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私
は
「
フ
ロ
イ
ト
が
患
者
の
夢
を
聞
く
よ
う
に
し
て
」
漱
石
を
読
ん
だ
。
テ
ク
ス
ト
論
の
時
代
を
経
た
と
言
え
ど

も
、
や
は
り
作
品
は
、
作
者
の
深
層
を
映
し
て
い
る
。
だ
か
ら
私
は
、
作
品
か
ら
漱
石
の
深
層
を
読
み
解
く
よ
う
に

し
て
漱
石
を
読
ん
だ
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
十
代
の
頃
に
初
め
て
私
が
漱
石
に
触
れ
て
強
い
感
銘
を
受
け
た
作
品
は

『
こ
こ
ろ
』
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
心
理
療
法
家
と
し
て
の
私
が
、
評
論
の
対
象
と
し
て
、
初
め
に
関
心
を
寄
せ

た
漱
石
の
作
品
は
『
夢
十
夜
』
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
漱
石
の
深
層
心
理
に
触
れ
て
み
た
く
な
っ
た
の
だ
。

　

振
り
返
れ
ば
、『
夢
十
夜
』
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
発
想
を
最
初
に
私
に
与
え
た
の
は
、
十
代
の
頃
に
読
ん
だ

江
藤
淳
の
「『
夢
十
夜
』
で
露
呈
さ
れ
た
漱
石
の
低
音
部
」
な
ど
と
い
う
記
述
で
あ
っ
た
と
思
う
。
ま
た
、
私
は
精

神
分
析
医
で
は
な
い
が
、
心
理
療
法
家
と
し
て
、「
夢
」
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
て
き
た
。
し
か
し
、
私
は
漱
石
に

会
っ
て
い
な
い
の
で
、
漱
石
の
深
層
に
近
づ
こ
う
と
す
る
過
程
で
、
漱
石
の
「
成
育
歴
」
や
「
神
経
衰
弱
」
の
経
緯

に
つ
い
て
、
ま
た
「
心
身
一
如
」
の
視
点
を
も
取
り
入
れ
た
い
が
た
め
に
、
漱
石
の
身
体
症
状
で
あ
っ
た
「
胃
潰

瘍
」
や
「
痔
」
の
病
歴
に
つ
い
て
、
そ
し
て
漱
石
の
「
人
生
」
と
「
創
作
物
」
全
般
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
把
握

し
た
い
と
考
え
た
。
こ
の
時
点
で
、
私
の
評
論
の
対
象
と
し
て
の
関
心
も
、
漱
石
の
作
品
全
般
へ
拡
大
し
た
。

　

漱
石
に
つ
い
て
は
、
従
来
か
ら
諸
先
輩
方
の
研
究
が
多
く
あ
り
、
他
の
作
家
に
比
較
し
て
、
格
段
に
恵
ま
れ
た
資



8

料
が
整
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
条
件
の
整
っ
た
漱
石
に
つ
い
て
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
私
の
方
法
が
可
能
で
あ
っ
た
と

思
っ
て
い
る
。
ま
た
、
漱
石
や
漱
石
文
学
に
つ
い
て
の
研
究
や
評
論
が
絶
え
ず
に
き
た
の
は
、
漱
石
を
愛
読
す
る
者

が
、
現
代
に
至
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
存
続
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
が
、
明
治
以
降
の
近
代
化
を
経

験
し
、
旧
来
か
ら
持
続
す
る
日
本
文
化
と
の
狭
間
の
な
か
で
、「
個
」
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
私
た
ち

に
、
広
く
長
く
必
要
で
あ
り
続
け
て
き
た
か
ら
な
の
だ
と
思
う
。

　

漱
石
を
作
品
以
外
か
ら
知
る
上
で
は
、
本
人
に
よ
る
日
記
や
書
簡
や
覚
書
き
な
ど
が
あ
る
が
、
親
族
や
周
囲
の

方
々
が
残
し
た
記
録
と
と
も
に
、
特
に
荒あ
ら

正ま
さ

人ひ
と

に
よ
る
『
増
補
改
定
／
漱
石
研
究
年
表
』
に
は
大
い
に
助
け
ら
れ
た
。

こ
の
本
に
よ
っ
て
、
漱
石
の
「
創
作
」
と
、
身
近
な
出
来
事
お
よ
び
精
神
・
肉
体
の
病
歴
（
不
調
）
と
の
関
係
を
総

合
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

ま
た
初
め
は
、
江
藤
の
著
作
に
よ
っ
て
漱
石
の
青
春
期
の
恋
愛
に
つ
い
て
の
関
心
を
得
た
私
に
、
大
塚
楠く
す

緒お
こ子
に

つ
い
て
の
視
点
を
大
き
く
開
い
て
く
れ
た
の
は
、
前
述
の
荒
の
書
物
と
と
も
に
、
小
坂
晋
の
『
漱
石
の
愛
と
文
学
』

で
あ
っ
た
。

　

漱
石
の
「
創
作
」
に
影
を
落
と
し
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
漱
石
と
い
う
「
個
」
に
よ
る
幼
年
期
か
ら

の
す
べ
て
の
体
験
の
総
和
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
形
成
さ
れ
た
感
情
の
「
抑
圧
」
や
「
ト
ラ
ウ
マ
」（
こ

れ
ら
は
誰
の
中
に
も
各
々
に
存
在
す
る
）
が
、
作
品
全
体
に
つ
い
て
の
発
想
や
、
登
場
人
物
た
ち
の
思
考
・
行
動
パ

タ
ー
ン
を
少
な
か
ら
ず
左
右
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
恋
愛
体
験
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
要
因
が
自
ず

か
ら
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
立
場
だ
が
、
大
塚
楠
緒
子
に
象
徴
さ
れ
る
、
結
ば
れ
る
こ
と
な
く
、
い
わ

ば
「
幻
想
の
マ
ド
ン
ナ
」
と
化
し
た
恋
愛
対
象
と
の
漱
石
の
心
象
的
な
体
験
は
、
漱
石
文
学
を
読
み
解
く
上
で
、
興
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味
深
い
軸
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
最
近
の
著
作
で
、
大
塚
楠
緒
子
関
連
の
資
料
を
補
い
、

私
論
へ
の
推
測
を
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
河
内
一
郎
の
『
漱
石
の
マ
ド
ン
ナ
』
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
柄
谷
行
人
の
「
と
く
に
『
門
』『
彼
岸
過
迄
』『
行
人
』『
こ
こ
ろ
』
な
ど
を
読
む
と
、
な
に
か
小
説
の

主
題
が
二
重
に
分
裂
し
て
お
り
、
は
な
は
だ
し
い
ば
あ
い
に
は
、
そ
れ
ら
が
別
個
に
無
関
係
に
展
開
さ
れ
て
い
る
、

と
い
っ
た
感
を
禁
じ
え
な
い
。（
中
略
）
漱
石
が
い
か
に
技
巧
的
に
習
熟
し
練
達
し
た
書
き
手
で
あ
っ
た
と
し
て
も

避
け
え
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
内
在
的
な
条
件
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
」（「
意
識
と
自
然
」）
と
い
う
指

摘
は
、「
漱
石
が
生
育
歴
の
中
で
培
っ
た
ト
ラ
ウ
マ
に
よ
る
深
層
の
抑
圧
と
、
創
作
姿
勢
お
よ
び
創
作
物
と
の
関
係
」

を
考
察
し
よ
う
と
す
る
私
の
基
本
的
な
考
え
方
に
、
一
致
す
る
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
た
「
避

け
え
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
内
在
的
な
条
件
」
と
は
、
私
の
方
法
論
で
は
「
漱
石
が
生
育
歴
の
中
で
培
っ
た
ト
ラ

ウ
マ
に
よ
る
深
層
の
抑
圧
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
特
に
、
Ｔ
・
Ｓ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
が
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』
論
に
書
い
た
「
わ
れ
わ
れ
は
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
、
彼

の
手
に
あ
ま
る
問
題
を
扱
お
う
と
し
た
と
結
論
す
る
し
か
な
い
」
か
ら
イ
ン
ス
パ
イ
ヤ
ー
さ
れ
た
形
で
、
柄
谷
が

「
や
は
り
漱
石
も
『
彼
の
手
に
あ
ま
る
問
題
を
扱
お
う
と
し
た
と
結
論
す
る
』
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
思
う
」（「
意

識
と
自
然
」）
と
書
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
下
記
の
こ
と
と
関
連
し
て
興
味
深
い
点
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

そ
れ
は
ダ
ミ
ア
ン
・
フ
ラ
ナ
ガ
ン
が
指
摘
し
た
、
題
名
そ
の
も
の
を
漱
石
の
弟
子
の
小
宮
豊
隆
と
森
田
草
平
が
、

ニ
ー
チ
ェ
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』（
ド
イ
ツ
語
原
典
）
か
ら
無
造
作
に
と
っ
た
と
い
う
『
門
』
の
作
中
で
、
漱
石

が
用
い
た
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
英
語
版
（
ト
マ
ス
・
コ
モ
ン
訳
）
に
見
ら
れ
る
「
冒
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
ー

険
者
」（
ル
ビ
＝
漱
石
）

と
い
う
語
か
ら
、
漱
石
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
私
は
、
本
書
の
原
稿
を
あ
ら
か
た
書
き
上
げ
て
か
ら
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フ
ラ
ナ
ガ
ン
の
著
作
を
読
ん
だ
。
し
か
し
、
私
も
『
門
』
を
考
察
し
て
以
降
、
こ
の
「
冒
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
ー

険
者
」
と
い
う
語
が

気
に
か
か
り
、
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
漱
石
の
そ
の
後
の
作
品
を
追
っ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

　

た
だ
し
、
私
が
『
門
』
以
降
に
意
識
し
た
「
冒
険
」
の
意
味
は
、
フ
ラ
ナ
ガ
ン
が
『
日
本
人
が
知
ら
な
い
夏
目

漱
石
』
で
指
摘
し
た

─
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』
の
な
か
で
、「
門
」（
永
劫
回
帰
へ
の
門
）
と
い
う
語
が
登
場
す

る
第
三
部
冒
頭
の
、
二
段
落
目
に
見
ら
れ
る
─Sucher

（
探
究
者

0

0

0

、
捜
索
者

0

0

0

）
お
よ
びV

ersucher

（
試
み

0

0

る
者
、

挑
戦

0

0

す
る
者
）
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
の
次
著
『
善
悪
の
彼
岸
』
冒
頭
の
、W

agnisse

（
冒
険

0

0

、
リ
ス

0

0

ク0

）
の
方
が
、
よ
り
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、advencher

に
対
応
す
る
ド
イ
ツ
語
で
あ
る

A
benteuer

を
用
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
漱
石
が
英
語
版
の
『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
』（
ト
マ
ス
・

コ
ン
モ
ン
訳
）
は
所
蔵
し
て
い
た
が
、
英
語
版
・
独
語
版
と
も
『
善
悪
の
彼
岸
』
は
所
蔵
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も

付
け
加
え
て
お
き
た
い
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
門
』
に
現
わ
れ
た
「
冒
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
ー

険
者
」
と
い
う
語
が
、
ニ
ー
チ
ェ
由
来
で
あ
っ
た
こ
と
を
フ
ラ
ナ

ガ
ン
の
著
作
に
よ
っ
て
気
づ
か
さ
れ
た
私
だ
が
、
ニ
ー
チ
ェ
こ
そ
が
、『
行
人
』
の
一
郎
が
言
う
「
死
ぬ
か
、
気
が

違
う
か
、
宗
教
に
入い

る
か
」
の
間
に
抵
触
す
る
領
域
を
模
索
し
た
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の

三
つ
の
選
択
肢
を
筆
者
の
私
見
に
よ
り
順
に
置
き
換
え
れ
ば
、「
生
の
衝
動
か
ら
発
す
る
創
造
性
」
を
い
わ
ば
「
死

の
方
向
」
へ
と
去
勢
す
る
類た
ぐ

い
の
虚
無
的
な
ニ
ヒ
リ
ス
ム
へ
の
警
告
と
、
実
際
的
な
精
神
の
病
の
発
症
と
、
も
は
や

キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
だ
け
で
は
「
生
」
の
基
盤
を
担
い
切
れ
な
く
な
っ
た
当
時
の
自
ら
（
人
々
）
の
苦
悩
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　

誰
の
な
か
に
も
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
に
よ
る
「
抑
圧
」
が
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
見
地
で
は
あ
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る
が
、
と
り
わ
け
精
神
の
病
と
隣
接
し
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
や
、
た
び
た
び
「
神
経
衰
弱
」
に
悩
ま
さ
れ
た
漱
石
は
、

特
に
重
た
い
「
抑
圧
」
を
深
層
に
抱
え
て
追
い
詰
め
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
た
め
に
、
人
生
の
多
く
の
時
間
を
費
や
し

て
そ
の
深
層
を
模
索
し
、
病
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
努
力
を
す
る
べ
き
必
然
を
持
っ
た
者
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

漱
石
は
、『
門
』
で
「
冒
ア
ド
ヴ
ェ
ン
チ
ュ
ア
ラ
ー

険
者
」
と
い
う
語
を
用
い
た
。
そ
し
て
、『
門
』
脱
稿
後
の
「
修
善
寺
の
大
患
（
胃

潰
瘍
の
悪
化
に
よ
る
三
十
分
の
仮
死
）」
以
降
、
自
ら
の
身
体
状
況
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
死0

」
と
の
隣
接
と

0

0

0

0

0

、『
門
』
で
は
子
供

が
育
た
な
い
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
な
っ
た
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
、
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
上
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

「
死
の
影

0

0

0

」
か
ら

0

0

の
脱
出

0

0

0

を
試
み
よ
う
と
し
た
結
果
、
次
の
小
説
『
彼
岸
過
迄
』
以
降
、
作
品
中
に
「
冒
険
」
の
要
素
を
よ
り
意
識
的

に
取
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
こ
こ
ろ
』
で
は
、「
冒
険
」
の
要
素
が
少
な
い
た
め
に
、

Ｋ
と
先
生
の
「
死
」
が
、
子
供
が
授
か
ら
な
い
「
死
の
影
」
と
と
も
に
現
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
作
中
に

あ
っ
た
小
さ
な
「
冒
険
」
は
、
主
人
公
が
初
め
て
結
婚
の
申
し
込
み
を
妻
に
な
る
人
の
親
に
し
た
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
ま
た
Ｋ
が
、
養
家
を
飛
び
出
し
て
学
問
に
精
進
し
た
の
も
「
冒
険
」
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
ら
は
、
柄
谷
が
指
摘
し
た
「
や
は
り
漱
石
も
『
彼
の
手
に
あ
ま
る
問
題
を
扱
お
う
と
し
た
』
…
…
」
と
い
う

「
冒
険
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
私
た
ち
各
々
の
「
個
」
の
生
存
に
つ
き
ま
と
う
「
手
に
あ
ま
る
問
題
」
に
、
大
き
く

と
ら
え
れ
ば
初
期
か
ら
作
品
を
追
う
ご
と
に
、
順
を
追
う
よ
う
に
し
て
、「
冒
険
的
」
に
肉
迫
し
て
行
こ
う
と
し
た

漱
石
の
作
風
、
ま
た
そ
う
し
た
執
筆
態
度
を
携
え
て
積
み
重
ね
た
創
作
経
緯
そ
の
も
の
に
、「
類
い
ま
れ
」
な
性
質

を
感
じ
る
こ
と
こ
そ
が
、
漱
石
が
読
み
継
が
れ
て
き
た
最
大
の
理
由
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

と
も
あ
れ
行
き
詰
ま
っ
た
状
況
か
ら
脱
出
し
よ
う
と
す
る
時
に
、
言
い
換
え
れ
ば
創
造
的
に
自
己
を
乗
り
越
え

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
時
に
、「（
リ
ス
ク
を
取
っ
た
）
冒
険
」
が
必
要
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
た
だ
し
、
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こ
れ
は
「
個
」
の
側
か
ら
の
欲
求
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
「
個
」
を
取
り
囲
む
社
会
の
側
か
ら
い
え
ば
、「
冒

険
」
を
抑
圧
し
が
ち
な
「
社
会
機
構
」
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
な
か
の
被
抑
圧
者
を
な
お
「
抑
圧
」
す
る
方
向
へ
作

動
す
る
し
、
安
全
を
第
一
義
と
し
な
が
ら
も
、
疲
弊
・
硬
直
し
て
活
力
を
失
い
、「
死
の
方
向
」
へ
傾
き
が
ち
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
行
き
詰
ま
り
を
打
破
し
よ
う
と
し
て
「
冒
険
」
を
試
み
た
「
個
」
は
、
そ
の
「
冒
険
」
を
や
り
遂
げ
て
豊

か
に
実
を
結
ん
だ
分
だ
け
「
抑
圧
」
を
解
放
し
、「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
癒
す
こ
と
も
期
待
で
き
る
が
、
逆
に
、
深
層
の

「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
癒
し
て
「
抑
圧
」
を
解
放
す
る
こ
と
が
、「
冒
険
」
を
支
え
、
成
功
に
導
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と

い
う
よ
う
に
、
そ
の
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
心
理
的
な
「
抑
圧
」
を
多
く
抱
え
た
者
た
ち
が
、
自
ら
の
「
全
体
性
」（「
自
然
」
よ
り
も
、
お
そ
ら
く
未
知

な
る
総
合
的
な
可
能
性
へ
の
夢
想
を
含
む
）
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
、
そ
の
「
抑
圧
」
を
解
放
す
る
過
程
を
経
よ
う
と

す
る
こ
と
は
必
然
で
あ
る
が
、
他
者
に
対
し
て
懲
罰
的
あ
る
い
は
反
逆
的
な
姿
勢
に
留
ま
る
の
で
は
、「
抑
圧
」
を

生
み
出
し
た
「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
癒
す
こ
と
が
で
き
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
の
用
語
で
言
え
ば
「
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
晴
ら
す
」

状
態
な
の
で
あ
り
、
自
ら
の
資
源
を
開
花
さ
せ
る
方
向
に
は
導
か
れ
得
な
い
。
そ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ
の
用
語
を
用
い

い
れ
ば
、「
超
人
」
的
な
発
想

─
一
瞬
一
瞬
（
今
、
こ
こ
で
）
を
懸
命
に
生
き
る
こ
と
に
よ
る
「
生
の
全ま
っ
とう
へ
の
努

力
」

─
が
、
必
要
と
な
る
。

　

と
は
い
え
人
間
で
あ
る
以
上
、
す
べ
て
が
癒
さ
れ
統
合
さ
れ
た
状
態

─
言
い
換
え
れ
ば
「
全
能
の
神
の
よ
う
な

状
態
」
あ
る
い
は
「
悟
り
の
境
地
」

─
に
導
か
れ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
の
時
代
に
は
、

「
精
神
・
肉
体
・
人
生
」
と
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
関
係

0

0

を
「
考
察
・
調
節
」
す
る
方
法
は
、
現
代
よ
り
も
な
お

0

0

未
発
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達
で
あ
っ
た
た
め
に
、
よ
り

0

0

形
而
上
学
的
で
観
念
的
な
「
永
劫
回
帰
」
と
い
う
発
想
へ
、
帰
結
す
る
必
要
が
あ
っ
た

よ
う
に
も
見
え
る
。

　

だ
が
ニ
ー
チ
ェ
が
、
そ
れ
ま
で
「
教
会
」
に
束
縛
さ
れ
て
き
た
「
肉
体
」

─
た
と
え
ば
教
会
で
は
伝
統
的
に
歌

唱
は
許
さ
れ
た
が
、
舞
踊
は
許
さ
れ
ず
、
マ
リ
ア
の
処
女
懐
胎
に
よ
る
イ
エ
ス
の
出
現
が
説
か
れ
た
よ
う
に
、「
肉

体
」
は
封
じ
込
め
ら
れ
て
き
た

─
に
こ
そ
、
キ
リ
ス
ト
教
の
教
え
を
超
越
す
る
各
々
の
「
個
」
の
可
能
性
が
秘
め

ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
を
想
定
し
、「
私
は
踊
る
こ
と
を
知
る
神
だ
け
が
信
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
」（『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス

ト
ラ
』）
と
書
い
た
こ
と
は
、
重
要
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
の
二
十
世
紀
初
頭
に
誕
生
し
た
精
神
分
析
は
、「
肉
体
」
に
関
わ
る
リ
ビ
ド
ー
を
重
視
し
た
。
だ
が
、
そ

こ
で
さ
ら
に
取
り
残
さ
れ
た
「
身
体
」
と
「
無
意
識
」
に
股
が
る
広
範
な
領
域
を
扱
っ
た
の
は
、
心
理
（
お
よ
び
心

身
に
ま
た
が
る
）
療
法
だ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
身
体
に
注
目
す
る
度
合
い
の
差
異
か
ら
フ
ロ
イ
ト
と
袂た
も
とを

分
か
ち
、

大
戦
前
後
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
系
で
あ
っ
た
た
め
に
欧
州
か
ら
米
国
へ
逃
れ
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
ヒ
（
オ
ー
ス
ト
リ

ア
出
身
）
や
フ
リ
ッ
ツ
・
パ
ー
ル
ズ
（
ド
イ
ツ
出
身
）
な
ど
が
、
そ
れ
ら
の
筆
頭
で
あ
る
。

　

し
か
し
付
け
加
え
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
私
が
、
古
今
東
西
の
「
宗
教
的
な
心
意
」
に
も
、
自
然
な
形
で

親
し
ん
で
き
た
こ
と
だ
。
漱
石
も
そ
う
だ
が
、
こ
れ
は
、
近
代
以
降
の
人
間
が
、
な
か
な
か
一
つ
の
宗
教
、
あ
る
い

は
一
つ
の
累
積
的
な
思
考
の
集
合
体
で
あ
る
各
「
社
会
機
構
」
に
は
回
収
仕
切
れ
な
い
「
個
」
を
感
じ
、
苦
悩
し
つ

つ
も
、
た
と
え
ば
「
敬
虔
さ
・
尊
厳
」
な
ど
と
い
う
、
あ
る
種
の
「
宗
教
的
領
域
に
関
わ
る
心
意
」
を
保
持
し
よ
う

と
す
る
「
願
い
」
を
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

我
国
に
お
い
て
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
各
々
の
足
下
に
広
が
る
「
社
会
機
構
」
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
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て
、「
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
」
と
い
う
発
想
や
、「
脱
構
築
」
と
い
っ
た
思
考
法
の
理
解
は
、
あ
る
程
度
定
着
し
た
感

が
あ
る
。
だ
が
、
大
宗
教
あ
る
い
は
社
会
的
な
大
機
構
へ
の
カ
ウ
ン
タ
ー
・
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
内
部

か
ら
支
え
る
最
少
単
位
で
あ
る
「
個
」
の
「
脱
構
築
」
と
相
互
の
関
係
性
に
関
与
す
べ
き
、
エ
ン
カ
ウ
ン
タ
ー
・
グ

ル
ー
プ
を
始
め
と
す
る
、
心
理
・
精
神
・
身
体
療
法
な
ど
に
ま
た
が
る
分
野
の
輸
入
的
な
紹
介
や
消
化
、
お
よ
び
社

会
的
な
認
知
は
、
一
九
九
〇
年
代
の
半
ば
に
一
た
び
停
止
状
態
に
陥
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
エ
ン
ロ
ー
ル
を
伴
う
自
己
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
や
、
精
神
世
界
と
呼
ば
れ
た
領
域
か
ら
輩
出
さ
れ
た
グ
ル
イ

ズ
ム
（
ヨ
ー
ガ
や
密
教
に
お
い
て
、
指
導
者
を
絶
対
視
す
る
信
仰
・
修
業
実
践
）、
特
に
オ
ウ
ム
真
理
教
の
凶
悪
な
一
連

の
大
事
件
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
と
混
同
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
「
臨
床
心
理
士
」
制
度
な
ど
の
中
へ
、
全
体
か

ら
見
れ
ば
矮
小
化
さ
れ
て
回
収
さ
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

漱
石
と
「
冒
険
」
の
視
点
に
戻
る
と
、
本
書
の
テ
ー
マ
の
一
つ
は
、
深
層
に
内
在
す
る
「
抑
圧
」
と
「
ト
ラ
ウ

マ
」
と
、
そ
れ
ら
に
よ
り
制
限
さ
れ
得
る
「
人
生
そ
の
も
の
」
と
い
う
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
を
含
む
、
漱
石
に
よ
る
ク

リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
全
体
（
特
に
小
説
な
ど
）
に
、「
冒
険
」
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
か
に
つ
い
て
の
探
究
で
も
あ
る
。

「
抑
圧
」
を
解
放
し
、「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
癒
す
た
め
に
、
漱
石
は
、
ま
ず
「（
自
ら
の
創
作
と
し
て
の
）
文
学
へ
の
夢
」

を
発
掘
し
て
生せ
い
せ
い成
し
、
そ
の
後
、「
創
作
」
に
「
冒
険
」
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら
な
る
自
己
の
深
層
解

明
と
、
内
包
す
る
「
夢
」
を
基
盤
に
し
た
創
造
性
の
開
花
を
試
み
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

長
兄
に
「（
創
作
と
し
て
の
）
文
学
は
職
業
に
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
（「
処
女
作
追
懐
談
」〈
談
話
〉『
文
章
世
界
』

明
治
四
十
一
年
九
月
）
以
来
、
一
度
は
「
文
学
へ
の
夢
」
を
放
棄
し
た
漱
石
だ
が
、
正
岡
子
規
と
の
交
流
を
き
っ
か

け
に
「
抑
圧
」
さ
れ
て
い
た
「
夢
」
を
発
掘
し
、
そ
の
生
成
を
始
め
る
。
そ
の
「
冒
険
」
は
、
す
で
に
『
吾
輩
は
猫
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で
あ
る
』
を
書
い
た
時
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、『
朝
日
新
聞
』
の
小
説
記
者
に
な
り
、
職
業
作
家
と
し
て

の
第
一
作
目
は
、『
虞
美
人
草
』
だ
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
は
魅
力
的
な
作
品
で
は
あ
る
も
の
の
、
漱
石
は
心
理
的
抑

圧
を
多
く
抱
え
た
者
と
し
て
、
そ
の
中
で
、
一
度
は
ル
サ
ン
チ
マ
ン
を
晴
ら
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
に
も
見
え

る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
勧
善
懲
悪
的
な
作
品
と
し
て
現
れ
た
。

　

そ
の
後
、
あ
た
か
も
主
人
公
が
無
意
識
下
へ
降
下
す
る
よ
う
に
坑
道
を
降
下
す
る
『
坑
夫
』
の
方
向
性
を
引
き
継

ぎ
な
が
ら
、
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
た
め
の
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
補
充
す
る
べ
き
時
期
を
直
感
的
に
察
知
し
た
漱
石

は
、「
夢
」
を
題
材
に
、
あ
る
い
は
「
夢
」
と
い
う
形
式
で
作
品
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
深
層
の
「
ト
ラ
ウ
マ
」
を

浮
上
さ
せ
、
作
品
を
書
き
進
め
る
過
程
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
そ
れ
ら
を
癒
そ
う
と
し
た
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
が
、

『
夢
十
夜
』
で
あ
る
。
そ
し
て
『
三
四
郎
』
で
は
、「
無
意
識
」
と
い
う
語
を
意
識
的
に
用
い
て
、「
美
禰
子
の
無
意

識
の
偽
善
」
を
描
こ
う
と
し
た
。
ま
た
、
そ
の
後
の
『
そ
れ
か
ら
』
に
至
り
、
よ
う
や
く
、
主
人
公
・
代
助
が
か
つ

て
友
人
に
譲
渡
し
た
恋
人
を
取
り
戻
そ
う
と
す
る
「
冒
険
」
が
意
識
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
次
の
『
門
』
で
は
、
主
人
公
の
宗
助
は
、
友
人
の
恋
人
で
あ
っ
た
御お

米よ
ね

と
結
ば
れ
た
結
果
、
親
や
親
戚

や
友
人
か
ら
見
放
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
、
夫
婦
の
人
生
自
体
が
「
冒
険
」
の
要
素
を
含
み
つ
つ
も
静

か
な
生
活
を
送
る
中
に
、
か
つ
て
の
御
米
の
恋
人
で
あ
っ
た
友
人
が
、
大
陸
（
中
国
）
で
活
躍
す
る
「
冒
ア
ド
ヴ
エ
ン
チ
ユ
ア
ラ
ー

険
者
」

の
姿
で
、
家
主
の
弟
と
と
も
に
、
家
主
宅
を
訪
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
主
人
公
の
精
神
は
脅
か
さ
れ
る
。
要
す
る
に
、

こ
の
作
品
で
は
「
冒
険
」
の
要
素
は
、
主
人
公

0

0

0

と
友
人

0

0

の
双
方
に
分
裂
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
『
門
』
を
脱
稿
後
、
漱
石
は
「
修
善
寺
の
大
患
（
三
十
分
の
仮
死
）」
を
体
験
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
病
床
か
ら
回
復
後
の
『
彼
岸
過
迄
』
で
は
、
敬
太
郎
に
よ
る
「
冒
険
」
小
説
を
試
み
る
が
、
そ
の
「
冒
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険
」
は
、
小
説
の
前
半
で
前
座
の
よ
う
な
形
で
頓
挫
し
、
と
う
と
う
『
行
人
』
で
は
意
識
的
に
、「
死
ぬ
か
、
気
が

違
う
か
、
宗
教
に
入
る
か
」
の
間
を
彷
徨
す
る
一
郎
を
書
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。

　

つ
ま
り
漱
石
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
小
説
の
登
場
人
物
た
ち
と
同
様
に
、
そ
の
「
冒
険
」
を
支
え
切
れ
な
い
自
ら

の
「
性
質
や
状
況
」
を
打
破
す
る
道
を
模
索
す
る
べ
く
、「
創
作
」
に
「
冒
険
」
を
取
り
入
れ
た
も
の
の
、「
抑
圧
」

を
解
放
し
、「
ト
ラ
ウ
マ
」
を
癒
す
た
め
の
道
筋
を
あ
ら
か
じ
め
確
保
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、「
創
作
」
に

「
冒
険
」
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
以
降
、
そ
れ
が
う
ま
く
扱
い
得
な
か
っ
た
分
だ
け
、「
死
」
や
「
神
経
衰
弱
」
や

「
病
」
が
、
創
作
上
に
、
ま
た
漱
石
の
実
人
生
に
、
現
れ
出
た
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
冒
険
」
を
支
え
る
た
め
に
、
内
包
さ
れ
た
「
夢
」
を
創
造
的
に
開
花
さ
せ
よ
う
と
す
る
「
生
の
方

向
へ
の
動
向
」
と
、
そ
れ
を
「
抑
圧
」
す
る
「
ト
ラ
ウ
マ
」
に
基
づ
く
「
死
の
方
向
へ
の
動
向
」
を
軸
に
す
え
た
、

漱
石

0

0

と
漱
石
の
作
品

0

0

0

0

0

の
関
係
性
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
本
論
に
譲
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
特
記
し
て
お
き
た
い
の
は
、

「
冒
険
」
小
説
『
彼
岸
過
迄
』
を
書
き
始
め
る
直
前
に
、
か
つ
て
漱
石
が
「
朝
日
新
聞
社
」
に
入
社
し
た
際
の
良
き

仲
介
者
で
あ
っ
た
池
辺
三
山
が
、「
朝
日
新
聞
社
」
を
辞
職
し
た
こ
と
だ
。

　

そ
の
発
端
は
、
漱
石
の
弟
子
の
森
田
草
平
が
『
朝
日
新
聞
』
に
連
載
し
た
小
説
『
自
叙
伝
』
が
、
社
内
で
不
道
徳

と
の
悪
評
を
得
た
た
め
だ
っ
た
。
漱
石
は
、
自
分
に
責
任
が
あ
る
と
し
て
、
三
度
も
辞
表
を
提
出
し
た
が
、
受
理
さ

れ
な
か
っ
た
。

　

つ
ま
り
、
こ
の
時
、
漱
石
の
側
に
は
す
で
に
、「
朝
日
新
聞
社
」
を
辞
職
す
る
と
い
う
、
よ
り
「
冒
険
」
的
な
道

を
選
ぶ
準
備
が
整
っ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
そ
こ
へ
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。
か
つ
て
は
大
学
教

授
の
椅
子
が
用
意
さ
れ
た
の
を
断
わ
っ
て
、
よ
り
「
冒
険
」
的
な
「
新
聞
屋
」
に
な
る
道
を
選
ん
だ
は
ず
の
漱
石
が
、
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そ
の
後
も
社
内
で
の
発
言
権
を
弱
め
ら
れ
た
ま
ま
、
思
い
も
が
け
ず
「
癒
着
」
的
に
、「
朝
日
新
聞
社
」
に
残
留
す

る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
潜
在
的
な
「
癒
着
」
の
関
係
が
、
そ
の
後
の
漱
石
の
「
冒
険
」
を
相そ
う
さ
い殺
す
る
要
素
と
し
て
働
き
続

け
、
漱
石
が
「
手
に
あ
ま
る
問
題
を
扱
お
う
と
し
た
冒
険
」
の
難
し
さ
を
さ
ら
に
助
長
す
る
要
因
と
な
っ
た
に
よ
う

に
見
え
る
。
特
に
「
癒
着
」
の
関
係
が
始
ま
っ
た
直
後
に
執
筆
し
た
『
彼
岸
過
迄
』
と
、
絶
筆
と
な
っ
た
『
明
暗
』

に
お
い
て
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
中
に
「
冒
険
」
を
相
殺
す
る
「
癒
着
」
の
要
素
が
明
確
に
現
れ
る
。

　

さ
ら
に
、『
こ
こ
ろ
』
は
漱
石
が
体
調
を
崩
す
こ
と
な
く
執
筆
で
き
た
も
の
の
、
Ｋ
の
自
殺
が
あ
り
、
主
人
公
の

先
生
の
「
死
」
で
作
品
が
閉
じ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
漱
石
は
自
ら
の
「
夢
」
と
「
ト
ラ
ウ
マ
」
の
巣
喰
う
深
層
を
耕

す
か
の
よ
う
に
、『
硝ガ
ラ
ス子
戸ど

の
中う
ち

』
で
は
、
身
辺
の
雑
記
と
と
も
に
、
生
母
に
も
及
ぶ
数
々
の
思
い
出
を
浮
上
さ
せ
、

『
道
草
』
で
は
、
実
父
と
の
関
係
で
、
漱
石
の
深
層
形
成
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
元
凶
に
な
っ
た
養
父

0

0

を
扱
っ
た
。

　

と
同
時
に
、『
道
草
』
で
は
、
そ
れ
ま
で
描
く
こ
と
の
な
か
っ
た
英
国
か
ら
帰
国
後
の
、
妻
・
鏡
子
と
の
生
活
の

思
い
出
を
振
り
返
り
、
結
果
と
し
て
、「
幻
想
の
マ
ド
ン
ナ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」
と
い
う
べ
き
「
ト
ラ
ウ
マ
」
の

周
辺
を
耕
し
た
。

　

こ
の
『
こ
こ
ろ
』
か
ら
『
道
草
』
ま
で
の
流
れ
は
、『
虞
美
人
草
』
で
や
は
り
主
人
公
の
「
死
」
を
描
か
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
漱
石
が
、
そ
の
後
に
『
坑
夫
』
や
『
夢
十
夜
』
を
描
き
、
自
ら
の
深
層
へ
降
り
て
行
こ
う
と
し
た
こ
と

に
類
似
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
品
世
界
が
「
死
の
方
向
」
へ
傾
い
て
閉
じ
た
時
に
、
漱
石
は
自
ら
の
深
層
世
界
を

改
め
て
耕
し
、
無
意
識
の
う
ち
に
ク
リ
エ
イ
シ
ョ
ン
の
新
た
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
補
充
を
成
し
得
た
よ
う
で
、
目
を
見

張
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。
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そ
し
て
、
そ
の
補
充
に
よ
っ
て
、
漱
石
は
「
生
の
衝
動
」
＝
「
個
に
内
包
さ
れ
て
い
る
夢
」
と
「
冒
険
心
」
を
新

た
に
育
て
、『
明
暗
』
で
新
境
地
を
開
き
得
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

＊

　

私
が
、
本
書
の
原
稿
に
着
手
し
た
の
は
二
十
年
ほ
ど
前
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
そ
の
頃
、
吉
本
隆
明
か
ら
「
作
家

論
と
作
品
論
を
分
け
た
方
が
よ
い
」
と
の
示
唆
を
得
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
生
か
し
、
漱
石
が
『
吾
輩
は
猫
で

あ
る
』
を
書
く
ま
で
を
扱
っ
た
第
一
章
か
ら
、『
夢
十
夜
』
を
読
み
解
い
た
第
四
章
ま
で
を
「
作
家
論
」
と
し
て
も

読
む
こ
と
が
可
能
な
よ
う
に
加
筆
し
た
。

　

ま
た
『
三
四
郎
』
に
つ
い
て
は
特
に
蓮
實
重
彦
、
小
森
陽
一
、
石
原
千
秋
の
著
作
か
ら
、『
明
暗
』
に
つ
い
て
は

大
岡
昇
平
の
『
小
説
家
・
夏
目
漱
石
』、
水
村
美
苗
の
『
続
明
暗
』
か
ら
、
貴
重
な
示
唆
を
得
た
。
そ
の
他
に
も
、

小
森
、
石
原
両
氏
の
著
作
か
ら
は
、
ほ
ぼ
同
世
代
で
あ
る
た
め
、
数
々
の
示
唆
を
得
て
き
た
よ
う
に
思
う
。

　

漱
石
の
テ
キ
ス
ト
と
と
も
に
、
諸
氏
の
先
行
研
究
や
漱
石
の
周
囲
の
方
々
が
記
し
た
記
録
な
ど
を
参
考
に
、
心
理

療
法
家
と
し
て
の
視
点
を
生
か
し
て
書
い
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

な
お
執
筆
を
開
始
し
た
の
は
、
夫
の
小
石
川
の
実
家
に
居
候
を
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。
夫
の
祖
父
母
の
代
に
は
本

郷
の
菊
坂
で
、
戦
後
に
は
祖
母
が
小
石
川
に
移
転
し
て
、
学
生
相
手
の
下
宿
を
営
ん
だ
。
義
父
母
と
も
、
現
在
は
故

人
と
な
っ
た
が
、
こ
こ
に
感
謝
の
念
を
記
し
た
い
。
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第
一
章 

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』を
書
く
ま
で

そ
の
１　
「
夢
」
の
抑
圧

「
夢
」
の
抑
圧
と
神
経
衰
弱

　

人
は
思
春
期
の
最
も
多
感
な
時
に
、
自
分
の
「
夢
」
を
夢
見
る
も
の
で
あ
る
。
漱
石
も
十
五
歳
の
頃
に
「
文
学
を

や
り
た
い
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
っ
た
。
漢
文
や
小
説
を
書
い
て
身
を
立
て
た
い
、
と
い
う
「
夢
」
で
あ
る
。
た
だ

し
多
く
の
人
が
、
た
い
て
い
は
自
分
の
「
夢
」
を
周
囲
の
人
々
に
支
え
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
よ

う
に
、
漱
石
の
「
夢
」
も
、
一
度
は
も
ろ
く
も
打
ち
砕
か
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
最
も
慕
っ
て
い
た
長
兄
（
一
番
上
の
兄

／
大
助
）
に
相
談
す
る
と
、「
文
学
は
職
業
に
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
、
む
し
ろ
漱
石
は
叱
ら
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。

　

こ
こ
で
一
度
、
漱
石
の
「
文
学
へ
の
夢
」
は
深
層
に
押
し
込
め
ら
れ
、
表
面
上
は
断
念
し
た
か
の
よ
う
に
な

る
。
い
わ
ば
「
夢
の
抑
圧
」
だ
っ
た
。
そ
の
上
、
進
学
上
の
問
題
も
あ
り
、
幼
年
期
か
ら
好
き
で
打
ち
込
ん
だ
漢

文
を
十
六
歳
（
今
後
も
、
断
り
が
な
い
限
り
は
満
年
齢
）
で
断
念
。
か
わ
り
に
本
当
は
大
嫌
い
だ
っ
た
英
語
を
学
び
始


