
呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

私
は
、
私
の
顔
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
鏡
と
い
っ
た
道
具
を
用
い
れ
ば
見
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
鏡
に
映
っ

た
顔
に
は
、
顔
本
来
の
表
情
が
消
失
し
て
い
る
。
そ
れ
は
鏡
に
対
す
る
顔
で
あ
り
、
鏡
に
対
す
る
表
情
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
今
ま
さ

に
現
前
し
て
い
る
私
の
顔
を
、
私
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

顔
は
表
値
を
持
つ
。
表
情
が
も
っ
と
も
豊
か
に
表
れ
る
の
は
顔
で
あ
る
が
、
表
情
は
顔
だ
け
で
な
く
、
全
身
に
表
れ
る
。
表
情
は
絶
え

間
な
く
表
出
さ
れ
る
。
眠
っ
て
い
る
間
で
さ
え
、
身
体
は
表
情
を
表
出
す
る
。
つ
ま
り
、
私
か
ら
表
情
が
消
え
る
と
き
、
そ
れ
は
私
が
死

ぬ
と
き
で
あ
る
。
私
が
生
き
て
い
る
限
り
、
表
情
は
常
に
表
出
さ
れ
る
。

私
は
、
自
分
の
表
情
を
見
た
こ
と
が
な
い
し
、
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
私
は
、
自
分
が
表
情
を
表
出
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
こ
と

も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
表
情
は
私
に
属
さ
な
い
。
私
の
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
表
情
は
他
者
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
表
情
は
他
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
の
身
体
は
、
他
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

呼
び
か
け

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

七
九

有

安

和

人



私
の
身
体
全
体
が
表
情
を
表
出
し
、
私
の
身
体
が
他
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
か
ら
見
れ
ば
、
私
は
他
者
の
身
体
に

よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
者
の
身
体
は
常
に
表
情
を
表
出
し
て
い
る
。
私
が
他
者
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と

は
、
私
の
身
体
が
他
者
の
身
体
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
は
「
呼
び
か
け
、
呼
び
か
け
ら
れ

る
」
の
で
あ
る
。

「
呼
び
か
け
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
」
と
い
う
身
体
の
本
性
を
根
拠
づ
け
る
事
実
は
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
身
体
の
「
同
調

性
」
で
あ
る
(
1
)

。
例
え
ば
、
他
者
が
私
に
向
か
っ
て
微
笑
み
か
け
る
と
、
私
は
つ
ら
れ
て
微
笑
む
。
こ
の
と
き
、
も
し
怒
り
や
悲
し
み
で

応
え
よ
う
と
す
る
と
、
苦
痛
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
こ
の
こ
と
は
実
験
に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
例
え

ば
、
見
知
ら
ぬ
人
の
顔
写
真
を
用
意
し
、
そ
れ
を
私
が
見
る
と
す
る
。
そ
の
写
真
が
笑
顔
だ
と
、
私
の
頬
骨
筋
が
活
動
す
る
。
怒
り
顔
だ

と
、
私
の
鏃
眉
筋
が
活
動
す
る

(
D甘
も
erg)
。
つ
ま
り
、
他
者
の
表
情
に
私
の
身
体
が
同
調
し
、
同
じ
表
情
が
誘
発
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
他
者
の
動
作
を
見
る
と
、
自
分
の
頭
の
中
で
同
じ
動
作
を
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
活
動
を
す
る
「
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン

(m日
or
neuron)
」
の
存
在
で
あ
る
。
例
え
ば
他
者
が
、
目
の
前
に
あ
る
ボ
ー
ル
を
取
ろ
う
と
し
て
腕
を
伸
ば
し
、
そ
の
様
子
を
私
が

見
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
と
き
、
私
の
前
頭
葉
と
頭
頂
葉
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
（
神
経
細
胞
）
が
活
動
す
る
。
こ
れ
ら
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
私

が
同
じ
運
動
を
実
行
す
る
と
き
も
活
動
す
る
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
、
他
者
の
動
作
を
脳
に
映
し
た
か
の
よ
う
に
活
動
す
る
こ
と

か
ら
、
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
呼
ば
れ
て
い
る
(
2
)

。
つ
ま
り
、
他
者
の
動
作
を
見
る
と
き
、
私
の
脳
内
で
私
が
同
じ
動
作
を
し
て
い
る

か
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
活
動
が
生
じ
、
他
者
を
内
的
に
模
倣
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
脳
内
だ
け
で
は
な
く
、
呼
吸
も
変
化
し
、

対
応
す
る
筋
肉
に
電
気
的
活
動
が
生
じ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る

(
F
a
d
i
g
a
et al
、1
9
9
5
)
。
つ
ま
り
、
他
者
の
身
体
に
私
の
身
体
は
同
調

し
、
他
者
の
動
作
を
潜
在
的
に
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
人
と
物
体
と
を
我
々
が
区
別
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
も
、
幼
時
の
段
階
か
ら
区
別
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
誰

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八
〇



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八

に
、
言

か
に
、
主
な
関
節
に
電
球
を
つ
け
て
も
ら
い
、
真
っ
暗
な
部
屋
で
動
い
て
も
ら
う
と
す
る
。
す
る
と
成
人
は
、
そ
の
光
の
パ
タ
ー
ン
に
人

を
感
じ
る
し
、
感
情
状
態
ま
で
も
感
じ
る
。
幼
児
で
は
遅
く
と
も
生
後
六
ヶ
月
ま
で
に
、
物
体
に
つ
け
ら
れ
た
光
の
抽
象
的
な
運
動
と
、

人
に
つ
け
ら
れ
た
光
の
運
動
と
を
区
別
す
る
よ
う
に
な
る

(
M
o
o
r
e
et al)。

第
四
に
、
新
生
児
が
物
体
よ
り
も
人
の
顔
を
好
む
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
生
後
五
日
以
内
の
新
生
児
に
、
「
人
の
顔
」
「
弓
の
標
的
」

「
新
聞
紙
面
」
「
白
色
」
「
黄
色
」
「
赤
色
」
の
六
種
類
の
円
盤
状
の
図
を
見
せ
る
と
、
「
人
の
顔
」
を
も
っ
と
も
長
く
注
視
す
る
（
大
坪
、

八
三

k
ハ
四
頁
）
。
つ
ま
り
、
人
の
顔
に
選
択
的
に
反
応
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
が
生
得
的
に
他
者
に
反
応
す
る
こ
と
、
即
ち

他
者
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

第
五
に
、
人
は
孤
独
を
感
じ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
孤
独
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
が
私
を
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
と
、
私

が
他
者
を
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
根
拠
づ
け
る
。
な
ぜ
な
ら
、
他
者
の
呼
び
か
け
が
な
け
れ
ば
、
他
者
を
「
他
者
」
と
し
て
私

が
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
私
が
他
者
を
呼
び
か
け
て
い
な
け
れ
ば
、
私
が
孤
独
を
感
じ
る
こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
は
、
他
者
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
呼
び
か
け
る
も
の
は
人
だ
け
で
は
な
い
。
人
は
自
然

に
対
し
て
表
情
を
感
じ
る
。
例
え
ば
、
山
や
海
に
対
し
て
、
悲
し
み
や
優
し
さ
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
人
が
山
や
海
に
よ
っ
て
呼
び
か
け

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
芸
術
や
信
仰
が
生
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
山
川
草
木
に
呼
び
か
け

ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
歌
や
絵
と
い
っ
た
表
現
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
池
や
滝
や
山
に
呼
び
か
け
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に

神
を
感
じ
て
き
た
の
で
あ
る
。
呼
び
か
け
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
雰
囲
気
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
人
は
、
「
場
」
に
何

か
し
ら
感
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
場
か
ら
呼
び
か
け
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
呼
び
か
け
か
ら
生
じ
る
感
情
が
気
分
で
あ
る
。

は
じ
め
に
呼
び
か
け
あ
り
き
。
呼
び
か
け
は
、
人
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
「
間
」

葉
が
生
ま
れ
、
人
間
が
生
ま
れ
、
「
ま
こ
と
」
と
「
い
つ
わ
り
」
、
そ
し
て
道
徳
や
殺
し
合
い
等
々
が
生
ま
れ
る
。



他
者
と
向
き
合
う
と
き
、
私
の
身
体
は
他
者
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
、
他
者
の
身
体
は
私
に
よ
っ
て
呼
び
か
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

お
互
い
に
相
手
の
動
作
や
表
情
を
潜
在
的
に
模
倣
す
る
。
即
ち
、
私
の
身
体
は
他
者
の
身
体
と
同
調
す
る
。
つ
ま
り
、
他
者
と
向
き
合
う

と
き
人
は
、
他
者
と
「
対
」
に
な
る
(
3
)
。
そ
し
て
、
私
と
他
者
の
間
に
共
感
が
生
ま
れ
る
(
4
)

。
身
体
の
同
調
性
も
し
く
は
模
倣
が
共
感
と

関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
身
に
な
る
」
「
身
を
置
く
」
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
。
我
々
は
、
他
者
の
心
的
状
態
を
推
し
量

ろ
う
と
す
る
と
き
、
他
者
の
「
身
に
な
る
」
、
他
者
の
立
湯
に
「
身
を
置
く
」
と
表
現
す
る
。
つ
ま
り
、
想
像
に
よ
っ
て
他
者
を
模
倣
し
、

他
者
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
感
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る

(
5
)
0

人
は
「
対
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
と
な
り
他
者
と
な
る
。
即
ち
、
自
他
の
概
念
は
、
「
対
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生

ま
れ
る
。
概
念
を
持
つ
と
は
、
対
象
を
区
別
し
、
同
一
で
あ
る
と
認
識
で
き
る
こ
と
で
あ
る
（
真
理
条
件
も
そ
の
手
段
の
―
つ
で
あ
る
）
（
6

）

0

自
己
の
概
念
を
持
つ
と
は
自
己
を
他
者
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
の
概
念
を
持
つ
と
は
他
者
を
自
己
か
ら
区
別
す
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
、
自
己
と
他
者
の
概
念
は
同
時
に
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
他
者
と
「
対
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能

と
な
る
。
「
対
」
に
な
る
体
験
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。

例
え
ば
、
「
対
」
に
な
っ
て
い
る
と
き
、
突
然
相
手
が
体
を
閉
じ
る
と
す
る
。
同
調
が
変
調
し
、
「
違
和
感
」
を
覚
え
る
。
こ
の
違
和
感

が
自
他
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
違
和
感
が
境
界
と
な
っ
て
、
自
己
と
他
者
に
「
分
け
合
う
」
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
違
和
感
が
契
機
（
境

界
）
と
な
り
、
「
対
」
の
「
分
か
ち
合
い
」
が
生
じ
、
こ
の
「
分
か
ち
合
い
」
が
自
他
と
い
う
概
念
の
誕
生
で
あ
る
。
乳
児
の
生
活
は

「
対
」
に
な
る
こ
．
と
か
ら
始
ま
る
。
最
初
に
「
対
」
に
な
る
の
は
母
親
で
あ
る
。
母
親
が
最
初
に
体
を
閉
じ
る
の
は
、
離
乳
の
と
き
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
、
離
乳
期
に
自
他
の
区
別
が
生
じ
始
め
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
幼
児
が
、
鏡
に
映
っ
た
自
己
を
自
己
と
し
て
認

「対」

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八

識
す
る
の
は
生
後
一
五
か
ら
一
八
ヶ
月
で
あ
り
、
「
自
己
」
に
関
す
る
代
名
詞
を
使
い
始
め
る
の
は
生
後
一
八
か
ら
二
四
ヶ
月
で
あ
る

（
キ
ー
ナ
ン

‘
1
0
1
、

1
0八
頁
）
。

「
分
か
ち
合
い
」
か
ら
自
他
が
生
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
分
別
（
ふ
ん
べ
つ
）
」
の
対
象
と
し
て
、
即
ち
思
い
は
か
る
対
象
と
し
て
環

境
が
現
出
す
る
。
例
え
ば
リ
ン
ゴ
を
見
て
も
、
す
ぐ
に
と
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
る
。
他
者
も
そ
の
リ
ン
ゴ
を
見
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
人
は
、
他
者
の
身
体
に
同
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
視
線
を
た
ど
り
、
他
者
の
欲
求
を
直
感
す
る
(
7
)

。
他
者
を
出
し
抜

い
て
「
分
捕
る
」
か
、
他
者
と
「
分
け
合
う
」
の
か
、
「
分
別
（
ぶ
ん
べ
つ
）
」
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
に
「
行
為
」
と
い
う
も
の
が
誕
生
す
る
。
「
分
別
（
ふ
ん
べ
つ
）
」
す
る
こ
と
は
消
費
の
「
遅
延
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
欲
求
行
動

の
「
抑
制
」
で
あ
る
。
消
費
が
「
遅
延
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ン
ゴ
は
真
の
意
味
で
の
「
対
象
」
、
即
ち
前
に
投
げ
ら
れ
て
あ
る

も
の

(ob,ject)
、
も
し
く
は
目
的
と
な
る
(
8
)

。
そ
し
て
、
リ
ン
ゴ
に
向
か
っ
て
、
他
者
の
視
点
か
ら
自
分
の
行
動
を
は
か
る
よ
う
に
な

る
。
他
者
か
ら
見
る
と
自
分
の
行
動
が
ど
う
見
え
る
の
か
、
あ
ら
か
じ
め
は
か
り
、
行
動
中
も
は
か
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
即
ち
、
自

分
の
行
動
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
他
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
自
分
の
行
動
を
意
識
す
る
必
要
は
な
い
。
他

者
と
「
取
り
合
う
」
か
ら
、
他
者
の
行
動
を
は
か
り
、
か
つ
他
者
の
視
点
か
ら
自
分
の
行
動
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
他
者
・

も
の
・
自
己
と
い
う
関
係
性
が
生
ま
れ
る
。

他
者
の
行
動
を
見
る
と
き
、
他
者
の
「
は
か
り
事
」
、
即
ち
目
標
や
目
的
が
自
己
に
と
っ
て
の
最
大
の
関
心
事
と
な
る
。
だ
か
ら
動
作

が
指
示
す
る
目
的
が
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
動
作
は
行
為
と
し
て
把
握
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
(
9
)

。
例
え
ば
、
他
者
の
動
作
を
見
て
、

そ
の
目
的
が
把
握
さ
れ
な
け
れ
ば
、
そ
の
動
作
は
私
に
と
っ
て
不
可
解
な
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
人
は
、
他
者
の
動
作
が
指
示
す
る
目
的

を
把
握
し
た
と
き
の
み
、
他
者
の
動
作
を
行
為
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。

他
者
の
行
為
の
結
果
は
、
自
己
が
予
測
し
て
い
た
「
は
か
り
事
」
と
重
な
る
（
合
致
す
る
）
と
き
も
あ
る
し
、
重
な
ら
な
い
と
き
も
あ



「証し」

る
。
重
な
る
と
き
は
、
行
為
は
「
ま
こ
と
（
真
の
事
）
」
に
な
り
、
重
な
ら
な
い
と
き
は
「
作
り
事
」
に
な
る
(10)

。
そ
し
て
、
結
果
と
し

て
「
分
捕
る
」
と
、
「
作
り
事
」
は
「
欺
き
」
と
な
る
。
結
果
と
し
て
「
分
け
合
う
」
と
、
「
ま
こ
と
」
は
「
正
義
」
と
な
る
。
つ
ま
り
、

「
取
り
合
い
」
か
ら
行
為
が
生
ま
れ
、
行
為
か
ら
真
偽
や
善
悪
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

「
企
て
る
」
の
類
義
語
と
し
て
の
「
は
か
る
」
や
「
た
く
ら
む
」
は
、
「
欺
き
」
と
い
う
含
意
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
人
の
関

心
が
「
欺
き
」
に
あ
る
こ
と
、
「
欺
き
」
が
頻
繁
に
起
こ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
人
類
誕
生
時
か
ら
欺
き
は
あ
っ
た
で

あ
ろ
う

(
1
1
)
0

ら
で
あ
る
。

欺
き
の
誕
生
は
、
「
語
り
」
が
生
れ
る
動
機
と
な
る
。
身
振
り
を
す
る
こ
と
や
、
語
る
こ
と
を
動
機
づ
け
る
も
の
、
そ
れ
は
「
証
し
」

で
あ
る
。
「
私
は
あ
な
た
を
欺
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
証
す
の
で
あ
る
。
「
明
か
し
（
偽
り
が
な
い
こ
と
）
」
を
「
証
し
」
す
る
の
で
あ

る
。
「
身
の
証
し
」
が
最
古
の
身
振
り
、
も
し
く
は
最
古
の
語
り
で
あ
ろ
う
。
身
体
の
同
調
性
は
、
共
同
行
動
を
可
能
に
す
る
。
単
純
な

行
動
な
ら
ば
、
同
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
同
行
動
は
可
能
で
あ
り
、
そ
こ
に
語
り
は
必
要
な
い
。
し
か
し
、
「
欺
き
」
が
生
れ
る
と
、

「
私
は
欺
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
証
さ
ね
ば
、
共
同
行
動
や
共
同
生
活
が
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
よ
っ
て

裏
付
け
ら
れ
る
。
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
け
ん
か
の
後
、
キ
ス
や
抱
擁
や
毛
づ
く
ろ
い
に
よ
っ
て
和
解
す
る
（
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
、
四
四
＇
四

五
頁
）
。
こ
れ
ら
の
動
作
は
、
単
に
相
手
の
機
嫌
を
と
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
「
欺
き
」
を
行
う
か

つ
ま
り
、
け
ん
か
の
和
解
に
は
、
「
私
は
欺
か
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
「
証
し
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
キ
ス
・
抱
擁
・

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八
四



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

他
者
に
向
か
っ
て
「
呼
び
か
け
る
」
（
意
識
的
に
呼
び
か
け
る
）
こ
と
は
、
体
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
声
を
か
け
る
こ
と
は

口
を
開
く
こ
と
で
あ
り
(13)
、
身
振
り
す
る
こ
と
は
体
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
「
や
あ
」
と
呼
び
か
け
る
と
き
、
人
は
手
を
開
く
。
或
い
は
、

両
腕
を
広
げ
る
。
他
者
に
対
す
る
身
振
り
は
必
ず
、
体
の
開
き
を
伴
う
。
他
者
を
呼
び
か
け
る
こ
と
は
、
他
者
を
「
招
く
」
「
引
き
寄
せ

る
」
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
呼
び
か
け
る
と
き
に
人
は
、
体
を
開
き
、
他
者
を
抱
擁
す
る
身
構
え
を
と
る
の
で
あ
る
。

四

「
体
を
開
く
」

こ
と

八
五

毛
づ
く
ろ
い
は
「
証
し
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
は
挨
拶
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ボ
ス
に
向
か
っ
て
の
優
劣

関
係
の
儀
式
的
確
認
で
あ
る
が
、
雄
は
深
い
お
辞
儀
や
キ
ス
、
雌
は
性
器
を
差
し
出
す
（
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル

‘
-
0六
'
1
0九
頁
）
。
挨

拶
の
起
源
も
、
「
証
し
」
な
の
で
あ
る
。

語
る
こ
と
を
動
機
づ
け
る
も
の
は
「
証
し
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
「
証
し
」
を
動
機
づ
け
る
も
の
は
、
「
呼
び
か
け
」
で
あ
る
。

人
は
誰
か
と
再
会
し
た
と
き
、
し
ば
し
ば
抱
擁
す
る
。
抱
擁
は
「
証
し
」
で
あ
る
が
、
単
に
「
証
し
」
に
つ
き
な
い
も
の
が
そ
こ
に
あ

る
。
即
ち
、
人
は
抱
擁
も
し
く
は
身
体
の
接
触
を
欲
求
す
る
の
で
あ
る
。
身
体
の
接
触
は
、
物
理
的
な
接
触
で
は
な
い
。
そ
こ
に
「
安

心
」
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
病
気
を
患
っ
た
と
き
、
他
者
が
「
手
を
握
る
」
「
背
中
を
さ
す
る
」
こ
と
で
、
苦
し
み
が
和
ら
ぐ
。

或
い
は
不
安
な
状
態
の
と
き
、
他
者
が
身
体
に
触
れ
る
こ
と
で
人
は
安
心
す
る
(12)

。
抱
擁
も
し
く
は
身
体
の
接
触
を
欲
求
す
る
こ
と
、
ま

た
身
体
の
接
触
に
よ
っ
て
安
心
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
他
者
を
呼
び
か
け
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
「
対
」
に
な
る
こ
と
を
「
招
く
」
か
ら
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
語
る
こ
と
を
根
源
的
に
動
機
づ
け
る
も
の
は
、
「
呼
び
か
け
」
で
あ
る
。



「
語
ら
い
」
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
人
と
人
の
間
（
あ
い
だ
）
に
「
間
（
ま
）
」
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(16)

。
そ
の
「
間
」

五

間

（ま）

体
を
開
く
こ
と
は
、
心
を
許
す
こ
と
で
あ
り
、
心
を
安
住
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
安
心
で
あ
る
。
人
は
安
ら
ぐ
と
き
、
或
い

は
く
つ
ろ
ぐ
と
き
、
体
を
開
く
。
体
を
緩
め
る
こ
と
は
、
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
と
体
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
ゆ
っ
く
り
と

体
が
開
か
れ
て
ゆ
く
の
を
感
じ
る
と
き
、
身
は
そ
こ
に
委
ね
ら
れ
、
そ
こ
に
安
心
が
生
れ
る
。
身
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
、
安
心
で
あ

る
。
身
を
落
ち
着
か
せ
る
湯
が
「
心
地
」
と
な
り
、
安
心
す
る
の
で
あ
る
。
心
を
落
ち
着
か
せ
る
と
は
、
身
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。

『
広
辞
苑
』
（
第
五
版
）
に
よ
れ
ば
、
「
ゆ
る
す
」
は
「
緩
し
」
と
同
源
で
あ
り
、
「
固
く
締
め
ら
れ
て
い
る
も
の
を
ゆ
る
＜
す
る
意
」
で

あ
る
と
い
う
(14)

。
心
を
許
す
こ
と
は
体
を
ゆ
る
＜
す
る
こ
と
、
即
ち
、
体
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
体
を
開
く
こ
と
と
心
を
許
す
こ
と
は
同

じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
安
心
の
反
対
で
あ
る
恐
怖
か
ら
裏
付
け
ら
れ
る
。
恐
怖
を
感
じ
る
と
き
、
身
体
は
「
硬
直
」
し
、
「
行
動
停

止
」
の
身
構
え
と
な
る
。
恐
怖
を
「
身
が
縮
む
」
「
身
が
煉
む
(15)

」
と
表
現
す
る
よ
う
に
、
恐
怖
は
体
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

他
者
が
私
に
向
か
っ
て
体
を
開
く
と
き
、
私
の
体
が
同
調
し
、
私
の
体
も
開
か
れ
て
ゆ
く
の
を
私
は
感
じ
る
。
体
を
開
く
こ
と
は
「
身

の
証
し
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
安
心
が
生
れ
、
私
も
相
手
に
身
を
委
ね
る
。
互
い
に
体
を
開
き
合
い
、
身
を
委
ね
合
う
こ
と
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
、
「
語
ら
い
（
語
り
合
い
）
」
が
可
能
と
な
る
。
他
者
に
対
し
て
体
を
開
く
こ
と
は
、
語
り
の
「
開
始
」
で
あ
る
。
始
ま
り
は

開
く
こ
と
か
ら
で
あ
る
。
体
を
開
く
こ
と
が
、
す
べ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
先
立
つ
の
で
あ
る
。

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八
六



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

八
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は
、
人
と
人
が
互
い
に
体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
す
る
。

「
間
」
に
は
空
間
的
な
「
間
」
と
時
間
的
な
「
間
」
が
あ
る
。
人
は
、
他
者
が
近
づ
き
過
ぎ
た
り
、
遠
過
ぎ
た
り
す
る
と
、
不
快
感
や
違

和
感
を
覚
え
る
。
人
と
人
と
の
間
に
は
、
適
切
な
空
間
（
間
合
い
）
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
適
切
な
空
間
が
確
保
さ
れ
て
、

即
ち
間
合
い
が
と
れ
て
は
じ
め
て
、
語
り
が
生
れ
る
。
ま
た
、
他
者
が
何
か
を
し
続
け
て
い
る
と
、
私
は
話
し
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
意
図
的
に
割
っ
て
入
る
湯
合
は
別
と
し
て
）
。
或
る
持
続
、
即
ち
時
間
的
な
「
間
」
を
共
有
し
な
い
と
、
普
通
は
話
し
か
け
よ
う
と
は
し

な
い
。
ま
た
、
不
意
に
話
し
か
け
ら
れ
る
と
、
人
は
驚
く
の
で
あ
る
。
「
唐
突
」
と
感
じ
る
、
即
ち
相
手
が
「
突
進
」
し
て
き
た
と
感
じ

る
の
で
あ
る
。
日
常
に
お
い
て
人
は
、
目
を
合
わ
せ
て
か
ら
話
し
始
め
る
。
目
を
合
わ
せ
る
こ
と
は
、
「
間
」
を
合
わ
せ
（
間
合
い
を
見

て
）
、
「
間
」
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ば
リ
ズ
ム
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
語
り
の
条
件
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
空
間
的
か
つ
時
間
的
な
「
間
」
が
生
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
即
ち
「
間
合
い
」
が
と
れ
て
、
語
ら
い
が
可
能
と
な
る
。
そ

の
「
間
」
は
、
人
と
人
と
が
互
い
に
体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
成
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
、
体
を
開
き
合
う
と
は
、
お
互
い

の
体
を
同
調
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
同
じ
時
間
的
「
間
」
を
生
成
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
共

有
さ
れ
る
空
間
的
「
間
」
が
生
成
す
る
か
ら
で
あ
る
。

体
を
開
き
合
う
こ
と
は
さ
ら
に
、
語
ら
い
の
根
源
的
な
条
件
で
あ
る
。
或
い
は
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
生
れ
る
条
件
で
あ
る
。
例
え

ば
、
目
の
前
に
リ
ン
ゴ
の
木
が
あ
り
、
リ
ン
ゴ
の
実
が
な
っ
て
い
る
と
し
よ
う
。
そ
の
リ
ン
ゴ
を
私
が
即
座
に
と
っ
て
食
べ
れ
ば
、
言
葉

が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
リ
ン
ゴ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
、
あ
な
た
に
向
か
っ
て
リ
ン
ゴ
を
指
示
す
る
こ
と
は
、
リ
ン
ゴ
を
あ
な
た
に

「
差
し
出
す
」
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
行
為
と
し
て
の
語
り
（
何
か
に
「
つ
い
て
」
の
語
り
）
が
生
れ
る
た
め
に
は
、
既
に
世
界
を
他

者
に
差
し
出
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
指
示
す
る
」
と
は
、
「
差
し
出
す
」
の
で
あ
る
。
他
者
に
世
界
を
差
し
出
す
と
は
、
他
者
に

向
か
っ
て
体
を
開
く
こ
と
で
あ
る
。
私
を
差
し
出
し
、
世
界
を
差
し
出
す
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
と
他
者
が
体
を
開
き
合
い
、
体
を
差



こ
の

し
出
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
言
葉
が
生
れ
、
「
世
界
」
と
い
う
も
の
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て

共
有
の
「
間
」
が
生
れ
、
共
有
の
「
間
」
が
生
れ
て
は
じ
め
て
、
私
と
他
者
の
間
に
共
有
の
世
界
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
差
し

出
し
合
う
か
ら
、
間
主
観
的

(inter,subjective)

な
世
界
が
私
と
他
者
の
間
に
生
れ
る
の
で
あ
る
。

レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
、
言
葉

(parole)

は
贈
与

(
d
o
r
m
e
r
)

す
る
こ
と
で
あ
る
と
語
っ
た
(17)

。
言
葉
に
よ
っ
て
、
他
者
に
世
界
を
差
し
出

す
の
で
あ
る
(18)

。
つ
ま
り
、
目
の
前
の
リ
ン
ゴ
を
す
ぐ
に
口
に
入
れ
て
い
る
よ
う
で
は
、
言
葉
は
生
れ
な
い
。
口
に
入
れ
る
の
を
延
期

し
、
世
界
を
他
者
に
差
し
出
す
こ
と
が
、
言
葉
が
生
れ
る
条
件
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
が
い
う
よ
う
に
、
「
住
み
か
」
が
現
れ

る
こ
と
と
、
世
界
や
言
葉
が
現
れ
る
こ
と
は
関
係
し
て
い
る
(19)
。
そ
れ
は
二
つ
の
意
味
で
関
係
し
て
い
る
。
第
一
に
、
獲
得
し
た
も
の
を

「
手
か
ら
口
へ
」
と
そ
の
場
で
食
べ
て
い
て
は
、
言
葉
も
世
界
も
生
れ
な
い
。
食
物
の
獲
得
を
計
画
し
て
住
み
か
か
ら
出
発
し
、
食
物
を

住
み
か
に
持
ち
帰
り
、
分
け
合
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
(20)

。
第
二
に
、
住
み
か
は
共
同
生
活
の
「
間
」
で
あ
る
。
体
を
開
き
合

う
場
が
住
み
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
開
き
合
う
「
間
」
が
や
が
て
家
に
な
る
の
で
あ
る
。

体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
間
」
が
生
れ
る
。
そ
の
「
間
」
は
、
や
が
て
「
人
の
住
む
所
」
に
な
り
、
「
世
の
中
」
に
な
る
。
体

を
開
き
あ
う
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
共
同
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、
「
社
会
」
が
生
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
間
」
が
「
社
会
」
と
な
る
。
社
会
が
生
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
「
人
間
」
と
な
る
。
即
ち
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
と
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
間
」
が
生
れ
、
そ
の
「
間
」
が
世
間
に
な
る
と
同
時
に
、
人
は
「
人
間
」
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
人
間
」
と
い
う
語
の
意
味
変
遷
に
よ
っ
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
「
人
間
」
と
い
う
語
は
、
元
々
「
人
の
住
む

所
」
「
世
の
中
」
を
意
味
し
た
が
、
後
に
人
の
意
と
な
っ
た
の
で
あ
る

(
2
1
)
0

会
話
は
、
発
話
が
誠
実
で
あ
る
と
い
う
想
定
に
基
づ
く
。
例
え
ば
、
「
雨
が
降
っ
て
い
る
」
と
あ
な
た
が
い
え
ば
、
窓
の
外
は
雨
が

降
っ
て
い
る
と
私
は
信
じ
る
(22)

。
「
信
」
と
は
、
信
頼
と
い
う
よ
り
は
、
相
手
の
言
葉
を
「
鵜
呑
み
」
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

1
、¥、
I
I
 



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

人
は
欺
き
を
行
う
し
、
殺
し
も
行
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
人
は
体
を
開
き
合
っ
て
き
た
。
体
を
開
く
こ
と
は
、
「
ゆ
る
し
（
赦
し
）
」

で
あ
り
、
憎
し
み
を
「
放
つ
」
こ
と
で
あ
る
(23)

。
他
者
を
憎
み
続
け
る
限
り
、
憎
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
憎
む
と
は
、
体

を
閉
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
憎
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
は
、
他
者
を
赦
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。

人
が
体
を
開
き
合
っ
て
き
た
こ
と
は
、
共
同
生
活
を
選
択
し
た
方
が
生
存
に
有
利
で
あ
る
と
い
う
、
単
に
計
算
に
よ
る
も
の
で
は
な

い
。
打
算
社
会
に
安
ら
ぎ
は
な
い
。
計
算
に
掛
か
り
切
り
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
打
算
だ
け
で
は
社
会
は
崩
壊
す
る
。
打
算
は
「
独
り
占

め
」
を
指
向
し
、
欺
き
を
指
向
す
る
。
安
ら
ぎ
も
社
会
も
、
体
を
開
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生
ま
れ
る
。
体
を
開
く
こ
と
を
動
機
づ
け
る

の
は
、
情
動
で
あ
る

(
2
4
)
0

他
者
を
偽
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
ら
ぎ
を
得
る
人
は
い
な
い
。
他
個
体
を
攻
撃
す
る
と
き
動
物
は
興
奮
す
る
。
他
者
を
傷
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
快
楽
を
感
じ
る
と
し
た
ら
、
攻
撃
と
い
う
身
構
え
に
伴
う
興
奮
を
快
楽
と
感
じ
る
、
倒
錯
で
あ
る
。
他
者
を
傷
つ
け
る
こ
と

は
、
実
は
自
己
を
傷
つ
け
る
こ
と
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
は
他
者
と
「
対
」
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
本
来
、
他
者
と
分
か
ち
合
う
こ

と
に
こ
そ
、
人
は
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
罪
悪
感
」
や
「
自
責
の
念
」
と
い
う
感
情
が
存
在
す
る
事
実
に
よ
っ

六
分
か
ち
合
い

八
九

は
、
言
葉
が
「
分
か
ち
合
い
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
言
葉
は
体
を
開
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
。
言
葉
を
発
す
る
こ
と
は
、

身
を
差
し
出
す
こ
と
で
あ
り
、
す
べ
て
を
自
己
と
他
者
で
分
か
ち
合
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
を
「
鵜
呑
み
」
す
る
の
で
あ

る
。
言
葉
は
、
「
分
か
ち
合
い
」
な
の
で
あ
る
。



て
裏
付
け
ら
れ
る
。

事
故
や
戦
争
で
生
き
残
っ
た
人
は
し
ば
し
ば
、
「
生
き
残
っ
た
こ
と
の
罪
悪
感
」
や
「
他
者
を
見
捨
て
た
」
と
い
う
思
い
に
苛
ま
れ
る
。

つ
ま
り
「
自
責
の
念
」
で
あ
る
。
例
え
ば
被
爆
者
の
多
く
が
、
通
り
す
が
り
の
見
知
ら
ぬ
人
を
「
見
捨
て
た
」
と
い
う
思
い
に
苛
ま
れ
続

け
て
い
る
（
中
澤
、
第
三
章
）
。
そ
れ
は
、
不
特
定
の
人
々
で
は
な
く
、
あ
る
個
人
を
「
見
捨
て
た
」
と
い
う
思
い
で
あ
る
。
し
か
し
、

な
ぜ
自
分
に
「
責
任
」
が
あ
る
と
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
通
り
す
が
り
の
見
知
ら
ぬ
人
に
、
そ
の
場
に
「
居
合
わ
せ
た
」
だ
け
で
、
「
責

任
」
を
感
じ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
責
任
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
と
「
向
か
い
合
う
」
と
き
に
人
は
、
何
か
を
「
背
負

う
」
こ
と
を
意
味
す
る
。

「
見
捨
て
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
か
え
り
み
な
い
」
「
関
係
を
絶
つ
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
一
旦
は
関
係
を
持
っ
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
他
者
と
「
向
か
い
合
う
」
と
き
に
人
は
、
他
者
の
呼
び
か
け
を
受
け
と
め

る
と
同
時
に
、
こ
ち
ら
か
ら
呼
び
か
け
て
い
る
。
或
い
は
「
助
け
て
」
と
い
う
声
を
聞
き
、
振
り
向
い
た
瞬
間
に
、
人
は
他
者
と
「
対
」

に
な
っ
て
い
る
。
い
や
む
し
ろ
、
声
を
聞
い
た
瞬
間
に
「
対
」
に
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
音
を
人
の
声
と
認
識
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
(25)

。
或
い
は
、
他
者
と
目
が
合
っ
た
瞬
間
に
、
他
者
と
「
対
」
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
他
者
に
気
づ
く
こ
と
自
体

が
、
既
に
他
者
と
「
対
」
に
な
っ
て
い
る
。

他
者
に
気
づ
く
こ
と
は
、
「
対
」
の
「
分
か
ち
合
い
」
、
即
ち
他
者
と
自
己
と
の
「
分
か
ち
合
い
」
で
あ
る
。
そ
の
他
者
が
消
え
る
こ
と

は
、
結
果
と
し
て
自
己
が
「
生
」
を
「
独
り
占
め
」
し
た
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
生
き
残
っ
た
こ
と
の
罪
悪
感
」
を
覚
え
る
の

で
あ
る
。
「
分
か
ち
合
い
」
な
が
ら
、
「
独
り
占
め
」
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
即
ち
、
他
者
の
生
を
「
背
負
う
」
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
を
「
負
い
目
」
と
し
て
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
が
「
分
か
ち
合
い
」
を
指
向
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
つ
ま

り
、
自
己
に
呼
び
か
け
が
な
け
れ
ば
、
責
任
な
ど
感
じ
な
い
。
呼
び
か
け
と
は
、
「
対
」
に
な
る
こ
と
を
「
招
く
」
こ
と
で
あ
り
、
「
分
か

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

九
〇



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

九

ち
合
い
の
身
構
え
」
、
「
分
か
ち
合
い
へ
の
情
動
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
分
か
ち
合
い
へ
の
情
動
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
体
を
開
き

合
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

欲
求
は
「
独
り
占
め
」
を
指
向
す
る
。
食
欲
・
性
欲
は
「
独
り
占
め
」
を
指
向
し
、
そ
の
た
め
に
欺
き
を
行
う
。
即
ち
、
欺
き
は
体
を

閉
じ
、
「
独
り
占
め
」
を
指
向
す
る
。
し
か
し
、
「
独
り
占
め
」
に
は
「
後
ろ
め
た
さ
」
が
伴
う
。
「
後
ろ
」
、
即
ち
目
の
届
か
な
い
と
こ
ろ

が
気
に
な
る
こ
と
は
、
他
者
の
気
配
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
後
ろ
め
た
さ
」
は
、
「
分
か
ち
合
い
」
へ
と
動
機
づ
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
の
証
左
で
あ
る
。
ま
た
、
不
公
平
に
対
し
て
人
は
怒
る
と
い
う
事
実
、
さ
ら
に
不
公
平
な
取
り
分
を
し
ば
し
ば
拒
否
す
る
と
い

う
事
実
も
、
「
分
か
ち
合
い
へ
の
情
動
」
の
証
左
で
あ
る
。
怒
り
と
い
う
情
動
が
生
じ
る
の
は
、
そ
も
そ
も
公
平
が
動
機
づ
け
ら
れ
て
い

た
か
ら
で
あ
る
(26)
。
さ
ら
に
、
人
が
言
語
的
動
物
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
人
類
が
言
葉
を
使
い
続
け
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
「
分
か
ち
合

い
へ
の
情
動
」
の
何
よ
り
の
証
左
で
あ
る
。

人
は
他
者
を
呼
び
か
け
る
も
の
で
あ
り
、
「
対
」
に
な
る
こ
と
を
「
招
く
」
。
道
徳
が
生
ま
れ
た
の
は
、
こ
の
「
対
」
へ
の
情
動
、
即
ち

「
呼
び
か
け
」
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
分
か
ち
合
い
」
に
こ
そ
、
人
は
「
安
ら
ぎ
」
を
感
じ
る
。
そ
れ
は
、
「
分
か
ち
合
い
」
か
ら

自
他
が
生
ま
れ
、
「
分
か
ち
合
い
」
が
人
間
の
「
ま
こ
と
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
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c
a
d
e
m
J
`
o
f
 

science of the United States of A
m
e
r
i
c
a、
102、
7398,7401

市
川
浩

(
1
9
9
2
)
『
精
神
と
し
て
の
身
体
』
講
談
社
学
術
文
庫

(
1
9
7
5
年
勁
草
書
房
刊
の
増
補
版
）

大
坪
治
彦

(
2
0
0
l
)
『
人
の
意
識
が
生
ま
れ
る
と
き
』
講
談
社
選
書
メ
チ
ェ

キ
ー
ナ
ン

,J.P.、
ギ
ャ
ラ
ッ
プ
、
G.J.、
フ
ォ
ー
ク
、
D
.

(
2
0
0
6
)
『
う
ぬ
ぼ
れ
る
脳
ー
「
鏡
の
中
の
顔
」
と
自
己
意
識
』
山
下
篤
子
訳
、

N

H

K

ブ
ッ
ク
ス

ダ
マ
ジ
オ
、
A.R.
(
2
0
0
5
)
『
感
じ
る
脳
』
田
中
光
彦
訳
、
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社

ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
、
F
.

(
1
9
8
4
)
『
政
治
を
す
る
サ
ル
ー
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
権
力
と
性
』
西
田
利
貞
訳
、
動
物
社

友
野
典
男

(
2
0
0
6
)
『
行
動
経
済
学
ー
経
済
は
「
感
情
」
で
動
い
て
い
る
』
光
文
社
新
書



中
澤
正
夫

(
2
0
0
7
)
『
ヒ
バ
ク
シ
ャ
の
心
の
傷
を
追
っ
て
』
岩
波
書
店

西
田
利
貞
・
保
坂
和
彦

(
2
0
0
1
)
「
霊
長
類
に
お
け
る
食
物
分
配
」
、
西
田
利
貞
編
『
講
座
•
生
態
人
類
学8

大
学
学
術
出
版
会

バ
ー
ン
、

R.W.
(
1
9
9
8
)
『
考
え
る
サ
ル
ー
知
能
の
進
化
論
』
小
山
高
正
・
伊
藤
紀
子
訳
、
大
月
書
店

和
辻
哲
郎

(
2
0
0
7
)
『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
岩
波
文
庫
（
初
版
は

1
9
3
4
年
岩
波
全
書
）

(
l
)
同
調
性
と
い
う
考
え
は
市
川
(
-
八
一
ー
一
八
五
頁
）
に
基
づ
く
。

(
2
)
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
関
し
て
は
B
l
a
k
e
m
o
r
e
&
F
r
i
t
h
'
B
u
c
c
i
n
o
et al
な
ど
を
参
考
に
し
て
い
る
。
ミ
ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
最
初
サ
ル

に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
が
、
人
に
も
存
在
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

(3)
「
対
」
と
い
う
語
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
（
五
一
節
）
か
ら
借
用
し
た
。

(4)
身
体
の
同
調
性
に
よ
っ
て
共
感
が
生
じ
る
こ
と
は
、
脳
研
究
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
顔
の
表
情
を
観
察
し
て
も
模
倣
し
て
も
、
ミ

ラ
ー
・
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
情
動
シ
ス
テ
ム
（
大
脳
辺
縁
系
）
が
活
動
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
（
C
日
r
et al)
。

(5)
想
像
に
よ
っ
て
模
倣
で
き
る
こ
と
は
、
脳
研
究
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
或
る
動
作
を
想
像
し
て
も
、
実
際
に
行
っ
て
も
、
同
じ
脳

部
位
が
活
動
す
る

(Jeannerod)
。
ま
た
苦
痛
状
況
を
、
想
像
し
て
も
実
際
に
体
験
し
て
も
、
他
者
が
体
験
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
同

じ
脳
部
位
が
活
動
す
る
(
]
a

た
s
o
n
et al)
。

(6)
こ
こ
で
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
よ
る
概
念
定
義
に
従
っ
て
い
る
。
「
そ
の
対
象
を
区
別
し
、
識
別
し
、
ま
わ
り
か
ら
そ
の
対
象

を
区
切
り
、
そ
の
対
象
が
同
一
で
あ
る
と
認
め
る
機
能
を
概
念
作
用
と
呼
ぶ
。
」

0
目
る
S

、1
8
9
2
、p
.
2
1
0

邦
訳
（
下
）
十
七
頁
）
訳
は
邦
訳

を
参
考
に
し
つ
つ
、
自
由
に
変
え
て
い
る
。
以
下
の
引
用
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
同
様
の
定
義
は

M
巳
k
g
(
p
.
6
9
)

に
も
見
ら
れ

る。

(
7
)
他
者
の
行
動
を
そ
の
目
的
に
従
っ
て
理
解
し
始
め
る
の
は
生
後
九
ヶ
月
頃
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
他
者
の
行
動
に
つ
い
て
「
わ
ざ
と
し
な

い
」
と
「
で
き
な
い
」
を
区
別
し
始
め
る
の
は
、
生
後
九
ヶ
月
頃
か
ら
で
あ
る

(
B
e
h
n
e
et al)
。

(8)
行
動
の
「
抑
制
・
遅
延
」
と
意
識
と
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う
考
え
は
、
哲
学
者
で
は
B
e
r
g
s
o
n
(
1
9
4
1
、p
.
1
4
5

邦
訳
一
七
七
'
-
七
八
頁
）
、

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

ホ
ミ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
』
京
都

九
四



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

九
五

L
e
v
i
n
a
s
 
(1961
、p
.
1
4
0
邦
訳
（
上
）
三
三
八
頁
）
、
脳
研
究
者
で
は
R
o
s
器
U
伶
p
屈
Ila
に
見
ら
れ
る
。

(
9
)
こ
こ
に
、
行
為
と
知
覚
と
言
語
の
同
型
性
が
存
在
す
る
。
即
ち
、
指
示
対
象
を
持
つ
の
で
あ
る
。

(10)
こ
の
こ
と
は
、
「
ま
こ
と
」
と
い
う
語
が
「
真
実
」
と
「
偽
り
飾
ら
な
い
こ
と
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
持
つ
こ
と
と
合
致
す
る
。
一
般
に
、

前
者
に
は
「
真
」
、
後
者
に
は
「
誠
」
と
い
う
漢
字
が
使
用
さ
れ
る
。
ま
た
、
「
誠
」
は
成
が
音
を
表
し
、
か
さ
な
る
意
の
語
源
（
重
）
か
ら
き

て
い
る
。

(11)
人
は
欺
き
に
特
に
敏
感
で
、
欺
き
を
発
見
す
る
た
め
の
特
別
の
装
置
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
C
o
s
m
i
d
e
s
&
T
o
o
b
y
)
。
ま
た
、
現
存

の
類
人
猿
は
欺
き
を
行
う
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
類
人
猿
の
欺
き
に
つ
い
て
は
、
バ
ー
ン
(
-
八
一
，
二

0
四
頁
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。

(12)
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
も
身
体
の
接
触
に
よ
っ
て
、
安
心
す
る
よ
う
で
あ
る
（
ド
ゥ
・
ヴ
ァ
ー
ル
、
四
一
＇
四
二
頁
）
。

(13)
語
る
こ
と
は
体
を
開
く
こ
と
で
あ
る
と
気
づ
か
せ
て
く
れ
た
の
は
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
で
あ
る
。
「
他
人
に
身
を
さ
ら
す
こ
と

(exposition)

と

し
て
の
語
る
こ
と

(
L
e
v
i
n
a
s、1
9
7
4、p.61
邦
訳
―
二
四
頁
）
。
」
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
口
は
、
自
己
を
む
き
出
し
に
す
る
と
い
う
危
険

を
冒
す
こ
と
の
う
ち
に
、
真
摯
さ
の
う
ち
に
、
内
面
を
破
裂
さ
せ
て
一
切
の
保
護
を
放
棄
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
外
傷
に
身
を
さ
ら
す
こ
と
の

う
ち
に
、
可
傷
性
の
う
ち
に
、
存
し
て
い
る

(p.62
邦
訳
―
二
五
，
六
頁
）
。
」

(14)
白
川
静
『
新
訂
字
訓
』
（
平
凡
社
、

2
0
0
5
)
も
参
考
に
し
て
い
る
。

(15)
煉
む
の
「
束
」
は
、
「
ひ
き
し
ま
る
」
と
い
う
意
の
語
源
「
縮
」
か
ら
き
て
い
る
。

(16)
「
あ
い
だ
」
と
「
ま
」
を
区
別
す
る
た
め
に
、
以
下
「
ま
」
は
「
間
」
と
括
弧
つ
き
で
表
記
す
る
。

(17)
「
贈
与
す
る
こ
と
で
、
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
現
象
を
現
前
さ
せ
る
こ
と
で
、
言
葉
は
ひ
た
す
ら
共
通
性
を
創
設
す
る
。
即
ち
、
主
題
化

（
対
象
を
意
識
）
し
な
が
ら
与
え
る
の
で
あ
る
。
」

(L
令
inas、1
9
6
1
、p
.
7
2
邦
訳
（
上
）
一
九
一
頁
）

(18)
「
主
題
化
す
る
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
他
者
に
世
界
を
差
し
出
す

(
O
印
巳
こ
と
で
あ
る
。
」

(
L
e
v
i
n
a
s
‘
1
9
6
1
、
p
.
1
8
4
邦
訳
（
下
）
六
六

頁）

(19)
「
住
み
か

(
d
e
m
u
r
e
)

か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
が
潜
在
的
に
生
れ
る
。
享
受
す
る
こ
と
を
延
期
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界

と
い
う
も
の
が
接
近
可
能
と
な
る
。
」

(
L
e
v
i
n
a
s、1
9
6
1
、p
.
1
3
0
邦
訳
（
上
）
三
一
七
頁
）
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
住
み
か
を
、
表
象
・
言
語
・
自
己

概
念
・
意
識
と
同
じ
構
造
（
間
隔
を
持
つ
と
い
う
構
造
）
を
持
つ
と
考
え
、
こ
れ
ら
の
誕
生
は
同
時
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る

(
p
p
.
1
0
5、1
4
5、1
4
7、1
8
5、214ffl!:
訳
（
上
）
二
六

0
、
三
四
九
、
三
五
三
、
（
下
）
六
七
、
一
三
二
頁
）
。

(20)
こ
の
こ
と
に
は
傍
証
が
あ
る
。
人
以
外
の
動
物
は
、
た
い
て
い
食
物
を
そ
の
場
で
食
べ
る
。
人
は
、
た
い
て
い
持
ち
帰
っ
て
食
べ
る
の
で
あ



る
（
西
田
・
保
坂
、
二
五
七
、
二
五
八
、
二
九
0
頁）。

(21)
こ
の
点
は
、
和
辻
(
-
八
＇
二
九
頁
）
を
参
考
に
し
て
い
る
。
な
お
『
大
辞
林
』
（
第
三
版
）
に
よ
る
と
、
「
人
」
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。

(22)
こ
の
よ
う
な
想
定
は
、
誠
実
条
件
と
呼
ば
れ
る
。
例
え
ば
、
戸
を
閉
め
る
よ
う
に
命
令
す
る
と
き
は
、
聞
き
手
が
戸
を
閉
め
る
こ
と
を
話
し

手
が
願
望
し
て
い
る
こ
と
。
約
束
す
る
と
き
は
、
そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
を
話
し
手
が
意
図
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

(23)
「
放
す
」
に
は
「
気
を
許
す
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。

(24)
こ
こ
で
情
動

(emotion)
と
感
情
(
f
⑱

ling)
の
区
別
を
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
で
は
、
心
理
学
用
語
と
は
少
し
異
な
る
語
法
を
と
る
。

情
動
は
無
意
識
の
「
身
構
え
」
、
「
行
動
へ
の
姿
勢
」
で
あ
る
。
そ
の
身
構
え
を
認
知
し
て
生
じ
る
の
が
感
情
で
あ
る
。
こ
の
区
別
の
論
点
は
、

情
動
は
心
的
状
態
で
は
な
く
、
全
身
の
状
態
で
あ
り
、
身
構
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
心
的
状
態
と
し
て
し
か
情
動
を
見
な
い
こ
と

が
、
こ
れ
ま
で
情
動
が
無
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
情
動
が
身
構
え
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、

我
々
は
笑
う
と
き
、
こ
ぶ
し
を
固
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
体
に
力
を
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
れ
は
、
「
縮
み
上
が
る
」
と
形
容
さ

れ
る
よ
う
に
、
全
身
の
収
縮
で
あ
る
。
情
動
と
は
、
全
身
の
反
応
で
あ
り
、
或
る
「
身
構
え
」
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
身
構
え
と
は
行
動
へ
の

姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
根
源
的
に
は
、
行
動
の
推
進
と
行
動
の
停
止
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
情
動
と
感
情
の
区
別
に
関
し
て
は
、
ダ

マ
ジ
オ
（
二
＇
三
章
）
に
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
が
、
少
し
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
ダ
マ
ジ
オ
は
「
罪
悪
感
（
管

ilt)
、

同
情

(
s
y
m
p
a
t
h
y
)
、
恥
（
住
目
5
)
」
を
情
動
に
分
類
す
る
が
、
私
は
こ
れ
ら
を
感
情
と
み
な
す
。
身
体
の
状
態
を
情
動
と
捉
え
る
考
え
方

は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
遡
る
。
「
刺
激
す
る
事
実
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
ぐ
に
身
体
の
変
化
が
生
じ
る
。
こ
の
変
化
を
生

じ
て
い
る
と
お
り
に
感
じ
る
と
、
情
動
に
な
る
ぞ
目
es、1
8
9
0、p.1065)
。
」
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
考
え
を
最
近
発
展
さ
せ
た
も
の

に
、
「
体
現

(
e
m
b
o
d
i
m
g
t
)
」
説
が
あ
る
。
刺
激
の
知
覚
に
よ
っ
て
生
じ
る
身
体
状
態
を
体
現
（
情
動
を
体
現
す
る
も
の
）
と
呼
び
、
そ
の

体
現
が
十
分
強
く
、
か
つ
そ
の
体
現
に
注
意
が
向
け
ら
れ
た
と
き
に
、
意
識
的
な
感
情
と
な
る
、
と
考
え
る
も
の
で
あ
る

(Niedg5巴
et

邑゚
(25)
メ
ル
ロ
1
1
ポ
ン
テ
ィ
が
い
う
よ
う
に
、
聞
く
こ
と
は
話
す
こ
と
で
あ
り
、
話
す
こ
と
は
聞
く
こ
と
で
あ
る

(Merleau,Ponty、
pp.58-59)
。

し
た
が
っ
て
、
他
者
の
声
を
声
と
し
て
聞
い
た
瞬
間
に
、
私
も
他
者
に
潜
在
的
に
発
声
し
て
い
る
。
即
ち
、
声
を
聞
い
た
瞬
間
に
私
は
も
う
そ

の
他
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
「
聞
く
こ
と
は
話
す
こ
と
、
話
す
こ
と
は
聞
く
こ
と
」
と
い
う
こ
と
の
根
拠
は
、
知
覚
の
問
題
に
な
る
の
で
、

こ
こ
で
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
実
験
的
事
実
を
一
っ
挙
げ
る
。
他
者
の
声
を
聞
く
と
き
、
私
の
舌
や
唇
が
活
動
す
る
こ
と
が
確
か
め

呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

九
六



呼
び
か
け
と
呼
び
か
け
の
間

九
七

ら
れ
て
い
る

(Fadigaetal、2
0
0
l
;
W
a
t
k
i
n
s
&
P
a
u
s
)
。

(26)
不
公
平
に
は
人
は
怒
る
と
い
う
こ
と
、
不
公
平
な
取
り
分
を
し
ば
し
ば
人
は
拒
否
す
る
こ
と
は
、
「
最
終
提
案
ゲ
ー
ム
（
巳
日

natum

g
日
n
e
)
」
と
い
っ
た
経
済
学
の
実
験
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
も
し
人
間
が
全
く
利
己
的
で
あ
っ
た
な
ら
、
即
ち
、
自
分
の
利
得
を
最

大
化
す
る
こ
と
が
行
動
原
理
で
あ
る
な
ら
、
一
円
の
取
り
分
で
も
受
諾
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
人
は
、
不
公
平
な
取
り
分
を
拒
否

す
る
。
不
公
平
に
は
人
は
怒
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
損
得
と
怒
り
の
間
で
人
は
葛
藤
す
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
脳
研
究
か
ら
も
裏

付
け
ら
れ
て
い
る
。
情
動
系
（
島
皮
質
）
が
よ
り
活
動
す
る
と
不
公
平
な
提
案
を
拒
否
し
、
思
考
系
（
前
頭
皮
質
）
が
よ
り
活
動
す
る
と
受
諾

す
る
の
で
あ
る

(sgfey
et 
al)
。
つ
ま
り
、
損
得
を
計
算
す
れ
ば
受
諾
だ
が
、
情
動
が
許
さ
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
参
考
文
献
と
し
て

は
次
が
あ
る
。
友
野
（
三

0
七
＇
三
一
八
頁
）
、

X
g
o
色
i
o
u跨
r、
F
e
h
r
&
F
i
s
c
h
b
a
c
h
e
r
0


