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勉

一
生
命
科
学
者
で
あ
る
柳
澤
桂
子
に
は
、『
卵
が
私
に
な
る
ま
で
』（
平
５
、

新
潮
社
）
や
『
二
重
ら
せ
ん
の
私
』（
平
７
、
早
川
書
房
）
な
ど
専
門
の

生
命
科
学
に
ま
つ
わ
る
著
書
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
柳
澤
の
短
歌
は
余
技

と
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る注

１

。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
柳
澤
に
つ
い
て
の

先
行
研
究
は
皆
無
に
等
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
歌
は
独
自
の
世
界
を
切
り

拓
い
て
い
る
こ
と
を
本
稿
で
は
明
ら
か
に
し
た
い
。

柳
澤
の
短
歌
に
つ
い
て
、
拙
稿
「
柳
澤
桂
子
論
」（「
国
語
国
文
学
研

究
」
37
、
平
14
・
２
）
で
既
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
に
追
加
・

修
正
し
て
『
文
学
と
遺
伝
子
』（
平
17
・
11
、
お
う
ふ
う
）
に
収
録
し
た
。

そ
こ
で
は
主
に
歌
集
『
冬
樹
々
の
い
の
ち
』（
平
10
、
草
思
社
）
と
『
い

の
ち
の
声
』（
平
14
、
河
出
書
房
新
社
）
に
つ
い
て
分
析
し
た
。
本
稿
で

は
拙
著
以
降
の
柳
澤
の
短
歌
に
つ
い
て
、
歌
集
『
萩
』（
平
19
、
角
川
書
店
）

と
『
四
季
』（
平
24
、
角
川
書
店
）
を
中
心
に
、
生
命
科
学
的
な
視
点
か

ら
考
察
す
る
。
ま
た
、
先
行
歌
集
か
ら
の
歌
風
の
変
化
や
そ
の
評
価
に
つ

い
て
も
見
て
い
き
た
い
。

柳
澤
は
原
因
不
明
の
病
に
倒
れ
て
以
降
、「
短
歌
を
作
る
こ
と
が
支
え

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
四
季
の
移
り
変
わ
り
や
一
日
の
時
間
の
流
れ
を
、

敏
感
に
感
じ
と
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
草
花
の
美
し
さ
、
鳥
の
姿
や
月

の
動
き
を
、
前
よ
り
も
細
や
か
に
眺
め
て
、
冬
の
裸は

だ
か
ぎ木
や
、
土
が
し
ん
と

冷
え
て
い
る
情
景
を
短
歌
に
す
る
こ
と
は
慰
め
で
し
た
」（『
日
本
人
へ
の

祈
り
』
平
20
、
角
川
春
樹
事
務
所
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
柳
澤

の
短
歌
の
特
質
や
意
義
に
つ
い
て
、
現
代
短
歌
の
中
で
の
位
置
づ
け
な
ど

も
視
野
に
入
れ
な
が
ら
言
及
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
現
代
を
人
文
科
学
の
言
説
よ
り
も
、
生
命
科
学
な
ど
の
自

然
科
学
の
言
説
が
優
先
さ
れ
る
時
代
と
捉
え
て
も
、
あ
な
が
ち
誤
り
と
は

言
え
ま
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
伝
統
的
な
叙
情
に
よ
る
短
歌
は
、

ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
も
改
め
て
検
証
し
た
い
。
そ
こ
で
は
ポ
エ

ジ
ー
と
し
て
導
入
さ
れ
た
生
命
科
学
の
知
見
が
、
硬
質
の
叙
情
と
し
て
ど

の
よ
う
に
表
出
さ
れ
機
能
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
も
見
え
て
く
る
は
ず

で
あ
る
。

二

　

ま
ず
『
萩
』
に
つ
い
て
読
解
を
試
み
た
い
。
生
命
科
学
的
な
視
点
か
ら

の
分
析
だ
け
で
な
く
、
歌
集
と
し
て
の
評
価
に
も
言
及
し
た
い
。
な
お
、
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『
萩
』
に
収
録
さ
れ
た
歌
に
は
、
既
発
行
の
歌
画
集
『
冬
樹
々
の
い
の
ち
』

に
収
録
さ
れ
た
歌
も
含
ま
れ
て
い
る注

２

の
で
、
考
察
の
際
に
は
既
に
言
及
し

た
こ
と
の
あ
る
そ
れ
ら
の
歌
に
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

　
　

右
脳
だ
け
眠
り
し
夜
の
朝
ぼ
ら
け
痺
れ
が
残
る
左
の
脳
に

　
　

マ
ン
モ
ス
の
牙
の
ご
と
く
に
伸
び
て
い
く
科
学
技
術
が
人
を
滅
ぼ
す

　
　

蔓つ
る

だ
け
を
岩
に
這
わ
せ
る
細
き
蔦つ

た

春
に
芽
吹
く
は
神
と
の
契
り

　
　

群
れ
て
く
る
雀
も
我
と
同
世
代
縁え

に
しを

思
い
庭
に
飯
ま
く

死
細
胞
を
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
が
貪

ど
ん
し
ょ
く

食
す
脳
は
じ
わ
じ
わ
死
に
て
ゆ
く

な
り

一
首
目
で
は
、
空
間
的
・
音
楽
的
認
知
を
つ
か
さ
ど
る
右
脳
だ
け
眠
っ

た
た
め
に
、
言
語
的
・
分
析
的
・
逐
次
的
情
報
処
理
を
つ
か
さ
ど
る
左
脳

に
疲
れ
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
脳
の
疲
れ
に
つ
い
て
、
部
位

を
挙
げ
て
解
析
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る注

３

。
二
首
目
で
は
、
果
て

し
な
く
科
学
技
術
の
進
展
を
求
め
る
姿
を
、
マ
ン
モ
ス
の
牙
と
い
う
巧
み

な
比
喩
で
表
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
下
句
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
歌
と
し
て

は
少
し
概
念
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
マ
ン
モ
ス
の
特
徴
は
、
身
体
の
前
方

に
長
く
突
き
出
た
丸
ま
っ
た
牙
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
牙
は

一
生
を
通
し
て
伸
び
続
け
る
。
マ
ン
モ
ス
は
氷
河
期
が
終
り
を
迎
え
る
と

共
に
絶
滅
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ヒ
ト
も
同
様
の
運
命
に
な
り
か
ね

な
い
と
い
う
の
で
あ
る注

４

。
こ
こ
で
言
う
科
学
技
術
と
は
、
柳
澤
が
『
永
遠

の
な
か
に
生
き
る
』（
平
18
、
集
英
社
）
で
述
べ
て
い
る
、「
こ
れ
か
ら
人

間
た
ち
の
前
途
に
大
き
く
立
ち
ふ
さ
が
る
の
は
、
科
学
の
ま
ち
が
っ
た
使

い
方
で
す
。
人
間
の
つ
く
っ
た
ホ
ル
モ
ン
作
用
攪か

く
ら
ん乱

物
質
や
放
射
能
に

よ
っ
て
、
私
た
ち
の
地
球
は
汚
染
さ
れ
、
生
物
が
住
め
な
い
よ
う
な
状
態

に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
念
頭
に
置

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
な
お
、
科
学
技
術
優
先
の
状
況
の
中
で
、
柳
澤
が

ク
オ
リ
テ
ィ
ー
・
オ
ブ
・
ラ
イ
フ
（
Ｑ
・
Ｏ
・
Ｌ
）
を
重
視
し
て
い
る
こ

と
は
、「
肋
骨
の
圧
迫
痛
に
苦
し
み
て
Ｑ
・
Ｏ
・
Ｌ
の
低
き
旬
日
」
に
よ
っ

て
も
窺
え
る
。
生
活
を
物
質
的
な
面
か
ら
量
的
に
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

個
人
の
生
き
甲
斐
や
精
神
的
な
豊
か
さ
を
重
視
し
て
質
的
に
把
握
し
よ
う

と
い
う
の
で
あ
り
、
生
活
の
質
や
生
命
の
質
が
尊
重
さ
れ
て
い
る
。
三
首

目
で
は
、
春
に
な
る
と
自
ず
か
ら
、
岩
に
蔓
を
這
わ
せ
る
と
い
う
蔦
の
姿

を
冷
静
に
捉
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
植
物
が
生
命
活
動
を
始
め
る
と
こ

ろ
に
神
の
摂
理
を
見
て
い
る
。
四
首
目
で
は
、
長
い
生
命
進
化
の
歴
史
の

中
で
、
雀
と
自
分
が
同
じ
時
間
と
空
間
を
共
有
し
て
い
る
縁
を
実
感
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
偶
然
同
じ
時
間
と
空
間
に
生
き
る
こ
と
に
、
神
秘
的
な

つ
な
が
り
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
五
首
目
で
は
、
脳
内
で
細
胞
の
残

骸
が
大
食
細
胞
マ
ク
ロ
フ
ァ
ー
ジ
に
よ
っ
て
消
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
イ

メ
ー
ジ
し
て
お
り
、
脳
細
胞
の
死
を
冷
徹
に
活
写
し
て
い
る
。
専
門
用
語

を
用
い
る
こ
と
で
、
脳
細
胞
の
死
に
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
る
と
共
に
、
普

段
耳
慣
れ
な
い
医
学
用
語
に
よ
り
、
そ
の
無
気
味
さ
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
哺
乳
類
な
り
友
で
あ
る
Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
が
示
す
い
の
ち
の
ま

こ
と

雨
の
中
痩
せ
ゆ
く
羊し

だ歯
の
葉
の
裏
に
胞
子
を
あ
ま
た
身
ご
も
り
て
お
り
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黒
煙
と
熱
湯
の
噴
く
深
海
に
群
れ
る
生
き
物
神
秘
は
深
し

　
　

わ
が
脳

な
ず
き

衰
え
ゆ
く
が
身
に
沁
み
る
紫
陽
花
の
花
乾
き
ゆ
く
ご
と

　
　

今
日
死
ん
だ
我
が
細
胞
を
弔
わ
ん
午
前
零
時
に
針
の
合
う
と
き

一
首
目
で
は
、
サ
ー
ズ
（
重
症
急
性
呼
吸
器
症
候
群
）
の
ウ
イ
ル
ス
と
、

哺
乳
類
で
あ
る
ヒ
ト
は
生
き
物
と
し
て
同
朋
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。

サ
ー
ズ
は
、
サ
ー
ズ
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
い
う
新
種
の
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ

て
引
き
起
こ
さ
れ
る
疾
患
で
あ
り
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
二
〇
〇
三
年
に
か

け
て
世
界
的
に
流
行
し
た
。
サ
ー
ズ
ウ
イ
ル
ス
は
、
動
物
ウ
イ
ル
ス
が
人

間
へ
の
感
染
力
を
獲
得
し
た
も
の
と
み
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
を
「
友
で
あ
る
」
と
捉
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
二
首
目
で
は
、
羊
歯
を
例

に
植
物
の
凋
落
と
生
命
継
承
を
冷
徹
に
捉
え
て
い
る
。
三
首
目
で
は
、
深

海
の
劣
悪
な
環
境
に
も
生
存
す
る
生
物
に
思
い
を
馳
せ
、
生
命
の
神
秘
と

い
う
こ
と
を
思
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
群
れ
る
」
と
い
う
こ
と
で
、
集
団

で
生
息
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
柳
澤
は
『
い
の
ち
と
環
境　

人
類

は
生
き
残
れ
る
か
』
の
中
で
、「
現
在
も
、
温
泉
や
深
海
の
熱
湯
の
な
か

で
暮
ら
す
細
菌
が
見
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
も
っ
と
も
古
い
生
物
の
姿
と

い
え
ま
す
」
と
記
し
て
い
る
。
四
首
目
で
は
、
脳
の
老
化
を
紫
陽
花
の
花

の
枯
れ
る
姿
に
重
ね
て
巧
み
に
捉
え
て
い
る
。
ヒ
ト
の
宿
命
と
は
い
え
、

そ
こ
に
は
や
り
き
れ
な
い
哀
し
み
が
表
出
さ
れ
て
い
る
。
五
首
目
で
は
、

細
胞
は
毎
日
新
陳
代
謝
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
今
日
亡
く
な
っ
た
細
胞

を
弔
い
、
感
謝
の
気
持
ち
を
捧
げ
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
生
き
る
と
い

う
こ
と
が
日
々
の
営
み
と
し
て
、
切
実
に
実
感
さ
れ
表
出
さ
れ
て
い
る
。

朝
焼
け
に
小
さ
な
羽
虫
は
生あ

れ
あ
れ
て
死
へ
の
時
間
を
刻
み
は
じ
め
る

芽
吹
く
も
の
み
な
尖
り
お
り
死
ぬ
と
き
は
丸
き
実
に
な
り
次
代
へ
つ

な
ぐ

空
青
し
結
婚
飛
行
の
雄
蜂
は
交
尾
途
中
で
息
絶
え
る
な
り

け
も
の
な
ら
死
ぬ
で
あ
ろ
う
に
人
ゆ
え
に
医
学
に
よ
り
て
生
き
て
苦

し
む

日
を
増
す
に
い
の
ち
の
張
り
が
ゆ
る
み
ゆ
く
秋
の
終
わ
り
の
植
物
の

さ
ま

一
首
目
で
は
、
誕
生
と
共
に
死
へ
の
時
間
が
刻
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
と

い
う
生
命
の
実
相
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
同
集
に
は
「
生
き
る
と
は
少
し

ず
つ
死
ぬ
こ
と
と
知
る
萩
の
揺
れ
葉
に
舞
う
紋
黄
蝶
」
と
あ
り
、
生
き
る

と
は
死
へ
の
時
間
を
刻
む
こ
と
と
い
う
作
者
の
死
生
観
を
知
る
上
で
参
考

に
な
る
。
二
首
目
で
は
、
尖
っ
た
新
芽
と
丸
い
実
と
を
対
照
し
な
が
ら
、

植
物
の
生
命
継
承
に
つ
い
て
思
っ
て
い
る
。
芽
と
実
の
形
態
に
つ
い
て
の

細
か
な
観
察
が
、
こ
の
歌
で
は
効
果
的
に
活
か
さ
れ
て
い
る
。
三
首
目
で

は
、
受
精
と
共
に
一
生
を
終
え
る
雄
蜂
の
姿
を
活
写
し
て
い
る
。
背
景
が

昼
間
の
青
空
で
あ
る
こ
と
で
、
何
ご
と
も
な
い
か
の
よ
う
な
空
虚
が
か

え
っ
て
際
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
四
首
目
で
は
、
自
然
界
に
お
い
て

は
病
ん
だ
り
老
い
た
り
し
た
獣
は
真
先
に
犠
牲
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
想
像

を
働
か
せ
、
翻
っ
て
医
学
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
る
人
間
の
生
存
に
つ
い
て

問
い
か
け
て
い
る
。
医
学
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
あ
り
が
た

み
と
、
病
の
苦
し
み
に
耐
え
る
辛
さ
の
混
じ
っ
た
心
境
が
吐
露
さ
れ
て
い
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る
。
五
首
目
で
は
、
晩
秋
に
な
り
植
物
の
凋
落
す
る
様
子
が
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
自
然
に
つ
い
て
の
季
節
詠
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
見
つ
め
る

作
者
自
身
の
哀
感
を
滲
ま
せ
て
い
る
。

『
萩
』
で
は
、
ま
さ
に
川
端
康
成
が
説
い
た
よ
う
な
「
末
期
の
眼
」
に

映
し
出
さ
れ
た
こ
の
世
の
実
相
が
、
哀
感
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
る
。

川
端
が
述
べ
た
「
自
然
の
美
し
い
の
は
、
僕
の
末
期
の
眼
に
映
る
か
ら
で

あ
る
」（「
末
期
の
眼
」）
と
い
う
よ
う
な
境
地
に
通
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
こ
の
世
で
見
納
め
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
柳
澤
の
思
い
が
あ
る
た
め

に
、
現
実
の
諸
事
象
の
命
が
危
機
迫
る
も
の
と
し
て
活
写
さ
れ
て
い
る
。

「
私
を
終
わ
ら
す
時
期
が
迫
り
く
る
こ
の
よ
う
に
し
か
生
き
ら
れ
な

か
っ
た
」
や
「
今
ま
で
が
仮
縫
い
な
ら
ば
来
世
は
げ
に
美
し
き
一ひ

と

よ生
を
生

き
ん
」
等
の
歌
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
無
念
と
悔
い
が
切
実
に
表
出
さ
れ
て

い
る
。
一
方
で
、「
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
の
野
に
寝
て
み
た
い
そ
の
次
は
波
打

ち
際
を
歩
い
て
み
た
い
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
生
で
叶
え
ら
れ
な
か
っ
た

願
望
が
素
直
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

「
父
の
膝
に
す
っ
ぽ
り
座
り
朝
刊
の
匂
い
を
か
ぎ
し
幼
日
あ
り
き
」「
空

き
地
に
は
え
の
こ
ろ
ぐ
さ
が
群
れ
て
い
て
缶
蹴
り
を
し
た
あ
の
頃
の
こ

と
」
の
よ
う
な
幼
年
期
を
回
想
し
た
歌
や
「
豊
か
な
る
乳
を
飲
ま
せ
し
日

も
あ
り
き
春
は
ふ
た
た
び
巡
ら
ぬ
も
の
を
」
の
よ
う
な
若
い
頃
を
回
想
し

た
歌
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
走
馬
燈
の
よ
う
に
一
生
を
振
り
返
る

視
点
が
効
果
的
に
働
い
て
い
る
。

「
海
の
上
に
月
が
ち
っ
と
も
出
な
い
の
で
鯨
の
子
供
夜
ご
と
に
ぐ
ず
る
」

の
よ
う
に
、
メ
ル
ヘ
ン
の
傾
向
を
帯
び
る
歌
が
見
ら
れ
る
の
も
特
質
と
し

て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
命
は
海
か
ら
進
化
し
て
き
た
が
、
そ
の
よ

う
な
生
命
の
故
郷
で
あ
る
海
へ
の
遥
か
な
思
い
も
あ
る
。
そ
れ
は
「
岩
棚

に
休
ん
で
い
る
か
沖
鯨
嵐
の
夜
は
歌
を
歌
う
な
」
や
「
眠
れ
ず
に
ピ
ア
ノ

ソ
ナ
タ
を
聴
い
て
い
る
海
で
は
鯱

し
ゃ
ち

が
た
く
さ
ん
死
ん
だ
」
と
い
う
よ
う
な

歌
に
も
窺
え
る
。

な
お
、
生
命
の
実
相
を
凝
視
す
る
際
に
冴
え
を
見
せ
る
の
に
対
し
て
、

政
治
的
な
も
の
を
取
り
込
ん
だ
際
に
は
凝
視
や
熟
考
に
欠
け
る
。
そ
れ
は

例
え
ば
、「
我
々
が
誇
り
に
し
て
い
た
憲
法
の
不
戦
の
誓
い
は
幻
想
だ
っ

た
か
」
や
「
ぐ
ら
ぐ
ら
と
平
和
憲
法
揺
さ
ぶ
ら
る
我
々
は
夢
を
見
て
い
た

だ
け
な
の
か
」
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。
分
か
り
易
く
は
あ
っ
て
も
、
平

板
で
あ
り
鋭
い
問
題
意
識
が
効
果
的
に
表
出
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま

い
。
い
わ
ゆ
る
時
事
問
題
に
触
発
さ
れ
た
短
歌
に
は
、
思
い
つ
き
の
レ
ベ

ル
以
上
の
深
み
や
ひ
ね
り
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
憲
法
改
正
と
な
れ
ば
、
戦

争
に
よ
っ
て
命
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
だ
が
、
歌
自
体
は
通
り
一
遍
で
社
会
通
念
を
な
ぞ
っ
た
に
過
ぎ
ず
、

イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
の
で
あ
る
。

表
題
を
「
萩
」
と
付
け
た
の
は
、「
雨
も
よ
い
障
子
を
繰
れ
ば
白
萩
が

こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
に
枝
に
盛
ら
る
る
」
や
「
雨
を
含
み
地
に
届
き
た
る
萩
の

枝え

は
こ
ぼ
れ
る
ほ
ど
の
光
を
養
う
」
等
の
萩
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
こ
と
に

因
る
だ
ろ
う
。
秋
の
七
草
の
一
つ
で
、
ひ
っ
そ
り
と
紅
紫
色
に
咲
く
と
こ

ろ
に
引
か
れ
た
の
だ
ろ
う
し
、
鹿
鳴
草
・
風
聞
草
・
月
見
草
・
庭
見
草
な
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ど
の
異
称
に
ふ
さ
わ
し
い
た
た
ず
ま
い
を
持
つ
と
こ
ろ
に
引
か
れ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
、「
野
の
花
の
よ
う
に
端
然
と
、
地
に
足
を
つ
け
て
生
き

ら
れ
る
境
地
」（『
日
本
人
へ
の
祈
り
』）
へ
の
願
望
の
投
影
と
言
い
換
え

る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

三

　

次
に
『
四
季
』
の
中
で
、
生
命
科
学
的
な
視
点
か
ら
詠
ま
れ
た
歌
に
つ

い
て
見
て
い
く
。
ま
た
歌
集
と
し
て
の
内
容
や
評
価
に
も
言
及
し
た
い
。

『
四
季
』
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

芋
虫
が
造
ら
れ
る
の
と
お
ん
な
じ
に
脳

な
ず
き

が
で
き
る
い
の
ち
の
不
思
議

飼
い
犬
の
遺
骸
を
埋
め
し
そ
の
上
に
実
生
の
椿
が
育
ち
は
じ
め
る

死
し
て
ま
た
何
か
に
生
ま
れ
か
わ
る
わ
が
分
子
輪
廻
転
生
宇
宙
は
深
し

分
子
生
物
学
は
終
わ
っ
た
と
い
う
息
子
に
い
の
ち
を
い
か
に
語
ら
ん

ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
の
花
叢
が
孕
み
し
し
じ
み
蝶
生
ま
れ
て
空
に
吸
わ
れ

ゆ
き
た
り

一
首
目
で
は
、
思
考
す
る
脳
が
、
蝶
や
蛾
の
幼
虫
で
あ
る
芋
虫
と
同
様

の
細
胞
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
生
命
の
不
思
議
を
見
て
い
る
。
そ

こ
か
ら
思
考
す
る
脳
を
持
ち
、
知
性
的
な
存
在
で
あ
る
ヒ
ト
と
は
ど
の

よ
う
な
生
き
物
な
の
か
と
い
う
問
い
か
け
に
及
ん
で
い
る
。
二
首
目
で

は
、
犬
の
死
骸
の
養
分
を
吸
収
し
て
ま
る
で
椿
が
育
っ
て
い
る
か
の
よ
う

な
こ
と
を
想
起
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
梶
井
基
次
郎
の
「
桜
の
樹
の

下
に
は
」
に
描
か
れ
た
、
桜
が
樹
の
下
の
死
体
の
養
分
を
吸
収
す
る
の
と

同
様
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
さ
れ
て
い
る
。
死
と
生
、
醜
と
美
、
動
物
と
植

物
が
効
果
的
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。「
実
生
の
」
と
い
う
こ
と
で
種
子
か

ら
芽
を
出
し
て
生
長
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
転
生
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
。
椿
は
栄
養
分
を
吸
収
す
る
こ
と
で
生
命
活
動
を
継
続
し
て

お
り
、
生
と
死
が
循
環
し
て
い
る
こ
と
も
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
定
着
し
て
い

る
。
三
首
目
で
は
、
分
子
の
レ
ベ
ル
で
生
命
の
転
生
を
捉
え
て
い
る
。
こ

れ
は
柳
澤
が
『
生
き
て
死
ぬ
智
慧
』（
平
16
、
小
学
館
）
の
中
で
、
般
若

心
経
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に
重
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
色
即
是
空

／
空
即
是
色
」
と
い
う
仏
教
の
教
え
は
、
現
代
の
分
子
生
物
学
が
解
明
し

た
こ
と
に
通
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
存
在
自
体
で
あ
る
「
色
」
と
は
、
分

子
の
集
合
体
に
す
ぎ
な
い
か
ら
「
空
」
で
あ
り
、「
空
」
も
ま
た
分
子
の

レ
ベ
ル
で
捉
え
る
と
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
色
」
で
あ
る
と
い

う
捉
え
方
で
あ
る
。
結
句
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
柳
澤
は
分
子
と
い
う
目

に
見
え
な
い
も
の
に
関
心
を
覚
え
る
一
方
で
、
す
べ
て
が
存
在
す
る
宇
宙

と
い
う
空
間
へ
の
強
い
関
心
も
あ
る
。
四
首
目
で
は
、
息
子
が
何
を
も
っ

て
「
分
子
生
物
学
は
終
わ
っ
た
」
と
述
べ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、

そ
の
よ
う
な
我
が
子
に
生
命
の
大
切
さ
を
説
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

息
子
は
ゲ
ノ
ム
研
究
な
ど
で
細
分
化
し
過
ぎ
た
分
子
生
物
学
の
問
題
点
を

指
摘
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
柳
澤
は
生
命
そ
の
も
の
の
研
究
に
つ
な

が
る
と
い
う
原
点
を
伝
え
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
特
定
の
化
学
分
子
の
単
独

あ
る
い
は
相
互
作
用
に
よ
る
生
命
現
象
の
解
明
は
、
今
後
と
も
発
展
・
進
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歩
す
る
だ
ろ
う
が
、「
い
の
ち
」
と
呼
ば
れ
る
観
念
の
説
明
に
つ
い
て
は
、

恐
ら
く
現
在
と
同
様
な
ジ
レ
ン
マ
が
続
く
だ
ろ
う
。
文
理
融
合
し
た
総
合

的
帰
結
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
い
か
に
語
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
柳
澤
は
ま
さ
に
過
渡
期
ゆ
え
の
ジ
レ
ン
マ
を
感
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
五
首
目
で
は
、
母
胎
で
あ
る
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
畑
で
、
し
じ
み
蝶
が

卵
か
ら
蛹
を
経
て
成
虫
に
至
る
ま
で
を
描
い
て
い
る
。
一
方
で
こ
の
歌
に

つ
い
て
は
、
ラ
ヴ
ェ
ン
ダ
ー
の
花
か
ら
出
て
来
た
し
じ
み
蝶
を
、
ま
る
で

花
か
ら
転
生
し
た
か
の
よ
う
に
捉
え
た
と
読
む
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ

は
動
物
も
植
物
も
ど
ち
ら
も
分
子
レ
ベ
ル
で
同
じ
も
の
と
見
て
、
メ
ル
ヘ

ン
と
し
て
少
し
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
に
捉
え
た
場
合
で
あ
る
。
作
者
の
資
質
か

ら
、
前
者
と
捉
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
な
お
、
花
は
虫
に
蜜
を
与
え
、

虫
は
花
を
受
粉
さ
せ
る
と
い
う
生
き
物
同
士
の
共
生
の
戦
略
を
作
者
は

知
っ
て
は
い
て
も
、
そ
れ
は
リ
ア
ル
す
ぎ
る
の
で
こ
の
歌
で
は
言
及
し
て

い
な
い
。

今
日
一
日
ゆ
る
さ
れ
て
あ
る
こ
の
星
に
沈
丁
と
木
瓜
が
咲
き
か
け
て

お
り

寂
し
さ
は
古
き
脳
か
ら
出
ず
る
こ
と
思
え
ば
小
鳥
も
犬
も
寂
し
か
ら
ん

花
び
ら
が
ひ
と
ひ
ら
ひ
と
ひ
ら
地
に
還
る
梅
は
吹
か
れ
て
実
り
に
入
る

植
物
に
脳

な
ず
き

な
き
こ
と
思
い
つ
つ
ロ
シ
ア
ン
・
ジ
ェ
イ
ド
を
静
か
に
綴
る

庭
に
き
て
三
羽
の
雀
が
米
を
喰
む
物
食
う
こ
と
は
悲
し
き
こ
と
な
り

一
首
目
で
は
、
植
物
が
花
を
つ
け
る
と
こ
ろ
に
あ
り
が
た
み
を
覚
え
て

お
り
、
そ
こ
に
は
「
今
日
一
日
ゆ
る
さ
れ
て
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
研
ぎ

澄
ま
さ
れ
た
病
者
の
感
性
が
透
け
て
見
え
る
。
ヒ
ト
と
し
て
辛
う
じ
て
生

き
て
い
る
作
者
は
、
花
を
付
け
子
孫
を
残
そ
う
と
す
る
眼
前
の
植
物
を
見

て
い
る
が
、
束
の
間
の
生
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
同
じ
で
あ
り
、
そ

こ
に
主
体
と
客
体
と
の
不
思
議
な
混
交
が
意
図
さ
れ
て
い
る
。
生
き
て
在

る
こ
と
へ
の
慈
し
み
に
満
ち
た
歌
で
あ
り
、
作
者
の
至
り
つ
い
た
境
地
を

窺
う
に
足
る
一
首
で
あ
る
。
地
球
を
「
こ
の
星
」
と
客
観
化
し
て
捉
え
て

い
る
と
こ
ろ
も
独
自
で
あ
る
。
二
首
目
で
は
、
寂
し
い
と
い
う
感
情
は
本

能
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
知
性
を
持
た
な
い
小
鳥
も
犬
も
本
能
だ
け

で
生
き
て
い
る
の
で
寂
し
い
だ
ろ
う
と
思
い
を
馳
せ
て
い
る
。
三
首
目
で

は
、
梅
が
花
を
咲
か
せ
実
を
つ
け
て
子
孫
を
残
す
と
い
う
植
物
の
生
命
活

動
を
描
い
て
い
る
。
二
句
で
「
ひ
と
ひ
ら
ひ
と
ひ
ら
」
と
平
仮
名
で
繰
り

返
し
て
表
記
す
る
こ
と
で
、
一
枚
ご
と
に
花
の
散
る
さ
ま
を
描
き
出
し
て

い
る
。
四
首
目
の
「
ロ
シ
ア
ン
・
ジ
ェ
イ
ド
」
と
は
ロ
シ
ア
で
産
出
さ
れ

た
翡
翠
の
こ
と
だ
が
、
豆
の
よ
う
に
濃
く
深
い
緑
色
を
し
て
い
る
。
植
物

と
同
じ
緑
色
を
し
て
い
る
こ
と
も
、
植
物
の
脳
へ
の
連
想
と
し
て
働
い
た

だ
ろ
う
。
な
お
、
パ
ワ
ー
ス
ト
ー
ン
と
し
て
も
知
ら
れ
て
お
り
、
心
身
の

不
調
を
緩
和
し
癒
し
て
く
れ
な
が
ら
仕
事
へ
の
取
り
組
み
を
手
助
け
し
て

く
れ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
同
集
に
は
「
夜
の
庭
で
樹
は
黒
く
な
り
知

恵
を
つ
け
私
の
夢
を
の
ぞ
き
見
な
い
か
」
と
い
う
歌
も
あ
る
。
植
物
に
脳

は
な
く
て
も
、
意
識
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
、
作
者
の
根

底
に
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
五
首
目
で
は
、
物
を
食
べ
る
雀
の
姿
に
あ
ら

ゆ
る
生
き
物
の
哀
し
み
を
投
影
さ
せ
て
い
る
。
雀
の
姿
を
捉
え
な
が
ら
自



〔 7 〕

柳澤桂子論Ⅱ

分
自
身
を
含
め
た
ヒ
ト
の
こ
と
も
描
き
出
し
て
お
り
、
主
客
融
合
し
た
光

景
と
言
え
る
。

地
球
上
に
い
く
つ
の
目
玉
が
あ
る
の
だ
ろ
う
ヒ
ト
の
目
ム
シ
の
目
プ

ラ
ナ
リ
ア
の
目

も
ろ
も
ろ
の
生
き
物
た
ち
と
隔
て
た
り
囲
い
の
中
に
住
む
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス

幾
十
年
と
も
に
暮
ら
せ
ば
木
と
わ
れ
は
言
葉
な
く
と
も
互
に
わ
か
る

生
物
が
三
〇
〇
〇
万
種
い
る
と
い
う
地
球
の
上
で
私
も
一
種

海あ
ざ
ら
し豹
の
胎
児
に
瞳
が
で
き
る
こ
ろ
海
よ
静
か
に
さ
ら
さ
ら
歌
え

一
首
目
で
は
、
生
き
物
の
目
の
違
い
に
焦
点
を
当
て
て
お
り
、
ヒ
ト
の

目
と
対
比
す
る
た
め
に
、
複
眼
で
あ
る
昆
虫
の
目
を
挙
げ
て
い
る
。
同
集

に
は
「
蜻と

ん

ぼ蛉
に
は
私
が
ど
ん
な
に
見
え
る
の
か
覗
い
て
み
た
い
複
眼
の
な

か
」
と
い
う
歌
も
あ
り
、
蜻
蛉
の
眼
に
自
分
が
ど
の
よ
う
に
映
っ
て
い
る

の
か
と
い
う
こ
と
へ
の
関
心
が
窺
え
る
。
結
句
で
扁
形
動
物
の
プ
ラ
ナ
リ

ア
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
再
生
動
物
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
目

は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
関
心
に
依
る
だ
ろ
う
。
再
生
の
実
験
材

料
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
た
め
、
目
の
再
生
と
い
う
よ
う
な
こ
と

も
興
味
を
引
い
た
要
因
と
思
わ
れ
る
。
因
み
に
、
普
通
の
生
き
物
は
進
行

方
向
に
目
が
付
い
て
い
る
が
、
暗
所
を
好
む
プ
ラ
ナ
リ
ア
で
は
、
目
は
光

の
方
向
を
感
じ
る
た
め
の
器
官
な
の
で
頭
の
て
っ
ぺ
ん
に
寄
り
目
で
付
い

て
い
る
。
二
首
目
に
は
、
他
の
生
き
物
と
分
け
隔
て
て
閉
鎖
さ
れ
た
空
間

に
棲
む
ヒ
ト
と
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
生
き
物
な
の
か
と
い
う
問
い
か

け
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
明
社
会
を
生
き
る
私
達
の
幸
福
観
に
対
す
る
鋭

い
問
い
か
け
で
あ
る
。
現
代
人
と
か
人
間
と
か
言
わ
ず
に
、「
ホ
モ
・
サ

ピ
エ
ン
ス
」
と
記
し
た
と
こ
ろ
に
、
進
化
の
歴
史
を
経
て
き
た
人
類
た
ち

と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
危
険
か
ら
隔
離
さ
れ
、
安
全
で
快

適
な
空
間
に
棲
む
現
代
人
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
客
観
的
に
描
写
し
て
い

る
。
三
首
目
で
は
、
木
と
何
十
年
と
一
緒
に
暮
ら
し
て
来
た
の
で
以
心
伝

心
の
よ
う
に
お
互
い
に
理
解
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
四
季
折
々
の
微

妙
な
気
候
の
変
化
に
添
っ
て
共
に
生
き
て
来
た
の
で
、
お
互
い
に
分
か
り

合
え
る
よ
う
な
気
が
す
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
四
首
目
で
は
、
ヒ
ト
は

地
上
の
三
千
万
種
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
思
い
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
、
三
千
万
分
の
一
と
い
う
具
体
的
な
数
値
を
あ
げ
て
、
ヒ
ト
と

い
う
生
き
物
の
傲
慢
さ
を
戒
め
る
謙
虚
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
五
首
目

で
は
、
海
棲
哺
乳
類
で
あ
る
海
豹
の
胎
児
の
成
長
を
願
い
、
海
に
平
穏
で

あ
っ
て
ほ
し
い
と
祈
っ
て
い
る
。
海
が
穏
や
か
な
ま
ま
、「
海
豹
の
胎
児
」

を
守
る
よ
う
に
願
っ
て
い
る
。
三
句
で
切
れ
て
「
海
よ
静
か
に
」
と
強
調

し
、「
さ
ら
さ
ら
歌
え
」
と
続
く
措
辞
は
巧
み
で
あ
る
。
現
実
の
目
に
見

え
る
世
界
よ
り
も
、
そ
の
彼
方
に
あ
る
も
う
一
つ
の
真
実
の
世
界
を
、
知

性
と
感
覚
と
想
像
力
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
佳
作
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

胎
児
に
つ
い
て
は
、
作
者
の
脳
裏
に
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
「
個
体
発
生
は
系
統

発
生
を
繰
り
返
す
」
と
い
う
よ
う
な
、
魚
類
か
ら
哺
乳
類
に
至
る
ま
で
の

生
命
進
化
の
歴
史
も
連
想
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る注

５

。
生
命
の
起
源
と
し

て
の
海
は
、
生
命
を
育
む
母
胎
で
も
あ
る
。
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こ
の
歌
集
に
は
、「
半
生
を
病
み
過
ぎ
し
こ
と
は
は
か
な
く
て
な
せ
ざ
り

し
こ
と
の
し
き
り
思
わ
る
」
と
い
う
よ
う
な
病
気
ゆ
え
の
悔
い
が
根
底
に

一
貫
し
て
あ
る
。「
来
世
も
寂
し
く
咲
か
ん
ゆ
き
の
し
た
わ
が
今
生
の
あ
り

し
ご
と
く
に
」
と
い
う
歌
も
あ
り
、
ひ
っ
そ
り
と
生
き
た
現
世
の
在
り
よ

う
と
多
年
草
「
ゆ
き
の
し
た
」
と
を
重
ね
て
捉
え
た
境
涯
詠
と
し
て
も
示

さ
れ
て
い
る
。「
わ
が
今
生
」
と
い
う
自
己
規
定
に
衒
い
や
嫌
味
が
感
じ
ら

れ
な
い
の
は
、
作
者
の
実
感
が
素
直
に
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
依
る
だ

ろ
う
。
因
み
に
、「
雪
の
下
」
は
湿
っ
た
所
に
生
え
て
夏
に
白
い
花
を
つ
け

る
地
味
な
花
で
あ
り
、
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
た
心
境
に
合
致
し
て
い
る
。

　

一
方
で
、「
工
夫
ら
の
帰
り
し
の
ち
の
ク
レ
ー
ン
車
夜
中
に
き
っ
と
恐

竜
に
な
る
」
や
「
虫
た
ち
に
メ
ー
ル
を
打
と
う
『
い
つ
ま
で
も
眠
り
続
け

よ
、
い
の
ち
は
辛
い
』」
の
よ
う
に
、
メ
ル
ヘ
ン
と
も
思
え
る
自
在
な
境

地
を
詠
ん
だ
歌
も
あ
る
。
辛
い
病
床
に
あ
っ
て
、
心
を
自
在
に
遊
ば
せ
る

こ
と
も
、
苦
を
沈
め
生
き
延
び
る
た
め
の
術
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
歌
に
反

映
し
、
効
果
的
に
働
い
て
い
る
。

　

歌
集
『
四
季
』
は
、「
秋
」「
冬
」「
春
」「
夏
」「
雑
」
の
五
章
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
に
「
秋
」
を
置
い
た
の
は
、
植
物
の
紅
葉
や
落
葉

な
ど
滅
び
の
美
へ
の
関
心
か
ら
だ
ろ
う
。
冬
の
厳
し
さ
か
ら
春
を
迎
え
る

喜
び
、
そ
し
て
生
命
の
絶
頂
期
で
あ
る
夏
へ
と
展
開
し
て
い
る
。
四
季
の

中
で
も
、
凛
と
し
た
冬
の
光
景
を
詠
ん
だ
も
の
に
秀
歌
が
多
い
。『
四
季
』

に
は
表
題
の
通
り
、
二
十
四
節
気
の
「
寒
露
」「
冬
至
」「
小
寒
」「
大
寒
」

な
ど
も
歌
言
葉
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る注

６

。
そ
こ
に
は
、
季
節
の
推
移

に
敏
感
な
作
者
の
感
性
が
窺
え
る
。
一
日
一
日
を
祈
る
よ
う
に
生
き
続
け

る
作
者
に
と
っ
て
、
周
り
の
自
然
風
景
の
推
移
は
か
け
が
え
の
な
い
貴
重

な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

集
中
に
「
今
生
に
最
後
の
本
を
書
き
終
え
て
生
の
終
わ
り
を
潤
み
て
見

つ
む
」
と
あ
る
。
ま
た
、「
あ
と
が
き
」
に
も
「
私
は
『
音
』（
歌
誌―

引

用
者
注
）
に
属
し
て
い
て
毎
月
十
首
を
投
稿
す
る
き
ま
り
が
あ
る
。
そ
の

締
め
切
り
に
束
縛
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
何
も
束
縛
の
な
い
人
生
。
私
の

大
好
き
な
オ
ペ
ラ
や
室
内
楽
を
聴
き
、
本
を
読
む
だ
け
に
浸
っ
て
生
き
る

こ
と
は
二
度
と
で
き
な
い
こ
と
」
で
中
途
半
端
は
好
ま
な
い
と
記
し
て
い

る
の
で
、
も
は
や
こ
の
『
四
季
』
が
最
後
の
歌
集
と
な
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
れ
は
読
者
と
し
て
は
辛
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
作
者
の
一
生
に
関

わ
る
こ
と
な
の
で
難
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
も
し
本
当

に
『
四
季
』
が
「
最
後
の
本
」
と
な
る
の
な
ら
、
文
筆
家
と
し
て
の
潔
さ

に
感
服
す
る
反
面
、
こ
れ
ま
で
蓄
積
し
て
き
た
歌
人
と
し
て
の
覚
悟
や
技

量
を
今
後
も
粘
り
強
く
継
続
し
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
も
根
強
く
あ
る
。

四

　

柳
澤
の
短
歌
に
は
、
難
解
な
思
想
や
表
現
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
自
己
の
思
い
を
直
截
に
平
明
に
表
し
た
言
葉
が

綴
ら
れ
て
い
る
。
柳
澤
の
短
歌
は
あ
く
ま
で
自
己
に
こ
だ
わ
る
た
め
に
、

写
実
的
な
短
歌
と
同
様
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
し
て
い
る
。
自
己
の
体
験
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や
見
聞
に
こ
だ
わ
る
ゆ
え
の
強
み
で
あ
り
、
そ
の
視
点
か
ら
現
実
を
認
識

す
る
強
み
で
あ
る
。
写
実
的
な
短
歌
は
あ
く
ま
で
個
人
の
体
験
に
固
執
す

る
と
こ
ろ
に
特
質
が
あ
る
が
、
柳
澤
は
個
人
の
体
験
に
こ
だ
わ
り
な
が

ら
、
一
方
で
生
命
科
学
的
な
視
点
か
ら
ヒ
ト
と
い
う
種
の
特
質
を
捉
え
る

た
め
に
、
鳥
瞰
的
立
場
か
ら
自
己
の
見
聞
を
相
対
化
し
得
て
い
る
。
生
命

科
学
の
知
見
を
踏
ま
え
て
い
る
た
め
に
、
生
命
と
は
何
か
、
死
と
は
何
か

と
い
う
問
い
か
け
が
常
に
あ
り
、
そ
の
歌
は
形
而
上
的
な
性
質
を
帯
び
た

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、
柳
澤
作
品
の
特
質
が
あ

る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
斎
藤
茂
吉
が
「
短
歌
に
於
け
る
写
生
の
説
」
で
述

べ
た
「
実
相
に
観
入
し
て
自
然
・
自
己
一
元
の
生
を
写
す
」
と
い
う
境
地

に
通
う
と
言
え
る
。
茂
吉
に
と
っ
て
短
歌
は
ま
さ
し
く
「
い
の
ち
の
あ
ら

は
れ
」
で
あ
っ
た
と
同
様
に
、
柳
澤
に
と
っ
て
も
「
い
の
ち
」
は
最
も
重

要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
生
命
に
つ
い
て
の
徹
底
し
た
リ
ア
リ
ズ

ム
で
両
者
は
共
通
し
て
い
な
が
ら
、
認
識
の
背
後
に
茂
吉
に
は
精
神
医
学

が
あ
り
、
柳
澤
に
は
生
命
科
学
が
あ
る
。

　

柳
澤
は
闘
病
を
宿
命
と
し
て
受
け
容
れ
て
い
る
た
め
、
歌
に
は
悲
哀
と

諦
観
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
眼
は
い
さ
さ
か
も
曇
ら
さ
れ

て
は
お
ら
ず
、
冷
徹
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
人
間
を
含
め
た
生
き
物
の
生
存
の

実
相
を
活
写
し
て
い
る
。

　

柳
澤
に
と
っ
て
四
季
折
々
の
植
物
や
動
物
の
生
命
活
動
は
、
ま
さ
に
人

と
同
じ
遺
伝
子
か
ら
成
る
同
朋
と
い
う
視
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
命
へ
の
賛
歌
や
哀
切
な
無
常
感
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
無
常
と
い
っ
て
も
、
分
子
の
レ
ベ
ル
で
捉
え
て
い
る
た
め
形
態
が
変

わ
る
に
す
ぎ
ず
、
生
命
現
象
は
継
承
さ
れ
る
と
達
観
し
て
捉
え
て
い
る
と

こ
ろ
も
あ
る
。

　

『
萩
』
に
も
『
四
季
』
に
も
、
白
を
素
材
と
し
た
歌
が
多
い
。
例
え
ば
、

「
今
生
は
病
む
身
に
耐
え
て
生
き
抜
こ
う
後
生
は
白
い
椿
に
な
り
た
い
」

（『
萩
』）
や
「
ま
っ
白
い
手
ま
り
の
よ
う
な
紫
陽
花
を
生
き
た
れ
ば
こ
そ

愛
で
つ
と
思
う
」（『
四
季
』）
等
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
。
柳
澤
に
と
っ

て
「
白
」
は
、
癒
や
し
と
し
て
救
済
と
し
て
の
色
で
あ
る
と
思
わ
れ
る注

７

。

ま
た
、「
生
き
物
」
で
は
「
蝉
」
を
素
材
と
し
た
歌
が
多
い
。
夏
の
炎
天

下
に
短
い
命
を
燃
焼
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
命
の
実
相
を
見
る
思
い
が

反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
先
行
歌
集
の
『
冬
樹
々
の
い
の
ち
』
に
は
、

し
ろ
じ
ろ
と
池
の
面も

に
敷
く
花は

な

筏
い
か
だ

風
の
寄
す
れ
ば
淡
く
色
づ
く

捕
ら
え
ら
れ
食
わ
れ
る
蝉
の
声
や
み
て
ハ
イ
ビ
ス
カ
ス
は
燃
え
盛
る

な
り

生
き
る
と
い
う
悲
し
い
こ
と
を
我
は
す
る
草
木
も
虫
も
鳥
も
す
る
な
り

と
い
う
よ
う
な
秀
歌
が
あ
っ
た
。
ま
た
『
い
の
ち
の
声
』
に
も
、

う
ぐ
い
す
の
初
音
し
た
た
る
こ
の
星
に
許
さ
れ
て
在
り
こ
の
春
も
ま
た

川
底
の
魚
の
卵
に
ふ
た
つ
ず
つ
眼
の
育
ち
ゆ
く
春
に
な
り
た
り

大
空
の
縮
み
ゆ
く
ほ
ど
寒
い
日
は
火
を
燃
や
そ
う
よ
ホ
モ
・
サ
ピ
エ

ン
ス

と
い
う
よ
う
な
秀
歌
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
繊
細
な
感
性
で
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生
命
の
実
相
を
冷
徹
に
捉
え
て
い
る
。
生
命
に
つ
い
て
の
写
実
と
そ
れ
を

歌
と
し
て
象
徴
さ
せ
る
こ
と
が
、
極
め
て
高
い
レ
ベ
ル
で
統
合
さ
れ
、
硬

質
の
叙
情
と
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
斎
藤
茂
吉
や
正
岡
子
規
の

短
歌
と
比
肩
す
べ
き
も
の
と
述
べ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
子
規
と
同

様
の
「
病
床
六
尺
」
の
限
ら
れ
た
空
間
を
宿
命
と
し
た
こ
と
が
、
柳
澤
の

想
像
力
に
む
し
ろ
効
果
的
に
働
い
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
生
き
物
の
生
命
進

化
の
時
間
と
空
間
の
歴
史
を
、
想
像
力
に
よ
っ
て
捉
え
得
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
無
論
そ
の
裏
に
は
、
社
会
性
や
政
治
性
の
欠
如
と
い
う
側
面
が
あ

る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。

『
冬
樹
々
の
い
の
ち
』
や
『
い
の
ち
の
声
』
の
延
長
で
、『
萩
』
や
『
四

季
』
も
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
強
く
印
象
に
残
る
秀
歌
は
、
む
し
ろ

少
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
作
者
の
感
性
や
想
像
力
が
心
身
の
衰
弱

と
共
に
常
識
的
に
平
板
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
短

歌
と
い
う
形
式
に
凝
縮
す
る
際
の
緊
張
感
や
リ
ズ
ム
感
も
、
従
来
に
比
べ

て
乏
し
く
な
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
生
命
科
学
に
つ
な
が
る
用
語
も

な
ま
の
ま
ま
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
作
者
の
内
部
で
必
ず
し
も

熟
成
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ま
い
。
な
お
、
歌
集
以
外
の
評
論
や
随
想
で

も
、
根
を
詰
め
た
力
作
と
言
え
る
も
の
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
細
か
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、『
萩
』
の
中
に
『
冬
樹
々
の

い
の
ち
』
に
収
録
の
短
歌
を
再
録
し
て
い
る
こ
と
は
問
題
を
残
し
て
い

る
。
創
作
者
と
し
て
歌
人
と
し
て
、
歌
集
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
認

識
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
冬
樹
々
の
い
の
ち
』
は
歌
画

集
だ
か
ら
、
厳
密
に
は
歌
集
で
は
な
い
と
言
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
『
萩
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
他
の
歌
人
か
ら
の

助
言
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
読

者
へ
の
配
慮
に
欠
け
る
し
、
作
者
と
し
て
独
創
的
な
表
現
や
発
見
を
提
示

す
る
こ
と
を
心
掛
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
萩
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
「
私

の
短
歌
は
人
に
見
せ
る
た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
分
を
表

現
し
て
、
自
分
を
慰
め
る
喜
び
の
手
段
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
を

理
解
し
た
上
で
、
出
版
す
る
以
上
は
、
創
作
者
と
し
て
の
見
識
や
決
意
が

問
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
歌
自
体
が
普
遍
性
を
獲
得
す
る
ほ
ど
の
高
い
境
地
に

達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
あ
え
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
付
け
加
え

る
の
で
あ
る
。
な
お
、
柳
澤
は
『
日
本
人
へ
の
祈
り
』
の
中
で
、「
私
の

場
合
は
、
読
ん
だ
方
に
共
感
を
持
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

い
ち
ば
ん
強
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
読
者
の
共
感
を
得
る
た
め
に
も
、

歌
集
編
集
の
際
に
は
や
は
り
周
到
な
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

注
１ 

永
田
和
宏
は
「
柳
澤
桂
子
歌
集
『
萩
』
に
よ
せ
て
」（
『
萩
』
序
文
）
の
中
で
、「
柳

澤
さ
ん
の
歌
が
文
筆
家
の
余
技
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
残
念

な
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
２ 
『
萩
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
、「
歌
画
集
『
冬
樹
々
の
い
の
ち
』
の
な
か
の
歌
は
、

こ
の
な
か
に
取
り
込
み
ま
し
た
」
と
あ
る
。

注
３ 

柳
澤
は
『
日
本
人
へ
の
祈
り
』
の
中
で
、
論
述
機
能
の
言
葉
と
イ
メ
ー
ジ
喚
起
機
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能
の
言
葉
は
、
脳
内
で
出
て
来
る
場
所
に
違
い
が
あ
る
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。

注
４ 
マ
ン
モ
ス
絶
滅
の
原
因
は
諸
説
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
一
、
氷
河
期
の
気
候
変
動

に
よ
る
植
生
の
変
化
。
二
、
ヒ
ト
の
祖
先
に
よ
る
狩
猟
。
三
、
伝
染
病
の
流
行
等

で
あ
る
。
な
お
、
柳
澤
は
『
い
の
ち
と
環
境　

人
類
は
生
き
残
れ
る
か
』（
平
23
、

筑
摩
書
房
）
の
中
で
、「
私
た
ち
の
文
明
は
す
で
に
『
行
き
過
ぎ
』
て
い
て
、
こ
の

ま
ま
で
は
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
こ
と
は
明
ら
か
」
と
述
べ
て
い
る
。

注
５ 

柳
澤
は
『
い
の
ち
と
環
境　

人
類
は
生
き
残
れ
る
か
』
の
中
で
、
ヘ
ッ
ケ
ル
の
こ

の
言
葉
を
引
用
し
た
後
、「
受
精
卵
が
胎
児
に
な
っ
て
生
ま
れ
る
ま
で
に
、
生
物
が

四
〇
億
年
か
け
て
進
化
し
て
き
た
過
程
を
く
り
返
す
」
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

注
６ 

歌
集
『
萩
』
で
も
、「
立
春
」「
啓
蟄
」「
処
暑
」「
冬
至
」
な
ど
の
二
十
四
節
気
が

歌
言
葉
と
し
て
取
り
込
ま
れ
て
い
る
。　

注
７ 

『
い
の
ち
の
声
』
に
も
「
誰
ひ
と
り
帰
り
し
こ
と
の
な
き
道
の
白
き
が
上
を
ほ
と
ほ

と
と
行
く
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
浄
土
真
宗
な
ど
で
よ
く
引
用
さ
れ
る

「
二
河
白
道
」
の
喩
え
が
連
想
さ
れ
て
い
よ
う
。
柳
澤
に
と
っ
て
「
白
」
は
清
浄
な

も
の
と
し
て
、
宗
教
的
な
要
素
も
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。


