
な
行
為
の
型
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
。

つ
ま
り
意
味
を
産
出
す
る
た
め
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

何
に
引
っ
か
か
る
か
は
、
そ
れ
ま
で
の
経
験
や
そ
の
患
者
と
の
か
か
わ
り
の
文
脈
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
引
っ
か
か
る
と
い
う
経
験
は
、
看
護
師
た
ち
の
何
か
に
向
か
お
う
と
す
る
志
向
性
を
踏
み
留
め
さ
せ
た
り
、
前
の

め
り
の
そ
の
動
き
に
躊
躇
や
戸
惑
い
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
の
際
、
引
っ
掛
か
り
の
相
違
、
つ
ま
り
彼
ら
の
患

者
と
の
か
か
わ
り
の
姿
勢
の
違
い
は
、
協
働
の
中
に
多
様
な
実
践
の
共
存
を
可
能
に
し
、
見
え
て
く
る
映
像
に
追
い
つ
く

動
き
の
中
に
他
の
見
え
方
の
可
能
性
を
開
く
。
そ
れ
が
実
践
に
、
さ
ら
に
新
た
な
形
を
与
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。︵
西
村 

二
〇
〇
七
、一
四
八
︶
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﹁
引
っ
か
か
り
﹂
は
習
慣
と
な
っ
た
行
為
の
型
を
い
っ
た
ん
カ
ッ
コ
に
入
れ
た
ち
ど
ま
ら
せ
る
。
そ
し
て
﹁
多
様
な
実
践
の
共

存
﹂
と
﹁
他
の
見
方
﹂
を
開
く
。
つ
ま
り
他
の
行
為
の
型
の
可
能
性
、
他
の
象
徴
構
造
に
よ
る
秩
序
形
成
、
い
く
つ
か
の
オ
プ

シ
ョ
ン
の
可
能
性
を
開
く
。
さ
ら
に
は
こ
の
﹁
引
っ
か
か
り
﹂
は
忘
却
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
し
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
意
味
を
持

つ
こ
と
も
な
い
ま
ま
に
、
し
か
し
そ
の
後
の
行
為
を
方
向
づ
け
る
核
と
な
る
。
こ
の
既
存
の
象
徴
構
造
の
カ
ッ
コ
入
れ
と
、
新

た
な
象
徴
構
造
の
創
設
の
働
き
ゆ
え
に
、﹁
ひ
っ
か
か
り
﹂
は
行
為
の
生
成
に
と
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
ス
パ
ン
の
長
い
作
用
ゆ
え
に
行
為
の
時
間
構
造
・
歴
史
性
の
一
部
を
な
す
の
で
あ
る
。

註
　

＊ 　

本
稿
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二
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〇
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学
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﹁
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Ｃ
Ｐ
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ジ
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﹄
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介
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発
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二
〇
〇
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、
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二
〇
〇
八
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︵
1
︶ 　

以
上
の
議
論
は
石
田
絵
美
子
さ
ん
の
研
究
を
参
考
に
し
て
い
る
。

︵
2
︶ 　

西
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二
〇
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一
、
一
二
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西
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〇
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