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多
和
田
葉
子
「
献
灯
使
」
に
描
か
れ
た
〈
老
い
〉

　
　
―
身
体
と
認
識
と
の
差
異
―

安
西
晋
二

　
　
　

一
、
文
学
の
な
か
の
〈
老
い
〉

　

一
〇
〇
歳
以
上
の
人
口
が
七
万
人
に
届
こ
う
と
し
て
い
る
現
在
の
日
本

に
お
い
て
、
労
働
す
る
高
齢
者
は
、
す
で
に
希
有
な
存
在
と
は
い
い
が
た

い
。
メ
デ
ィ
ア
で
は
、
長
生
き
の
秘
訣
や
仕
組
み
な
ど
が
た
び
た
び
特
集

さ
れ
、
世
界
有
数
の
長
寿
国
に
ふ
さ
わ
し
い
情
報
が
巷
間
に
は
溢
れ
て
い

る
。
一
方
で
、
総
務
省
統
計
局
は
、
二
〇
五
〇
年
ま
で
に
日
本
の
総
人
口

は
一
億
を
下
回
る
と
の
人
口
推
計
を
出
し
た
。
団
塊
世
代
の
喪
失
を
は
じ

め
と
し
た
、高
齢
者
を
含
む
大
幅
な
人
口
減
少
は
確
実
に
近
づ
い
て
い
る
。

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
ビ
ジ
ネ
ス
も
楽
観
視
は
で
き
な
い
。
人
口
減
少
を

視
野
に
入
れ
た
少
子
高
齢
化
と
い
う
現
状
と
、
い
か
に
向
き
合
う
か
が
問

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

多
和
田
葉
子
の
「
献
灯
使
」（「
群
像
」
平
成
二
六
・
八
）
は
、
こ
の
よ

う
な
日
本
の
状
況
と
密
接
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
登
場
人
物
の
義

郎
は
、
何
ら
か
の
「
汚
染
」
の
影
響
か
ら
か
、「
死
を
奪
わ
れ
た
状
態
」

に
あ
り
、
一
〇
〇
歳
を
越
え
て
も
な
お
健
康
な
身
体
の
も
ち
主
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
。
小
学
二
年
生
で
は
あ
る
が
、
食
事
や
歩
行
、
服
の
着
替
え

す
ら
も
身
体
的
に
困
難
な
曾
孫
の
無
名
を
、彼
は
養
い
、家
事
に
勤
し
む
。

環
境
の
「
汚
染
」
に
よ
り
、
諸
外
国
と
の
国
交
が
途
切
れ
た
日
本
は
「
鎖
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国
」化
し
、さ
ら
に
は
東
京
な
ど
の
都
市
部
が
過
疎
化
す
る
の
に
対
し
て
、

沖
縄
・
北
海
道
へ
と
人
口
が
移
入
し
て
い
る
と
い
う
「
献
灯
使
」
の
物
語

世
界
は
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
と
を
始
点

と
し
た
、
近
未
来
的
な
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア（

1
（

を
連
想
さ
せ
も
し
よ
う
。

　

た
だ
し
、
多
和
田
葉
子
自
身
は
、
近
未
来
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
は
否
定
的

で
あ
っ
た
。
多
和
田
は
、
ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
と
の
対
談
で
、
義
郎

や
無
名
ら
の
身
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
、「
年
寄
り
は
放
射
能
に
当
た
る

と
死
な
な
く
な
る
、
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
っ
と
正
確
に
言

え
ば
、
本
当
に
そ
う
な
の
か
は
誰
に
も
ま
だ
最
終
的
に
は
わ
か
ら
な
い
と

い
う
設
定
で
す
け
れ
ど
」
と
「
放
射
能
」
の
影
響
を
示
唆
し
、「
元
気
な

年
寄
り
が
日
本
社
会
を
支
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
い
う
社
会
構

造
は
す
で
に
あ
る
わ
け
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
も
『
献
灯
使
』
は
未
来
小

説
じ
ゃ
な
い
ん
で
す（

2
（

」
と
述
べ
て
い
る
。「
元
気
な
年
寄
り
が
日
本
社
会

を
支
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
」
と
い
う
「
社
会
構
造
」
は
、
先
に
挙
げ

た
日
本
社
会
の
現
状
に
通
じ
て
い
よ
う
。
義
郎
を
は
じ
め
と
し
た
高
齢
者

た
ち
は
、
無
名
ら
の
よ
う
な
若
い
世
代
を
、
あ
る
い
は
物
語
内
に
お
け
る

〝
社
会
〟
を
支
え
る
中
心
的
な
構
成
員
・
労
働
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
よ
っ

て
、「
献
灯
使
」
は
、
高
齢
化
社
会
の
変
奏
を
描
い
た
文
学
作
品
と
し
て

十
分
に
機
能
し
て
い
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、
高
齢
者
を
題
材
と
し
た
文
学
作
品
で
は
、〈
老
い
〉
に
よ
っ

て
も
た
ら
さ
れ
る
境
地
が
、
検
討
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
鈴
木
斌
は
、
そ
の
よ
う
な
日
本
文
学
に

お
け
る
〈
老
い
〉
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

　
　

 　

平
均
寿
命
が
延
び
た
今
日
、
定
年
を
迎
え
て
も
精
神
や
肉
体
は
ま

だ
若
い
。
し
か
し
、
そ
の
日
を
境
に
そ
れ
ま
で
の
社
会
的
地
位
は
一

挙
に
消
滅
し
、
同
時
に
経
済
的
な
基
盤
も
大
幅
に
弱
体
化
さ
れ
る
。

従
来
ま
で
の
日
本
文
学
に
描
か
れ
た
〈
老
い
〉
は
こ
の
激
変
や
病
に

苦
悩
し
、
そ
れ
ら
を
嘆
い
た
作
品
が
多
い
。

　
　

 　

し
か
し
、
最
近
は
そ
の
流
れ
と
共
に
、
老
年
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ

れ
た
自
由
な
立
場
と
時
間
を
生
か
し
た
生
活
や
、
老
年
に
な
ら
な
け

れ
ば
見
え
て
こ
な
い
人
生
の
真
実
を
描
い
た
作
品
が
確
実
に
増
え
て

い
る
。
こ
の
二
様
の
文
学
の
呼
称
は
定
着
し
て
い
な
い
が
「
老
人
文

学
」
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う（

（
（

。

鈴
木
の
説
く
「
老
人
文
学
」
の
特
徴
は
、
確
か
に
〈
老
い
〉
な
ら
で
は
の

テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
、「
す
こ
や
か
に
生
き
た
い
と
い

う
生
の
願
望
よ
り
も
、
周
り
に
迷
惑
を
か
け
る
よ
う
な
ら
す
み
や
か
に
死

に
た
い
と
い
う
死
へ
の
親
和
性
。
そ
れ
が
世
界
有
数
の
「
豊
か
さ
」
を
誇

る
日
本
の
長
寿
社
会
の
現
実
で
は
な
い
か（

（
（

」と
天
野
正
子
が
い
う
よ
う
な
、
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死
の
観
念
も
関
わ
る
は
ず
だ
。
医
療
技
術
が
進
歩
し
、
平
均
寿
命
が
延
び

よ
う
と
、
身
体
の
衰
え
と
死
と
は
、〈
老
い
〉
と
不
可
分
で
あ
る
。

　

だ
が
、「
献
灯
使
」
の
義
郎
は
、「
死
を
奪
わ
れ
た
状
態
」
に
あ
り
、
根

本
的
に
死
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
。
な
お
か
つ
、
日

本
の
「
鎖
国
」
は
、
国
内
で
の
外
国
語
（
カ
タ
カ
ナ
語
）
の
使
用
ま
で
を

も
禁
じ
、「
汚
染
」
は
、
食
生
活
を
変
化
さ
せ
、
無
名
と
義
郎
と
の
身
体

的
な
差
異
を
鮮
明
に
し
て
い
く
。
い
わ
ば
、〈
老
い
〉
る
に
し
た
が
い
義

郎
が
培
っ
て
き
た
価
値
観
は
、
環
境
の
変
化
と
無
名
と
を
前
に
し
て
、
激

し
く
揺
さ
ぶ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
ら
あ
る
。

　

近
年
で
は
、
老
化
現
象
を
多
面
的
か
つ
総
合
的
に
研
究
す
る
ジ
ェ
ロ
ン

ト
ロ
ジ
ー
の
評
価
が
、
日
本
で
も
進
ん
で
い
る
。
そ
の
な
か
で
文
学
は
、

学
術
的
な
見
地
を
得
る
た
め
の
情
報
の
ひ
と
つ
と
し
て
し
ば
し
ば
利
用
さ

れ
る（

（
（

。
老
化
を
多
角
的
に
分
析
す
る
う
え
で
も
、
義
郎
か
ら
読
み
取
れ
る

よ
う
な
〈
老
い
〉
へ
の
注
目
は
、
有
効
な
観
点
に
な
る
は
ず
だ
。
翻
っ
て

そ
れ
は
、
多
和
田
葉
子
自
身
が
「
未
来
小
説
じ
ゃ
な
い
」
と
し
、
現
在
の

高
齢
化
社
会
と
連
接
す
る
と
い
う
「
献
灯
使
」
を
、
あ
ら
た
め
て
問
い
直

す
契
機
に
も
な
ろ
う
。
そ
こ
で
ま
ず
は
、「
献
灯
使
」
の
物
語
世
界
に
つ

い
て
整
理
し
、
現
実
的
な
社
会
状
況
と
の
つ
な
が
り
を
検
討
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
め
た
い
。

　
　
　

二
、「
献
灯
使
」
の
物
語
世
界

　
「
献
灯
使
」
は
、
末
部
を
除
い
て
、
朝
か
ら
無
名
の
通
う
小
学
校
で
の

授
業
中
ま
で
の
時
間
を
大
枠
と
し
つ
つ
、
そ
こ
に
登
場
人
物
の
回
想
や
思

考
が
挿
入
さ
れ
て
い
く
。
特
に
、
義
郎
の
回
想
で
は
、
物
語
の
現
在
時
に

お
い
て
彼
ら
を
め
ぐ
る
環
境
・
状
況
が
、
過
去
と
対
比
的
に
表
さ
れ
て
い

る
。「
放
射
能
」
と
い
う
言
葉
は
一
切
使
用
さ
れ
ず
、「
汚
染
」
の
原
因
等

も
ま
っ
た
く
語
ら
れ
な
い
「
献
灯
使
」
で
は
、
そ
れ
以
前
と
以
後
と
の
相

違
が
、
義
郎
ら
を
介
し
て
前
景
化
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
汚
染
」
以
前
と
以
後
と
を
内
包
す
る
「
献
灯
使
」
の
物
語
世
界
は
、

日
本
の
「
鎖
国
」
化
か
ら
、
数
十
年
が
経
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
明

確
な
経
年
は
断
定
で
き
な
い
も
の
の
、「
献
灯
使
」
で
は
、「
英
語
を
習
わ

な
く
な
っ
た
世
代
が
「m

ade in Japan

」
の
「m

ade

」
を
自
分
な
り
に

解
釈
し
た
結
果
」、
自
社
製
品
の
靴
の
中
に
「「
岩
手
ま
で
」
と
毛
筆
で
」

記
し
た
り
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
な
く
な
っ
た
日
を
祝
う
「
御
婦
裸
淫

の
日
」」が
で
き
た
り
と
、言
葉
を
め
ぐ
る
状
況
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
の
溢
れ
た
言
語
感
覚
は
、「
献
灯
使
」
と
い

う
小
説
の
魅
力
で
あ
る
と
同
時
に
、「
汚
染
」
後
の
時
間
経
過
が
、
世
代

間
の
教
育
・
認
識
の
格
差
を
と
も
な
う
レ
ベ
ル
に
ま
で
達
し
て
い
る
こ
と
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を
意
味
し
て
も
い
よ
う
。「
汚
染
」
は
、
す
で
に
過
ぎ
去
っ
た
、
一
時
的

な
過
去
の
出
来
事
な
の
で
は
な
く
、
物
語
内
の
現
在
時
を
生
き
る
義
郎
と

無
名
と
に
進
行
中
の
事
態
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
義
郎
は
、
物
語
内
現
在
に

お
け
る
環
境
・
認
識
の
変
化
を
、
自
ら
が
生
き
て
き
た
「
汚
染
」
以
前
の

過
去
と
た
び
た
び
対
照
さ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

曾
秋
桂
は
、
こ
の
よ
う
な
「
献
灯
使
」
の
物
語
世
界
を
、「
厳
し
い
放

射
性
物
質
汚
染
に
対
応
す
る
人
間
を
含
む
環
境
変
化
を
物
語
っ
て
い
る
」

「「
不
死
の
島
」
の
延
長
で
」
あ
る
と
し
、「
厳
し
い
放
射
性
物
質
汚
染
と

い
う
現
実
の
中
で
、
そ
れ
に
適
応
す
る
し
か
な
い
人
間
社
会
の
変
容
が
、

象
徴
的
な
形
で
語
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う（

（
（

」と
指
摘
し
た
。「
不
死
の
島
」

（『
そ
れ
で
も
三
月
は
、
ま
た
』
講
談
社
、
平
成
二
四
・
二
）
は
、「
献
灯
使
」

の
二
年
前
に
発
表
さ
れ
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の

事
故
と
の
影
響
が
、か
な
り
直
接
的
に
表
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。両
作
は
、

同
様
の
設
定
が
採
ら
れ
、
ど
ち
ら
も
確
か
に
「
現
実
」
に
「
適
応
す
る
し

か
な
い
人
間
社
会
の
変
容
」が
描
か
れ
て
も
い
る
た
め
、「
献
灯
使
」を「「
不

死
の
島
」
の
延
長
」
と
読
む
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
多
和
田
葉
子
自
身

に
も
、
両
作
の
つ
が
な
り
を
示
唆
す
る
発
言（

（
（

は
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、「
献

灯
使
」
で
は
、
震
災
や
原
発
事
故
（
放
射
能
汚
染
）
を
直
接
的
に
示
す
言

葉
が
周
到
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
日
本
大
震
災
と
福
島

第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
と
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
を

含
む
（
あ
る
い
は
起
点
と
す
る
）
さ
ま
ざ
ま
な
「
災
害
」「
汚
染
」
が
、「
献

灯
使
」
の
射
程
に
は
収
め
ら
れ
て
こ
よ
う
。

　

な
か
で
も
「
汚
染
」
は
、
日
本
を
「
鎖
国
」
と
化
し
、
海
外
と
の
国
交

を
断
絶
さ
せ
る
だ
け
で
は
な
く
、「
こ
の
国
で
は
も
う
か
な
り
前
か
ら
野

生
動
物
を
目
に
す
る
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
生
態
系
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
義
郎
は
、

食
物
に
対
し
て
細
心
の
注
意
を
払
う
こ
と
に
な
る
。
無
名
に
食
べ
さ
せ
ら

れ
る
も
の
は
限
ら
れ
て
お
り
、
特
に
魚
介
や
野
菜
な
ど
に
は
「
汚
染
」
の

記
憶
が
つ
き
ま
と
う
。
別
居
中
の
義
郎
の
妻
で
あ
る
鞠
華
が
二
人
の
も
と

を
訪
れ
た
際
に
食
べ
ら
れ
る
鍋
で
は
、「
い
つ
も
な
ら
食
べ
な
い
エ
ビ
が

鍋
か
ら
あ
が
る
度
に
、
マ
イ
タ
ケ
が
あ
が
る
度
に
、
不
吉
な
汚
染
の
記
憶

を
振
り
払
っ
て
、
義
郎
と
鞠
華
は
楽
し
い
思
い
出
を
網
で
す
く
い
あ
げ
」

な
が
ら
食
事
を
楽
し
も
う
と
す
る
。
販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
を
買
っ
て
来

て
い
る
の
だ
か
ら
、「
汚
染
」は
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

二
人
の
「
不
吉
な
汚
染
の
記
憶
」
は
決
し
て
拭
い
去
れ
て
は
い
な
い
。「
汚

染
」
は
、
物
理
的
な
現
象
と
し
て
あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
記
憶
」
と
し
て

彼
ら
に
深
く
根
差
し
、そ
の
行
動
に
負
荷
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
汚
染
」
の
影
響
は
、
食
生
活
と
と
も
に
居
住
環
境
に
も
色
濃

く
表
れ
て
い
る
。
義
郎
と
無
名
と
は
、
質
素
な
仮
設
住
宅
で
「
避
難
生
活

を
送
っ
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
二
人
を
見
た
鞠
華
は
、「
義
郎
も
こ
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の
家
が
か
な
り
気
に
入
っ
て
い
る
こ
と
が
話
し
て
い
る
う
ち
に
わ
か
っ
て

き
た
」
と
実
感
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
、
仮
設
住
宅
の
建
設
と
都
内
の
様

子
と
は
、
よ
り
深
刻
な
状
況
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。

　
　

 

仮
設
住
宅
の
増
加
が
目
立
つ
の
は
多
摩
地
区
か
ら
長
野
に
か
け
て
の

地
域
で
、
こ
れ
か
ら
中
山
道
沿
い
に
京
都
ま
で
帯
状
に
じ
わ
じ
わ
と

人
口
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
都
心
に
は
も
う
人

が
住
ん
で
い
な
い
。
国
会
議
事
堂
や
最
高
裁
が
引
越
し
し
た
と
い
う

話
は
耳
に
し
な
い
が
、
か
つ
て
の
建
物
が
も
う
使
わ
れ
て
い
な
い
こ

と
は
確
か
だ
っ
た
。
空
洞
で
あ
る
。

「
献
灯
使
」
で
は
、「
汚
染
」
の
影
響
に
よ
っ
て
、「
一
等
地
も
含
め
東
京

二
十
三
区
全
体
が
、「
長
く
住
ん
で
い
る
と
複
合
的
な
危
険
に
さ
ら
さ
れ

る
地
区
」
に
指
定
さ
れ
」
て
い
る
。「
も
う
何
年
も
足
を
踏
み
入
れ
た
こ

と
の
な
い
新
宿
の
町
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
義
郎
が
想
像

す
る
場
面
も
あ
る
よ
う
に
、
居
住
者
の
い
な
く
な
っ
た
都
心
に
は
、
人
口

の
「
空
洞
」
化
が
起
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
過
疎
化
が
進
む

地
方
と
移
住
者
が
増
加
し
続
け
る
東
京
と
い
う
現
実
と
は
、
一
変
し
た
世

界
が
描
出
さ
れ
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　

し
か
も
、
人
口
の
推
移
に
関
し
て
は
、
沖
縄
へ
の
移
住
者
が
増
加
し
て

い
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
本
州
は
季
候
が
乱
暴
で
気
ま
ぐ
れ
な
性
格
に
な
っ

た
せ
い
で
農
業
が
や
り
に
く
く
」
な
り
、
人
々
は
、「
干
ば
つ
や
暴
風
豪

雨
に
追
い
立
て
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
、
本
州
か
ら
沖
縄
へ
た
く
さ
ん
の
男

女
が
移
住
し
た
」。
環
境
の
変
化
は
、
季
節
に
ま
で
及
ぶ
極
め
て
大
規
模

な
も
の
で
あ
る
の
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
が
関
東
か
ら
関
西
に
か
け
て
広

が
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
農
作
物
が
豊
か
で
「
汚
染
」
の
影
響
を
受
け
に

く
い
沖
縄
へ
と
移
住
者
が
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
こ
の
移
住
も
無
制
限
に
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
物
語

内
で
は
、
す
で
に
「
北
海
道
は
移
民
を
受
け
入
れ
な
い
政
策
を
と
っ
て
い

る
」。対
し
て
沖
縄
は
、当
初
は「
移
民
を
無
制
限
に
受
け
入
れ
る
方
針
だ
っ

た
が
、
男
性
労
働
者
だ
け
が
増
え
る
の
を
恐
れ
」、「
沖
縄
の
農
場
で
働
き

た
い
人
は
夫
婦
で
申
請
し
な
け
れ
ば
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
」。

「
農
園
以
外
の
仕
事
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
、
農
場
へ
の
就
職
が
決
ま
っ

て
い
な
け
れ
ば
移
住
許
可
は
も
ら
え
」
ず
、
し
か
も
、「
保
育
園
や
児
童

預
か
り
所
が
不
足
し
て
い
る
の
で
、
十
二
歳
以
下
の
子
供
を
連
れ
て
移
住

し
た
い
と
い
う
夫
婦
は
採
用
さ
れ
な
い
が
、
子
供
が
い
て
も
そ
の
子
を
親

戚
等
に
預
け
て
く
る
な
ら
ば
移
住
許
可
が
下
り
」、「
子
供
が
生
ま
れ
る
と

困
る
の
で
、
女
性
の
場
合
は
五
十
五
歳
以
上
、
男
性
の
場
合
は
す
で
に
去

勢
手
術
を
受
け
て
い
る
人
が
優
先
さ
れ
」
る
と
い
う
よ
う
に
、
人
口
管
理

ま
で
も
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
献
灯
使
」
発
表
以
後
の
現
在
の
日
本
に
お

い
て
も
人
口
減
少
は
、
あ
い
か
わ
ら
ず
、
改
善
を
要
す
る
が
避
け
ら
れ
な

い
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
出
生
に
よ
る
人
口
増
加
は
、
望

む
べ
き
未
来
だ
。
た
と
え
ば
、
総
務
省
統
計
局
に
よ
る
平
成
三
〇
年
公
開

の
デ
ー
タ（

（
（

（
平
成
二
八
年
度
調
査
）
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
日
本
で
合
計
特

殊
出
生
率
が
も
っ
と
も
高
い
の
は
、
沖
縄
の
一
・
九
五
で
あ
る
。
一
方
、

東
京
の
合
計
特
殊
出
生
率
は
、
一
・
二
四
と
国
内
で
も
っ
と
も
低
い
。
現

実
の
東
京
の
人
口
は
、
移
住
者
に
よ
っ
て
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
部
分
が
大

き
い
わ
け
だ
が
、「
献
灯
使
」
で
は
、「
汚
染
」
の
た
め
、
東
京
の
「
空
洞
」

化
が
進
み
、
多
く
の
人
々
が
沖
縄
に
移
動
し
て
い
く
。
同
デ
ー
タ
で
沖
縄

の
転
入
率
（
五
年
前
の
常
在
地
が
他
県
の
者
の
割
合
）
は
、
一
・
七
一
と

国
内
一
二
位
で
あ
り
、
全
国
的
に
見
て
も
決
し
て
低
く
は
な
い
。
と
は
い

え
、
東
京
の
転
入
率
三
・
〇
三
（
国
内
一
位
）
と
比
べ
れ
ば
、
そ
の
差
は

歴
然
で
あ
る
。

　
「
献
灯
使
」
の
東
京
と
沖
縄
と
は
、
現
実
が
逆
転
さ
れ
て
い
る
か
の
よ

う
だ
。
だ
が
、
東
京
の
「
空
洞
」
化
は
、「
汚
染
」
の
現
状
を
強
調
し
、

そ
れ
に
よ
る
人
口
の
推
移
が
、
移
動
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
。「
死
を
奪
わ
れ
た
」
義
郎
ら
と
は
異
な
り
、
無
名
世
代
は
、

長
生
き
を
予
感
さ
せ
る
身
体
の
状
態
に
は
な
い
。
確
実
に
人
口
減
少
を

辿
っ
て
行
か
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
に
お
い
て
、「
献
灯
使
」
は
現

代
日
本
の
状
況
と
相
似
形
を
な
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
、

合
計
特
殊
出
生
率
が
も
っ
と
も
高
い
沖
縄
は
、
物
語
内
で
は
移
住
者
の
出

産
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
無
名
世
代
の
状
況
と
、
こ
の
子
ど
も
が
生
め

な
い
と
い
う
事
態
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
れ
は
、
現
実
の
少
子
高
齢
化
よ

り
も
、
は
る
か
に
深
刻
で
あ
ろ
う
。
物
語
内
の
沖
縄
で
は
、
子
ど
も
や
女

性
の
年
齢
が
細
か
に
設
定
さ
れ
、「
去
勢
手
術
」
と
い
う
非
人
道
的
な
処

置
ま
で
も
が
挙
げ
ら
れ
、
人
口
増
加
を
目
指
さ
な
い
管
理
が
な
さ
れ
る
。

国
は
、
そ
う
い
っ
た
施
策
に
ど
の
よ
う
な
関
与
を
し
て
い
る
の
か
ま
っ
た

く
わ
か
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
閉
塞
的
な
状
況
を
等
閑
視
し
て
い
る
か
の
よ
う

で
す
ら
あ
る
。
問
題
は
、
日
本
の
少
子
高
齢
化
と
の
重
な
り
だ
け
に
留
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
献
灯
使
」
の
物
語
世
界
は
、
出
生
率

が
低
下
し
続
け
、
人
口
減
少
の
一
途
を
突
き
進
む
と
い
う
、
お
そ
ら
く
今

後
も
好
転
は
望
め
な
い
だ
ろ
う
日
本
の
国
家
的
な
課
題
を
、
戯
画
化
し
て

い
る
と
も
読
め
る
だ
ろ
う
。

　

現
実
の
東
京
に
せ
よ
、「
献
灯
使
」
の
沖
縄
に
せ
よ
、
移
住
に
と
も
な

う
局
地
的
な
人
口
増
は
、
人
口
減
少
の
本
質
的
な
解
決
に
は
な
ら
な
い
。

「
汚
染
」
に
よ
る
世
界
か
ら
の
孤
立
は
、
状
況
が
改
善
さ
れ
る
望
み
す
ら

も
見
え
な
い
。
そ
の
な
か
で
も
、
義
郎
や
無
名
ら
は
た
く
ま
し
く
生
き
て

い
る
。
そ
こ
に
、
彼
ら
の
身
体
や
認
識
を
め
ぐ
る
問
題
が
深
く
関
わ
っ
て

く
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
、
身
体
と
認
識

　

物
語
内
で
は
、
義
郎
や
無
名
の
身
体
と
、「
汚
染
」
の
影
響
と
は
、
極

め
て
暗
示
的
で
あ
る
。一
切
、直
接
的
な
つ
な
が
り
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

よ
っ
て
、「
百
八
歳
の
誕
生
日
を
ど
う
祝
う
か
に
つ
い
て
具
体
的
に
計
画

を
練
る
気
に
は
な
れ
な
か
っ
た
」
と
い
う
、
物
語
内
で
一
〇
七
歳
に
な
っ

て
い
る
義
郎
が
、
い
つ
か
ら
「
死
を
奪
わ
れ
た
状
態
」
に
な
っ
た
の
か
も

定
か
で
は
な
い
。

　

ま
た
、
義
郎
の
よ
う
な
「
老
人
」
世
代
も
す
べ
て
が
一
様
で
は
な
い
。

一
〇
〇
歳
を
越
え
て
初
め
て
「
老
人
」
と
呼
ば
れ
、
以
下
の
世
代
は
、「
中

年
の
老
人
」「
若
い
老
人
」
と
さ
れ
る
。「
老
人
」
と
い
っ
て
も
、
七
〇
代

か
ら
一
〇
〇
歳
ま
で
の
三
〇
年
と
い
う
年
齢
の
開
き
は
大
き
い
。
義
郎
が

通
う
パ
ン
屋
の
従
業
員
は
、
一
〇
〇
歳
を
超
え
て
お
り
、「
小
柄
で
身
体

の
動
き
が
イ
タ
チ
の
よ
う
に
速
い
」。
し
か
も
、
そ
の
パ
ン
屋
の
主
人
に

よ
れ
ば
、「
百
歳
を
越
え
る
と
休
憩
の
必
要
は
な
く
な
る
ん
だ
と
本
人
は

言
っ
て
」
い
る
と
い
う
。「
若
い
老
人
で
あ
る
パ
ン
屋
は
、「
若
い
」
と
か

「
中
年
の
」
と
い
う
形
容
帽
子
を
被
ら
な
い
正
真
正
銘
の
「
老
人
」
で
あ

る
義
郎
の
顔
を
羨
ま
し
そ
う
に
眺
め
」
て
い
る
。
一
〇
〇
歳
を
超
え
、
健

全
な
身
体
を
も
つ
「
老
人
」
は
、
現
実
と
同
じ
く
憧
れ
の
対
象
で
あ
る
。

　
「
六
十
代
の
若
者
が
定
年
退
職
す
る
時
代
が
あ
っ
た
の
が
不
思
議
で
す
」

と
パ
ン
屋
の
主
人
が
話
し
て
い
る
よ
う
に
、「
献
灯
使
」
に
お
い
て
、

六
〇
代
は
ま
だ
若
い
。
義
郎
の
娘
で
あ
る
天
南
と
彼
女
の
婿
も
、「
六
十

代
の
若
々
し
い
筋
肉
」
の
も
ち
主
と
さ
れ
、
し
か
も
沖
縄
の
農
園
で
働
い

て
い
る
。
少
な
く
と
も
六
〇
代
以
上
が
、「
死
を
奪
わ
れ
た
」
状
態
に
あ

る
の
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
彼
ら
の
よ
う
な
「
老
人
」
は
、
労
働
面
と
消

費
面
と
で
、社
会
を
構
成
し
存
続
さ
せ
る
中
心
的
な
存
在
に
な
っ
て
い
る
。

前
節
で
論
じ
た
内
容
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
現
状
の
改
善
が
望
み
が
た
い
世
界

の
な
か
で
、
若
い
世
代
の
増
加
を
諦
め
、「
老
人
」
を
労
働
人
口
に
再
編

せ
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
な
価
値
の
見
直
し
が
、「
献
灯
使
」
か
ら
は
読
み

取
れ
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
無
名
は
、「
歯
が
も
ろ
い
の
で
、
パ
ン
は
液
体
に
浸
さ
な
け
れ

ば
食
べ
ら
れ
な
い
」「
ジ
ュ
ー
ス
な
ら
ば
十
五
分
く
ら
い
あ
れ
ば
飲
め
る
。

と
は
言
う
も
の
の
「
飲
む
」
と
い
う
行
為
も
無
名
に
と
っ
て
は
楽
で
は
な

い
」
な
ど
、
食
事
に
す
ら
も
困
難
が
と
も
な
う
。
さ
ら
に
は
、
座
る
こ
と

や
歩
く
こ
と
も
同
様
で
あ
り
、
義
郎
か
ら
す
れ
ば
「
一
歩
一
歩
が
労
働
」

な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
義
郎
か
ら
見
た
無
名
は
、「「
苦
し
む
」
と
い

う
言
葉
の
意
味
が
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
、
咳
が
出
れ
ば
咳
を
し
、
食
べ

物
が
食
道
を
上
昇
し
て
く
れ
ば
吐
く
だ
け
だ
っ
た
」「
そ
れ
が
無
名
の
世

代
の
授
か
っ
た
宝
物
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
無
名
は
自
分
を
可
哀
想
だ
と
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思
う
気
持
ち
を
知
ら
な
い
」
と
も
さ
れ
て
い
る
。
無
名
と
自
ら
と
の
差
異

を
測
り
、
そ
れ
を
価
値
あ
る
も
の
と
し
て
汲
み
取
ろ
う
と
す
る
義
郎
の
姿

が
浮
か
び
上
が
る
。
同
時
に
義
郎
は
、
身
体
を
め
ぐ
る
事
柄
に
苦
労
や
困

難
の
と
も
な
う
「
可
哀
想
」
な
「
子
供
」
と
し
て
無
名
を
捉
え
て
も
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
あ
く
ま
で
も
義
郎
か
ら
見
た
無
名
の
姿
で
あ
る
。

　

無
名
か
ら
見
た
義
郎
は
、「
曾
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
眉
毛
が
濃
く
て
顎
が

張
っ
て
い
て
強
そ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
、実
は
す
ご
く
傷
つ
き
や
す
く
て
、

す
ぐ
泣
き
そ
う
に
な
る
。な
ぜ
か
僕
の
こ
と
を
可
哀
想
だ
と
思
っ
て
い
る
」

と
語
ら
れ
て
い
る
。
義
郎
が
無
名
の
こ
と
を
「
可
哀
想
」
と
考
え
る
理
由

は
、
無
名
に
は
理
解
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
や
は
り
身
体
の
差
異
が
介

在
し
て
い
よ
う
。
食
生
活
や
運
動
能
力
の
差
異
は
、「
僕
と
曾
お
じ
い
ち
ゃ

ん
は
動
物
図
鑑
の
同
じ
ペ
ー
ジ
に
載
せ
て
も
ら
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
」

「
僕
ら
の
身
体
と
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
る
」
と
ま
で
、
無
名
に
思
わ
せ

て
い
く
。
義
郎
の
ほ
う
は
、「
自
分
た
ち
老
人
と
今
時
の
子
供
た
ち
と
は

正
反
対
で
、
決
し
て
病
気
に
な
ら
ず
、
何
も
考
え
な
い
で
朝
か
ら
晩
ま
で

働
け
る
頑
丈
で
神
経
の
太
い
別
の
哺
乳
類
な
の
だ
、
と
自
己
暗
示
を
か
け

続
け
」
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
面
的
な
解
釈
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
義
郎
と
無

名
と
双
方
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
点
は
、「
献
灯
使
」
の
構
造
上
の

特
徴
で
あ
ろ
う
。
多
和
田
葉
子
は
、「
一
人
の
視
点
か
ら
書
い
て
い
る
小

説
で
は
な
く
て
、視
点
の
転
換
が
あ
り
ま
す
。無
名
と
義
郎
は
助
け
合
い
、

し
っ
か
り
つ
な
が
っ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
二
人
の
も
の
の
見
方
が
一
致

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
し
、
無
名
の
「
自
分
な
り
の
見
方
を
伸
び

伸
び
発
展
さ
せ
て
い
く
感
じ
」
に
「
む
し
ろ
共
感
で
き
る
と
こ
ろ
」
も
あ

り
、「
そ
こ
に
希
望
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね（

（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
多

和
田
の
い
う
「
視
点
の
転
換
」
に
よ
っ
て
鮮
明
に
な
る
、
義
郎
と
無
名
と

の
認
識
や
価
値
観
の
相
違
は
、
多
様
な
解
釈
を
呼
び
込
む
。
彼
ら
だ
け
で

な
く
、
義
郎
の
妻
の
鞠
華
と
、
無
名
の
小
学
校
の
教
員
で
あ
る
夜
那
谷
に

も
「
視
点
の
転
換
」
は
起
こ
り
、
や
は
り
両
者
の
認
識
の
相
違
は
明
ら
か

と
な
る
。

　
「
優
秀
な
子
供
を
選
び
出
し
て
使
者
と
し
て
海
外
に
送
り
出
す
極
秘
の

民
間
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
あ
る
〈
献
灯
使
〉
に
関
わ
る
鞠
華
は
、「
頭
の

回
転
が
速
く
て
も
、
そ
れ
を
自
分
の
た
め
だ
け
に
使
お
う
と
す
る
子
は
失

格
」
な
ど
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
を
「
失
格
」
と
い
う
文
脈
で
い
く

つ
も
挙
げ
、
無
名
を
「
完
璧
な
適
任
者
」
と
考
え
て
い
た
。
物
語
内
で
自

在
な
感
性
を
表
し
て
い
く
無
名
は
、
す
べ
て
の
「
失
格
」
を
乗
り
越
え
て

い
く
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
無
名
に
、
義
郎
は
「
不
思
議
な
知
恵
」

「
新
種
の
知
恵
」
を
見
て
い
る
。
こ
れ
に
関
し
て
岩
川
あ
り
さ
は
、「
義
郎

が
感
じ
て
い
る
無
名
の
世
代
の
知
恵
は
、
か
つ
て
の
世
代
の
人
々
が
忌
避

し
て
い
た
遅
さ
や
弱
さ
が
、人
間
生
活
の
喜
び
だ
と
感
じ
る
力
だ
」と
し
、
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ま
た
、「
矛
盾
し
た
り
、異
な
っ
た
事
柄
だ
と
通
常
で
は
思
わ
れ
る
資
質
が
、

同
時
に
現
象
し
て
い
る
こ
と
を
使
者
の
条
件
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ

り
な
い
」
と
い
う
、
鞠
華
が
挙
げ
た
〈
献
灯
使
〉
の
た
め
の
「
資
質
こ
そ
、

「
不
思
議
な
知
恵
」
な
の
だ（

（1
（

」
と
指
摘
し
た
。

　

義
郎
が
「
不
思
議
」「
新
種
」
と
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
鞠
華

が
「
失
格
」
と
い
う
否
定
の
論
理
で
な
け
れ
ば
示
せ
な
い
、
そ
う
い
っ
た

無
名
の
能
力
は
、「
老
人
」
ら
の
価
値
観
に
到
底
収
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

多
和
田
の
発
言
と
と
も
に
、
岩
川
の
論
及
は
示
唆
的
で
あ
る
。
最
終
的
に

〈
献
灯
使
〉
に
選
ば
れ
、
海
外
に
送
ら
れ
る
無
名
に
、
多
和
田
の
い
う
よ

う
な
「
希
望
」
を
見
出
そ
う
と
す
れ
ば
、
彼
の
資
質
で
あ
る
「
不
思
議
な

知
恵
」
こ
そ
、
そ
れ
に
値
し
よ
う
。

　

た
だ
し
、「
視
点
の
転
換
」
が
繰
り
返
さ
れ
る
小
説
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

義
郎
や
鞠
華
ら
「
老
人
」
の
認
識
も
見
逃
し
が
た
い
の
で
あ
る
。
互
い
を

別
種
の
生
物
と
位
置
付
け
る
か
の
よ
う
な
解
釈
に
お
い
て
、
義
郎
と
無
名

と
は
一
致
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
こ
に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
は
、「
自
己

暗
示
を
か
け
続
け
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
郎
と
、
無
名
と
で
は
や
は
り

異
な
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
義
郎
は
、
無
名
を
ま
っ
た
く

理
解
で
き
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
理
解
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
は
な
い
。

「
宝
物
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
義
郎
は
、
自
ら
と

無
名
と
の
相
違
を
好
意
的
に
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
ま
た
、
孫
で
あ

る
飛
藻
の
こ
と
を
振
り
返
っ
た
義
郎
は
、「
子
孫
に
財
産
や
知
恵
を
与
え

て
や
ろ
う
な
ど
と
い
う
の
は
自
分
の
傲
慢
に
す
ぎ
な
か
っ
た
」
と
思
い
直

し
、「
今
で
き
る
こ
と
は
、曾
孫
と
い
っ
し
ょ
に
生
き
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
。

そ
の
た
め
に
は
し
な
や
か
な
頭
と
身
体
が
必
要
だ
。
こ
れ
ま
で
百
年
以
上

も
正
し
い
と
信
じ
て
い
た
こ
と
を
も
疑
え
る
よ
う
な
勇
気
を
持
た
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」
と
考
え
方
を
あ
ら
た
め
、「
実
は
自
分
は
「
老
人
」
で
は

な
く
、
百
歳
の
境
界
線
を
越
え
た
時
点
か
ら
歩
き
始
め
た
新
人
類
な
の
だ

と
思
っ
て
義
郎
は
何
度
も
拳
骨
を
握
り
な
お
し
た
」
の
で
あ
る
。

　

新
し
い
時
代
と
価
値
観
と
に
応
じ
た
認
識
の
変
化
の
た
め
に
、「
し
な

や
か
な
頭
と
身
体
」
が
求
め
ら
れ
る
。
き
っ
か
け
は
飛
藻
や
社
会
の
変
化

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、「
今
」
の
義
郎
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ば
無
名
を
理

解
し
、
と
も
に
生
活
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
が
、「
し
な
や
か
な
頭
と

身
体
」
な
の
だ
。
そ
の
身
体
と
認
識
と
に
絡
め
て
義
郎
は
、「「
老
人
」
で

は
な
く
、
百
歳
の
境
界
線
を
越
え
た
時
点
か
ら
歩
き
始
め
た
新
人
類
な
の

だ
」
と
、
自
身
を
定
位
し
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
何
度
も
拳

骨
を
握
り
な
お
」
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
に
、
困
難
な
こ
と
で
も
あ

る
の
だ
ろ
う
。「
自
己
暗
示
を
か
け
続
け
る
」
過
程
と
同
じ
で
あ
る
。

　

義
郎
は
、
自
ら
と
無
名
と
の
違
い
を
、
悩
み
苦
し
み
な
が
ら
、
身
体
を

介
し
て
繰
り
返
し
推
し
量
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
身
体
と
そ
の
認
識
と

の
摩
擦
が
、
鮮
明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
〇
〇
年
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以
上
を
か
け
て
培
わ
れ
た
価
値
観
で
さ
え
も
転
換
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い

う
こ
と
を
、
義
郎
は
簡
単
に
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
、
苦
悩
や
困
難
が

と
も
な
う
の
だ
。

　

鞠
華
も
、
義
郎
と
変
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
無
名
を
〈
献
灯
使
〉
の
「
完

璧
な
適
任
者
」
と
確
信
す
る
も
、
彼
女
は
、「
無
名
に
危
険
な
使
命
は
負

わ
せ
た
く
な
い
。
こ
の
ま
ま
い
つ
ま
で
も
義
郎
に
守
ら
れ
て
平
穏
な
毎
日

を
戦
い
抜
い
て
ほ
し
い
」
と
願
い
、「
自
分
さ
え
黙
っ
て
い
れ
ば
、
無
名

は
審
査
委
員
会
に
発
見
さ
れ
ず
に
す
む
だ
ろ
う
」
と
ま
で
思
っ
て
い
る
。

実
際
に
、
無
名
を
〈
献
灯
使
〉
に
勧
誘
し
た
の
は
夜
那
谷
だ
っ
た
。
無
名

を
〈
献
灯
使
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
し
て
見
詰
め
続
け
た
夜
那
谷
と
、

曾
祖
母
と
し
て
の
感
情
を
捨
て
切
れ
な
い
鞠
華
と
の
差
異
は
甚
だ
し
い
。

日
本
や
世
界
の
未
来
よ
り
も
、
曾
孫
の
安
全
と
成
長
と
を
願
う
曾
祖
母
を

否
定
は
で
き
ま
い
。

　

柔
軟
性
に
富
む
思
考
と
価
値
観
と
を
見
せ
続
け
る
無
名
は
、「
ア
メ
リ

カ
大
陸
が
右
半
身
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
が
左
半
身
だ
。
腹
に
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
を
感
じ
る
」
と
、
日
本
を
中
心
に
描
か
れ
た
、
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
で

あ
ろ
う「
大
き
な
世
界
地
図
」と
自
身
と
の
重
な
り
を
感
得
す
る
。「
鎖
国
」

化
に
よ
っ
て
外
交
の
閉
ざ
さ
れ
た
日
本
に
あ
っ
て
、
世
界
と
自
己
と
の
つ

な
が
り
を
暗
示
す
る
こ
の
場
面
は
、
日
本
か
ら
海
外
に
送
ら
れ
る
〈
献
灯

使
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
イ
メ
ー
ジ
の
構
築
で
も
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
意
識
を

失
い
、
八
年
の
歳
月
が
経
ち
一
五
歳
に
な
っ
た
無
名
は
、
夜
那
谷
に
推
薦

さ
れ
た
〈
献
灯
使
〉
を
承
諾
す
る
。「
生
ま
れ
た
時
の
性
が
持
続
す
る
こ

と
は
な
く
、
誰
で
も
人
生
の
う
ち
必
ず
一
度
か
二
度
は
性
の
転
換
が
起
こ

る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
物
語
世
界
の
な
か
で
、
無
名
も
、
一
五
歳
に
な
る

う
ち
に
女
性
化
し
た
と
思
し
い
兆
候
を
示
す
。
ほ
か
に
も
無
名
は
、
近
眼

が
進
み
、
呼
吸
器
に
は
「
頼
り
な
さ
を
感
じ
る
」
よ
う
に
な
り
、
車
椅
子

で
外
出
し
、「
声
帯
で
は
な
く
、
腕
時
計
か
ら
声
が
出
」
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
す
べ
て
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
身
体
上
の
変
化
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
無
名
の
立
場
か
ら
、「
百
十
五
歳
に
な
っ
た
義
郎
の
身
体

は
ま
だ
ま
だ
丈
夫
」
で
あ
り
、「
相
変
わ
ら
ず
可
哀
想
な
の
は
老
人
た
ち

だ
っ
た
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
義
郎
が
、「
な
ぜ
休
み
な
く
働

く
の
か
と
言
え
ば
、
何
も
し
な
い
で
い
る
と
涙
が
と
ま
ら
な
い
か
ら
だ
っ

た
」。
無
名
か
ら
す
れ
ば
、「
涙
が
と
ま
ら
な
い
」
義
郎
は
、「
可
哀
想
」

な
「
老
人
」
で
あ
る
。「
髪
の
毛
が
色
を
失
い
、
み
る
み
る
う
ち
に
銀
色

に
光
り
始
め
た
」
無
名
は
、「
二
人
で
銀
色
同
盟
を
結
ぼ
う
」
と
義
郎
に

も
ち
掛
け
る
。
無
名
は
、
苦
痛
も
、
自
ら
の
身
体
上
の
変
化
も
ま
っ
た
く

悲
観
し
な
い
。「
曾
お
じ
い
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
も
う
五
十
年
以
上
も
銀
色
の

髪
の
毛
で
元
気
に
暮
ら
し
て
き
た
ん
だ
か
ら
、
僕
だ
っ
て
こ
れ
か
ら
五
十

年
以
上
、
元
気
で
い
ら
れ
る
よ
」
と
、
義
郎
を
思
い
や
り
つ
つ
、
互
い
の

関
係
性
を
よ
り
強
固
に
す
る
よ
う
な
提
案
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
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に
よ
り
、「
義
郎
の
涙
は
奇
跡
の
よ
う
に
と
ま
っ
て
、
目
元
に
銀
色
の
微

笑
み
が
浮
か
ん
だ
」
の
だ
か
ら
、
無
名
の
性
質
は
、
や
は
り
「
希
望
」
を

予
感
さ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。

　

だ
が
、
義
郎
に
と
っ
て
、〈
献
灯
使
〉
に
な
る
と
い
う
無
名
の
選
択
は

受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。「
僕
だ
っ
て
こ
れ
か
ら

五
十
年
以
上
、
元
気
で
い
ら
れ
る
よ
」
と
い
う
言
葉
が
、
義
郎
の
涙
を
「
奇

跡
の
よ
う
に
」
止
め
た
の
だ
。
無
名
が
、
元
気
に
長
く
生
き
る
こ
と
こ
そ
、

義
郎
の
願
望
で
あ
る
。〈
献
灯
使
〉
に
ふ
さ
わ
し
い
無
名
の
イ
メ
ー
ジ
が

作
り
上
げ
ら
れ
て
い
く
一
方
で
、〈
老
い
〉
に
と
も
な
い
、
身
体
を
め
ぐ

る
認
識
を
変
え
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
理
解
し
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で
、

自
ら
が
培
っ
た
価
値
観
の
す
べ
て
を
捨
て
切
れ
な
い
義
郎
が
い
る
。「
視

点
の
転
換
」
の
繰
り
返
し
か
ら
生
じ
る
、
他
者
間
の
認
識
の
差
異
に
よ
っ

て
、「
献
灯
使
」
は
、
一
義
的
な
結
論
へ
の
帰
着
を
回
避
し
、
多
様
性
に

富
む
解
釈
を
呼
び
込
む
物
語
に
な
っ
て
い
る
。「
希
望
」と
し
て
の
無
名
も
、

義
郎
や
鞠
華
と
、
夜
那
谷
と
で
は
意
味
が
異
な
っ
て
い
よ
う
。

　
　
　

四
、〈
献
灯
使
〉
と
い
う
試
み

　

顧
み
れ
ば
、
一
五
歳
に
な
っ
た
無
名
は
、
横
た
わ
っ
た
際
に
か
か
る
重

力
や
、
砂
浜
の
感
触
、
海
水
の
臭
い
な
ど
、
最
後
ま
で
身
体
的
な
感
覚
を

味
わ
お
う
と
し
て
い
た
。
旧
来
的
な
身
体
感
覚
は
、
無
名
に
お
い
て
も
、

決
し
て
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
闇
に
脳
味
噌
を
ご
っ
そ
り

つ
か
ま
れ
、
無
名
は
真
っ
暗
な
海
峡
の
深
み
に
落
ち
て
い
っ
た
」
と
い
う

「
献
灯
使
」
の
結
末
は
、
実
体
的
な
身
体
の
喪
失
を
表
し
て
い
よ
う
。
あ

る
の
は
「
真
っ
暗
な
海
峡
の
深
み
」
な
の
だ
か
ら
、
灯
も
な
い
。「
五
十

年
以
上
、
元
気
で
い
ら
れ
る
よ
」
と
い
う
無
名
の
言
葉
は
、
ま
っ
た
く
異

な
る
価
値
へ
と
転
換
さ
れ
た
。
無
名
は
、「
希
望
」
を
つ
な
ぐ
存
在
に
は

違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
義
郎
や
鞠
華
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
彼
の
処
遇
は

人
身
御
供
に
等
し
い
の
で
は
な
い
か
。そ
の
意
味
で
、〈
献
灯
使
〉は
、人
々

の
「
希
望
」
と
い
う
灯
に
献
ぜ
ら
れ
る
使
い
で
あ
る
。

　

無
名
を
思
い
続
け
、
残
さ
れ
た
義
郎
の
心
の
内
を
想
像
す
る
と
き
、「
希

望
」
の
解
釈
も
変
わ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
献
灯
使
」
か
ら
は
、
世
界

や
環
境
、
身
体
や
認
識
の
変
化
へ
の
対
応
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
な
か
に

あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
手
放
し
が
た
い
も
の
の
価
値
を
、「
希
望
」
と
し

て
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。「
死
を
奪
わ
れ
た
」「
死
ね
な
い

身
体
」
に
よ
っ
て
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
〈
老
い
〉
の
苦

し
み
と
悲
し
み
を
と
お
し
て
、
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
「
献
灯
使
」
の
結
末
、
義
郎
や
無
名
ら
の
身
体
と
認
識
に
は
、
言
葉
の

問
題
も
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
外
来
語
の
未
使
用

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
「
岩
手
ま
で
」
や
「
御
婦
裸
淫
の
日
」
の
よ
う
な
言
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語
遊
戯
的
な
言
説
は
、
小
説
の
語
り
の
み
な
ら
ず
、
義
郎
や
無
名
ら
の
発

話
に
も
見
ら
れ
る
。「
乳
歯
」
を
「
入
試
」
へ
と
意
味
の
変
換
を
し
た
り
、

「「
ト
イ
レ
」
の
「
イ
レ
」
に
、「
入
れ
」
を
聞
き
取
り
、
出
す
場
所
な
の

に
入
れ
る
と
い
う
言
葉
の
矛
盾
を
感
じ
」
た
り
す
る
無
名
の
思
考
な
ど
、

登
場
人
物
と
言
葉
と
の
関
連
性
は
高
い
。

　

無
名
に
と
っ
て
義
郎
は
、「
曾
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
死
ん
だ
言
葉
、
使

わ
れ
な
い
言
葉
も
全
部
頭
の
中
に
入
っ
て
い
る
」「
使
わ
な
い
言
葉
を
た

く
さ
ん
脳
の
引
き
出
し
に
し
ま
っ
て
い
て
、
捨
て
よ
う
と
し
な
い
」
人
物

で
も
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
鎖
国
」
政
策
に
批
判
的
で
あ
り
、
価
値
観
の
す

べ
て
を
転
換
し
切
れ
な
い
義
郎
は
、た
び
た
び
外
来
語
を
口
に
し
て
い
た
。

ま
た
、
教
員
で
あ
る
夜
那
谷
は
、「
子
供
た
ち
が
言
葉
を
耕
し
、
言
葉
を

拾
い
、言
葉
を
刈
り
取
り
、言
葉
を
食
べ
て
、肥
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
る
」
と
い
う
。
言
語
遊
戯
的
な
感
性
に
も
長
け
た
無
名
は
、
ま
さ
に

言
葉
を
摂
取
し
て
成
長
す
る
子
ど
も
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
り
、
夜
那
谷
の

願
い
を
体
現
す
る
存
在
で
も
あ
る
。
物
語
内
で
は
、
南
ア
フ
リ
カ
と
イ
ン

ド
が
「
言
語
を
輸
出
し
て
経
済
を
潤
し
」
て
も
い
る
。
義
郎
が
捨
て
切
れ

ず
、
子
ど
も
の
成
長
を
促
し
、
国
の
経
済
を
も
潤
す
言
葉
は
、
豊
か
さ
の

象
徴
で
も
あ
ろ
う
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
小
説
の
冒
頭
付
近
で
は
、「
言
葉
の
寿
命
は
ど
ん

ど
ん
短
く
な
っ
て
い
く
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。「
鎖
国
」
に
よ
っ
て
外
来

語
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
だ
け
で
な
く
、「
古
く
さ
い
と
い
う
ス
タ
ン

プ
を
押
さ
れ
て
次
々
消
え
て
い
く
言
葉
の
中
に
は
後
継
者
が
な
い
言
葉
も

あ
る
」
と
も
い
う
。「
迷
惑
は
死
語
」
で
あ
り
、「
ア
リ
ガ
ト
ウ
っ
て
言
葉
」

も
「
も
う
死
ん
で
る
」
と
さ
れ
る
な
か
で
、
子
ど
も
た
ち
が
叫
ぶ
「
か
ん

し
ゃ
あ
あ
あ
あ
あ
あ
」
と
い
う
「
最
近
の
流
行
語
」
も
、
瞬
く
間
に
寿
命

が
尽
き
る
の
だ
ろ
う
。
意
味
の
剥
奪
さ
れ
た
音
だ
け
の
響
き
が
消
費
さ
れ

て
い
く
よ
う
だ
。
そ
う
い
っ
た
言
葉
の
寿
命
が
短
い
の
は
、
現
実
で
も
大

差
な
い
。い
ず
れ
に
せ
よ
、「
言
葉
の
寿
命
は
ど
ん
ど
ん
短
く
な
っ
て
い
く
」

と
最
初
に
語
ら
れ
、
無
名
ら
の
世
代
（
子
ど
も
）
の
寿
命
も
長
く
は
な
い

（
短
い
）
だ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
言
葉
と
子
ど
も
と
に
係
る
寿
命
の
短

さ
は
、
豊
か
さ
に
反
す
る
社
会
の
乏
し
さ
に
ほ
か
な
る
ま
い
。

　

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
無
名
に
抱
か
れ
る
「
希
望
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
褪

せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
同
時
に
、〈
老
い
〉
て
な
お
「
死
ね
な
い
身
体
」

と
な
り
残
さ
れ
る
側
の
物
語
も
、
そ
こ
に
は
内
在
し
て
い
た
。「
死
を
奪

わ
れ
た
」
と
表
現
さ
れ
る
義
郎
や
鞠
華
ら
「
老
人
」
は
、
言
葉
も
価
値
観

も
捨
て
切
れ
ず
、
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
社
会
の
な
か
で
、
苦
痛

と
悲
哀
と
を
噛
み
締
め
つ
つ
生
き
て
い
く
の
だ
ろ
う
。
彼
ら
の
身
体
と
認

識
と
を
め
ぐ
る
価
値
観
も
ま
た
、
無
名
の
そ
れ
と
同
様
に
見
直
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

　

義
郎
が
過
去
に
執
筆
し
た
、
歴
史
小
説
「
遣
唐
使
」
は
、
外
国
の
地
名
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を
多
用
し
た
た
め
に
公
表
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
が
、「
燃
や
す
の
が
つ

ら
い
の
で
」、「
敬
意
を
持
っ
て
別
れ
た
い
も
の
を
誰
も
が
自
由
に
埋
め
る

こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
「
モ
ノ
ノ
墓
地
」
に
埋
め
ら
れ
た
。
特
使
と
い

う
点
に
お
い
て
、
一
般
的
な
遣
唐
使
と
〈
献
灯
使
〉
と
は
、
意
味
を
同
じ

く
す
る
。
し
か
し
、
歴
史
小
説
「
遣
唐
使
」
は
、
埋
葬
さ
れ
て
残
る
も
の

で
あ
り
、〈
献
灯
使
〉
は
、
未
来
に
託
さ
れ
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。
物
語

を
結
末
ま
で
読
み
進
め
た
と
き
、
対
極
的
と
も
い
う
べ
き
「
遣
唐
使
」
と

〈
献
灯
使
〉
と
い
う
ふ
た
つ
の
言
葉
が
反
響
し
合
う
。
無
名
が
後
者
を
選

択
し
た
よ
う
に
、
義
郎
は
前
者
の
よ
う
な
あ
り
方
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

義
郎
か
ら
す
れ
ば
、〈
献
灯
使
〉
と
い
う
試
み
を
、
希
望
や
期
待
を
も
っ

て
受
け
入
れ
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
多
和
田
葉
子
「
献
灯
使
」
は
、

義
郎
が
抱
く
よ
う
な
〈
老
い
〉
の
悲
哀
と
い
か
に
向
き
合
う
か
と
い
う
問

い
を
、
読
者
に
喚
起
す
る
物
語
に
も
な
っ
て
い
る
。
身
体
を
め
ぐ
る
認
識

の
変
化
に
と
も
な
う
痛
み
は
、
あ
ま
り
に
大
き
い
。
少
子
高
齢
化
に
よ
る

人
口
減
少
を
突
き
進
む
、現
代
の
日
本
社
会
に
あ
っ
て
、「
死
を
奪
わ
れ
た
」

義
郎
と
〈
献
灯
使
〉
に
な
る
無
名
、
両
者
の
姿
は
痛
烈
な
批
評
と
な
り
う

る
だ
ろ
う
。

注（
1
） 

た
と
え
ば
、
小
野
正
嗣
の
書
評
「
言
葉
へ
の
感
受
性
を
取
り
戻
せ
―
多
和
田
葉
子

著『
献
灯
使
』（
講
談
社
）を
読
む
」（「
図
書
新
聞
」平
成
二
七
・
一
・
一
〇
）で
は
、

次
の
よ
う
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

 

デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
の
傑
作
と
し
て
絶
賛
さ
れ
た
表
題
作
「
献
灯
使
」
が
素
晴

ら
し
い
の
は
、
作
家
の
想
像
力
が
、
震
災
以
降
の
日
本
の
「
い
ま
」
に
混
じ
り

込
ん
だ
不
安
と
毒
の
種
子
を
、
時
間
を
早
回
し
す
る
よ
う
に
発
芽
さ
せ
て
み
せ

た
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
不
気
味
な
未
来
図
を
言
葉
と
人
間
と
の
い
わ
ば
身
体

的
な
関
係
の
問
題
と
し
て
描
い
て
い
る
か
ら
で
も
あ
る
。

　
　
　

 

同
時
に
、
小
野
は
、「「
献
灯
使
」
の
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
は
、
す
で
に
我
々
の
「
現

実
」
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
極
め
て
「
現
実
」
的
な
、
喫
緊
の
問
題
と

し
て
、
こ
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
。

（
2
） 

多
和
田
葉
子
・
ロ
バ
ー
ト　

キ
ャ
ン
ベ
ル
対
談
「
や
が
て
〝
希
望
〟
は
戻
る
―
旅

立
つ
『
献
灯
使
』
た
ち
」（「
群
像
」
平
成
二
七
・
一
）

（
（
） 

鈴
木
斌
「〈
老
い
〉
の
発
見
」（
尾
形
明
子
／
長
谷
川
啓
編
『
老
い
の
愉
楽
―
「
老

人
文
学
」
の
魅
力
』
東
京
堂
出
版
、
平
成
二
〇
・
九
）

（
（
） 

天
野
正
子
『
老
い
の
近
代
』（
岩
波
書
店
、
平
成
一
一
・
二
）

（
（
） 

ロ
バ
ー
ト
・
Ｃ
・
ア
ッ
チ
ェ
リ
ー
／
ア
マ
ン
ダ
・
Ｓ
・
バ
ル
シ
ュ
／
宮
内
康
二
訳

『
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
―
加
齢
の
価
値
と
社
会
の
力
学
―
』（
株
式
会
社
き
ん
ざ

い
、
平
成
一
七
・
六
）
で
は
、「
ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に

説
か
れ
て
い
る
。

　
　
　

 

ジ
ェ
ロ
ン
ト
ロ
ジ
ー
と
は
「
エ
イ
ジ
ン
グ
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
根
拠
を

持
つ
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
は
「
現
実
に
限
り
な
く
近
い
正
し
さ
」
で

あ
る
。
エ
イ
ジ
ン
グ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
し
、
対
策
を
検
討
す
る
た
め
に
は

あ
ら
ゆ
る
資
源
を
活
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
は
様
々
な
学
問

や
実
践
か
ら
の
照
査
を
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

 

ま
た
、「
文
学
」
等
の
芸
術
領
域
の
利
用
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
分
析
が
挙
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げ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　

 
音
楽
以
外
に
も
、
例
え
ば
美
術
に
は
、
醜
い
老
い
、
賢
明
な
老
い
、
死
を
超
越

し
た
老
い
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
イ
ジ
ン
グ
が
描
写
さ
れ
て
い
る
し

（W
inkler1（（2

）、
晩
年
に
詠
わ
れ
た
詩
の
な
か
に
は
人
生
の
本
質
を
表
現
す

る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
、
作
者
本
人
に
限
ら
ず
鑑
賞
す
る
我
々

に
対
し
年
齢
を
重
ね
る
こ
と
の
意
味
や
生
き
る
こ
と
の
意
義
を
示
唆
す
る
作
品

で
あ
る
。

（
（
） 

曾
秋
桂
「
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
ら
見
た
多
和
田
葉
子
の
書
く
こ
と
の
「
倫
理
」

―
「
不
死
の
島
」
と
「
献
灯
使
」
と
の
連
続
性
・
断
絶
性
―
」（「
比
較
文
学
研
究
」

平
成
二
九
・
一
二
）

（
（
） 

多
和
田
葉
子
「「
献
灯
使
」
を
め
ぐ
っ
て
」（「
本
」
平
成
二
六
・
一
一
）
で
は
、
平

成
二
五
年
に
被
災
地
を
巡
っ
た
あ
と
、「
短
編
「
不
死
の
島
」
を
展
開
さ
せ
て
長

編
小
説
を
書
く
つ
も
り
だ
っ
た
わ
た
し
は
、
こ
の
旅
を
き
っ
か
け
に
立
ち
位
置
が

少
し
変
わ
り
、
そ
の
結
果
、『
献
灯
使
』
と
い
う
自
分
で
も
意
外
な
作
品
が
で
き

あ
が
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、「「
献
灯
使
」
を
め
ぐ
っ
て
」
は
「
現

代
ビ
ジ
ネ
ス
」（
平
成
二
六
・
一
一
・
一
五　

https://gendai.ism
edia.jp/

articles/-/（0（（（

）
の
記
事
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
（
） 

法
務
省
統
計
局
「
社
会
生
活
統
計
指
標
」（「
統
計
で
み
る
都
道
府
県
の
す
が
た　

201（

」
法
務
省
統
計
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、http://w

w
w

.stat.go.jp/data/
k-sugata/index.htm

l　

平
成
三
〇
・
二
公
開
）

（
（
）（
2
）
に
同
じ
。

（
10
） 

岩
川
あ
り
さ「
変
わ
り
身
せ
よ
、無
名
の
も
の
―
多
和
田
葉
子「
献
灯
使
」論
」（「
す

ば
る
」
平
成
三
〇
・
四
）

＊ 

本
稿
に
お
け
る
多
和
田
葉
子
「
献
灯
使
」
の
引
用
は
、
す
べ
て
初
出
（「
群
像
」
平
成

二
六
・
八
）
に
拠
る
。


