
念
（
今
の
心
の
在
り
方
）
を
考
え
る

竜

澤

泰

孝

幻
想
の
世
界
か
ら
実
相
の
世
界
へ

我
々
が
日
々

生
き

知
見
し
て
い
る

こ
の
世
界
は

自
ら
が
創
り
出
し
て
い
る
幻
想
の
世
界
で
あ
り

個
々
の
人
々
は

同
じ
地
球
上
に
生
活
し
な
が
ら
も

全
く
違
っ
た
世
界
を
生
き
て
い
る
も
の
と
も
い
え
る

そ
れ
を
人
知
見
と
呼
ぶ
な
ら
ば

仏
さ
ま
の
世
界
を
仏
知
見
の
世
界
と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る

私
の
生
き
る
こ
の
處
は

安
ら
か
で
、
穏
や
か
で
、
衆
生
の
遊
楽
す
る
處
な
り

と
仏
様
は
み
ず
か
ら
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す

人
は
仏
知
見
の
世
界
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
が

最
も
望
ま
し
い
生
き
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す

な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
、
時
間
と
空
間
を
超
越
し
た
仏
の
世
界
、

つ
ま
り
、
安
ら
か
で
穏
や
か
な
、
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究
極
の
幸
せ
と
い
え
る
実
相
の
世
界
が
待
ち
受
け
て
い
る
の
で
す
か
ら

※
実
相
―
①
実
際
の
有
様
。
実
際
の
事
情
。
②
（
仏
）
す
べ
て
の
も
の
の
、
生
滅
変
化
す
る
仮
り
の
す
が
た
の
奥
に
あ
る
真
実
の
す
が
た
。

幻
想
―
根
拠
の
な
い
空
想
。
と
り
と
め
の
な
い
想
像
。

岩
波
国
語
辞
典

一
、
念
の
あ
り
方
が
味
を
左
右
す
る

機
械
で
握
っ
た
寿
司
と
達
人
の
握
っ
た
寿
司

機
械
で
握
っ
た
寿
司
と
、
そ
の
道
の
達
人
が
握
っ
た
寿
司
（
ご
飯
も
、
ネ
タ
の
魚
も
、
材
料
の
全
部
を
全
く
同
じ
も
の
を
使
用
し
、
同

じ
握
り
具
合
で
）
で
は
ど
ち
ら
が
美
味
し
い
で
し
ょ
う
か
？
と
聞
か
れ
た
ら
、
貴
方
は
ど
ち
ら
の
方
が
美
味
し
い
と
答
え
る
で
し
ょ
う
か
。

日
本
人
の
多
く
は
、
寿
司
の
達
人
が
握
っ
た
方
が
お
い
し
い
と
思
う
。
と
答
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
は
、
そ
の
理
由
は
な
ん
で
す
か
？
と
問
わ
れ
る
と
、
そ
の
理
由
を
答
え
ら
れ
る
人
は
と
て
も
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
私
は
推
測
し

て
い
ま
す
。

約
二
十
年
前
、
甲
府
で
有
名
な
お
寿
司
屋
さ
ん
が
、
内
装
工
事
を
す
る
の
で
お
清
め
の
お
経
を
上
げ
て
下
さ
い
。
と
い
う
の
で
伺
い
ま

し
た
。
随
分
と
多
額
な
お
布
施
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
の
で
、
数
日
後
に
小
学
生
だ
っ
た
長
男
を
連
れ
て
お
寿
司
を
食
べ
に
い
き
ま
し

た
。

そ
の
帰
宅
途
中
の
会
話
で
す
。

息
子

お
父
さ
ん
不
思
議
な
こ
と
が
あ
る
ね
ー

私

何
が
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息
子

だ
っ
て
同
じ
お
寿
司
を
握
っ
て
も
ら
っ
て
も
、
あ
の
お
じ
ち
ゃ
ん
が
握
っ
た
時
は
す
ご
く
お
い
し
い
の
に
、
あ
の
お
に
い

ち
ゃ
ん
が
握
っ
た
時
は
あ
ん
ま
り
美
味
し
く
な
い
よ

私

よ
く
気
が
つ
い
た
ね
ー
、
あ
の
お
じ
ち
ゃ
ん
は
何
十
年
も
お
い
し
い
寿
司
を
た
べ
さ
せ
た
い
と
真
剣
に
思
い
、
技
術
を
磨
く

と
共
に
そ
の
思
い
を
積
み
重
ね
て
き
た
ん
だ
よ
、
だ
か
ら
そ
の
思
い
の
深
さ
に
よ
っ
て
お
寿
司
が
あ
ん
な
に
美
味
し
く
な
る

ん
だ
よ
、
あ
の
お
兄
ち
ゃ
ん
は
、
一
生
懸
命
や
っ
て
い
る
ん
だ
け
ど
、
お
寿
司
の
形
ま
で
は
上
手
に
出
来
て
も
、
ま
だ
そ
こ

に
強
い
思
い
（
念
）
を
込
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
な
ん
だ
よ

そ
の
よ
う
な
会
話
を
し
た
こ
と
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。

グ
ッ
チ
ゆ
う
ぞ
う
さ
ん
の
言
葉
（
念
を
込
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
味
わ
い
を
増
す
）

タ
レ
ン
ト
で
歌
手
で
も
あ
る
グ
ッ
チ
ゆ
う
ぞ
う
さ
ん
は
、
料
理
も
と
て
も
上
手
で
、
よ
く
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
な
ど
で
見
か
け
ま
す
。

あ
る
料
理
番
組
の
時
、
彼
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。

「
チ
ャ
ー
ハ
ン
を
妙
め
て
い
る
時
、
美
味
く
な
れ
ー
、
と
大
き
な
声
を
出
し
て
い
う
と
本
当
に
お
い
し
く
な
る
ん
で
す
。」

料
理
の
達
人
の
共
通
し
て
い
う
言
葉
（
思
念
が
味
の
決
め
手
）

料
理
の
達
人
が
美
味
し
く
仕
上
げ
る
コ
ツ
を
聞
か
れ
て
共
通
し
て
い
う
言
葉
は

「
美
味
し
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
そ
の
思
い
が
大
切
な
の
で
す
。」

葬
儀
の
時
の
食
事

私
が
僧
侶
と
し
て
活
動
を
始
め
た
の
は
昭
和
五
十
一
年
か
ら
だ
が
、
私
の
住
む
甲
府
の
近
辺
で
は
、
当
時
は
通
夜
も
葬
儀
も
自
宅
で
行
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う
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。
そ
の
折
に
、
近
所
の
女
性
方
が
集
ま
っ
て
食
事
を
作
る
の
だ
が
、
あ
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
い
い
人
だ
っ

た
ね
ー
。
そ
う
い
う
時
の
食
事
は
と
て
も
お
い
し
い
の
だ
が
、
あ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
多
く
の
人
を
苦
し
め
て
な
ん
て
い
う
生
き
方
を
し

た
ん
だ
ろ
う
ね
ー
。
と
い
う
人
の
時
は
、
食
べ
た
と
た
ん
に
、
何
と
も
ま
ず
い
味
が
す
る
。
昔
は
遠
く
に
買
い
物
に
行
け
な
い
の
で
、
ほ

ぼ
同
じ
素
材
で
、
同
じ
組
の
人
達
が
、
毎
回
同
じ
よ
う
な
物
を
作
る
の
だ
が
、
う
ま
い
時
と
ま
ず
い
時
が
極
端
に
違
う
の
で
、
や
が
て
、

「
な
る
ほ
ど
、
人
の
思
い
と
い
う
も
の
は
食
べ
る
も
の
に
も
端
的
に
反
映
さ
れ
る
の
だ
な
」
と
私
自
身
が
納
得
し
た
の
で
あ
る
。

「
母
親
が
、
可
愛
い
わ
が
子
の
た
め
に
握
る
お
む
す
び
ほ
ど
お
い
し
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
が
、
な
る
ほ

ど
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。

法
華
経
で
は
、

「
妙
法
蓮
華
経
提
婆
達
多
品
第
十
二

我
過
去
の
劫
を
念
う
に

大
法
を
求
む
る
を
も
っ
て
の
故
に

世
の
国
王
と
作
れ
り
と
雖
も
五
欲

の
樂
を
貪
ら
ざ
り
き
」「
妙
法
蓮
華
経
普
賢
菩
薩
勧
發
品
第
二
十
八

普
賢
、
若
し
是
の
法
華
経
を
受
持
し
読
誦
し
正
臆
念
し
修
習
し
書
写

す
る
こ
と
あ
ら
ん
者
は
、
當
に
知
る
べ
し
、
是
の
人
は
則
ち
釈
迦
牟
尼
佛
を
見
る
な
り

中
略

是
の
人
は
釈
迦
牟
尼
佛
の
衣
に
覆
は
る

る
こ
と
を
為
ん
。
是
の
如
き
の
人
は
亦
世
楽
に
貪
著
せ
じ
。
中
略

是
の
人
は
少
欲
知
足
に
し
て
能
く
普
賢
の
行
を
修
せ
ん
。」

食
物
三
徳
御
書

定
遺
一
六
〇
九
頁

人
は
食
を
た
か
ら
と
す
。
中
略

食
に
は
三
つ
の
徳
あ
り
。
一
に
は
命
を
つ
ぎ
、
二
に
は
い
ろ
（
色
）
を
ま
し
、
三
に
は
力
を
そ
う
。

人
に
物
を
ほ
ど
こ
せ
ば
我
が
身
の
た
す
け
と
な
る
。
譬
へ
ば
、
人
の
た
め
に
火
を
と
も
せ
ば
、
我
が
ま
へ
あ
き
ら
か
な
る
が
ご
と
し
。
悪

を
つ
く
る
も
の
を
や
し
な
へ
ば
命
を
ま
す
ゆ
へ
に
氣
な
が
し
。
色
を
ま
す
ゆ
へ
に
眼
に
ひ
か
り
あ
り
。
力
を
ま
す
ゆ
へ
に
、
あ
し
（
足
）

は
や
く
、
て
（
手
）
き
く
。
か
る
が
ゆ
へ
に
食
を
あ
た
へ
た
る
人
、
か
へ
り
て
い
ろ
も
な
く
、
氣
も
ゆ
わ
（
弱
）
く
、
力
も
な
き
ほ
う

（
報
）
を
う
る
な
り
。
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世
尊
は
過
去
の
劫
に
、
五
欲
の
樂
を
貧
ら
な
か
っ
た
こ
と
や
（
提
婆
達
多
品
）、
法
華
経
を
受
け
持
つ
者
は
欲
少
な
く
し
て
足
る
こ
と
を

知
れ
り
（
普
賢
菩
薩
勧
發
品
）、
と
教
え
て
い
る
。
ま
た
、
日
蓮
聖
人
は
、
食
は
宝
で
あ
り
、
命
を
持
続
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
悪
人
に

食
を
与
え
る
な
ら
ば
、
悪
は
栄
え
、
与
え
た
方
は
、
気
も
弱
く
な
り
力
も
失
っ
て
行
く
報
い
を
受
け
る
道
理
を
お
教
え
下
さ
っ
て
い
る
。

ま
た
、
身
延
で
の

「
飢
渇
申
す
ば
か
り
な
し

米
一
合
も
売
ら
ず
餓
死
し
ぬ
べ
し
」
富
木
殿
御
書
八
〇
九
頁

と
い
う
窮
乏
生
活
を
思
え
ば
、
弟
子
檀
那
で
あ
る
我
々
が
、
信
仰
の
道
を
忘
れ
て
食
へ
の
執
着
を
持
ち
過
ぎ
る
こ
と
な
ど
は
、
控
え
ね
ば

な
ら
ぬ
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
拒
食
症
、
過
食
症
な
ど
と
い
う
こ
と
が
よ
く
聞
か
れ
る
現
代
に
お
い
て
は
、
適
度
な
食
欲
と
、
受

け
難
き
人
の
身
を
生
き
る
こ
と
へ
の
深
い
感
謝
を
持
ち
、
健
全
な
食
生
活
を
営
み
な
が
ら
、
成
仏
へ
の
道
に
励
む
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
。
一
応
、
そ
れ
ら
は
と
も
か
く
と
し
て
、
食
べ
る
物
の
う
ま
い
と
か
ま
ず
い
と
か
い
う
人
の
持
つ
味
の
感
覚
は
、
素
材
や
調

理
方
法
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
作
る
人
の
思
念
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
て
い
る
。

以
上
の
事
柄
は
、
人
間
の
味
覚
と
い
う
微
妙
な
感
覚
に
つ
い
て
、
世
間
で
い
う
科
学
的
考
察
で
は
な
く
、
自
ら
体
験
し
た
事
柄
を
主
観

的
に
羅
列
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
人
間
の
思
念
が
実
際
生
活
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
え
る
上
で
貴
重
な
糸
口
と

な
る
も
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。

二
、
念
と
天
気

こ
れ
は
ユ
ン
グ
が
中
国
研
究
家
の
ド
イ
ツ
人
、
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
か
ら
聞
い
た
話
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
ヴ
ィ
ル
ヘ

ル
ム
が
中
国
の
あ
る
地
方
に
居
た
と
き
、
干
ば
つ
が
起
こ
り
ま
し
た
。
数
ヶ
月
間
、
雨
が
降
ら
ず
、
雨
乞
い
の
祈
り
な
ど
を
し
ま
し
た
が
、

無
駄
で
し
た
。
こ
の
村
の
人
々
は
、
最
後
の
手
段
と
し
て
、「
雨
降
ら
し
男
」（
レ
イ
ン
・
メ
ー
カ
ー
）
を
呼
び
ま
し
た
。
彼
は
招
か
れ
て
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村
に
や
っ
て
き
て
、
村
と
外
界
と
の
境
界
線
の
あ
た
り
に
小
屋
を
作
り
、
そ
こ
に
寵
も
り
ま
し
た
。

四
目
後
に
、
望
み
通
り
の
結
果
を
得
て
、
村
中
は
大
喜
び
と
な
り
ま
し
た
。

こ
こ
で
話
は
終
わ
り
な
の
で
す
が
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
、
そ
の
男
、
雨
降
ら
し
男
と
呼
ば
れ
る
男
に
直
接
会
っ
て
、
ど
う
し
て
こ
の
よ

う
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
尋
ね
ま
し
た
。

彼
は
い
い
ま
し
た
。「
わ
た
し
は
何
も
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
わ
た
し
の
責
任
で
は
な
い
」。
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
は
不
信
に
思
い
、「
で
は

あ
な
た
は
こ
の
三
日
の
間
、
な
に
を
し
て
い
た
の
か
」
と
問
い
か
け
ま
す
。

雨
降
ら
し
男
は
い
い
ま
す
。「
こ
の
村
で
は
、
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
秩
序
に
よ
っ
て
、
人
々
が
生
き
て
い
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
村
は

「
道
（
タ
オ
）」
の
状
態
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
来
、
降
る
べ
き
雨
が
降
ら
ず
、
こ
の
村
に
は
「
道
（
タ
オ
）」
か
ら
外

れ
た
事
態
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
干
ば
つ
で
す
。

わ
た
し
は
こ
の
村
に
招
か
れ
、
こ
の
村
に
足
を
踏
み
入
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
自
身
も
、
自
然
の
秩
序
に
反
す
る
状
態

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
わ
た
し
は
三
日
間
籠
も
り
、
自
分
自
身
が
「
道
（
タ
オ
）」
の
状
態
に
な
る
の
を
待
っ
た
の
で
す
。

わ
た
し
は
天
と
地
と
一
つ
に
な
り
、
再
び
、「
道
（
タ
オ
）」
の
状
態
に
な
り
ま
し
た
。
す
る
と
、
自
然
に
雨
が
降
っ
て
き
た
の
で
す
。

村
に
「
道
（
タ
オ
）」
が
蘇
っ
た
の
で
す
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
わ
た
し
は
何
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
わ
た
し
は
た
だ
自
分
白
身
の
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
中
心
を
取
り
戻
し
た
だ
け
だ

か
ら
で
す
。

河
合
隼
雄
は
、
こ
の
た
と
え
話
を
、
治
療
時
に
起
こ
る
「
自
然
（
じ
ね
ん
）
モ
デ
ル
」
の
一
例
と
し
て
用
い
て
い
ま
す
。
自
然
（
じ
ね

ん
）
と
は
、「
お
の
ず
か
ら
な
る
」
こ
と
。
人
為
的
に
歪
曲
さ
れ
、
汚
染
さ
れ
て
い
な
い
あ
る
が
ま
ま
の
在
り
方
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
そ

し
て
こ
れ
は
森
羅
万
象
（
あ
り
と
し
あ
ら
ゆ
る
も
の
）
と
の
一
体
性
、
あ
る
い
は
万
物
と
自
己
と
が
基
本
的
に
は
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
、

そ
の
ま
ま
生
き
る
姿
勢
と
な
り
ま
す
。
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か
っ
て
棟
方
志
功
氏
が
晩
年
に
言
っ
た
言
葉
、「
わ
た
し
は
自
分
の
仕
事
に
は
、
責
任
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、

心
理
療
法
を
行
う
も
の
が
、「
道
」
の
状
態
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
因
果
的
に
で
は
な
く
、
非
因
果
的
に
、
縁
を
深
く
も
っ
た
も
の
の
中

に
「
道
」
の
状
況
が
自
然
に
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
な
の
で
す
。（
参
考
文
献
と
し
て
、
河
合
隼
雄
著
「
心
理
療
法
序
説
」

を
用
い
ま
し
た
）

「
雨
降
ら
し
男
」
の
全
文
を
、
甲
府
市
高
源
寺
住
職
齊
藤
政
通
上
人
よ
り
頂
き
ま
し
た
。

藤
井
日
達
上
人
の
実
例

ウ
ィ
ー
ン
仏
舎
利
塔
落
慶
供
養
御
法
話
（
藤
井
日
達
上
人
）
昭
和
五
十
八
年
九
月
二
十
五
日
御
仏
舎
利
塔
前

御
仏
舎
利
塔
落
慶
供
養
は
、
常
に
野
外
―
露
天
で
営
ま
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
為
に
最
も
心
配
な
の
は
天
気
で
あ
り
ま
す
。
今
日

も
朝
の
間
は
雨
が
降
り
ま
し
て
、
法
要
が
ど
う
な
る
か
非
常
に
心
配
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
一
門
の
人
は
、
ド
ナ
ウ
川
の
竜
神
に
御
神
酒
を

捧
げ
ま
し
て
、
天
気
を
回
復
せ
し
め
て
く
れ
と
お
願
い
し
ま
し
た
。
今
日
そ
ん
な
事
が
出
来
る
も
の
か
は
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
御
神

酒
を
上
げ
て
お
題
目
を
唱
え
太
鼓
を
撃
ち
ま
す
と
、
天
気
が
忽
ち
変
わ
っ
て
晴
天
に
な
っ
た
、
と
喜
ん
で
お
り
ま
す
。
今
日
此
の
天
気
を

恵
ん
で
く
れ
た
事
を
深
く
感
謝
致
し
ま
す
。

以
上
は
日
本
山
妙
法
寺
発
行
の
天
鼓
よ
り
掲
載
し
た
も
の
で
す
が
、
人
の
念
が
天
の
気
を
も
左
右
し
得
る
、
と
い
う
好
い
例
だ
と
思
わ

れ
ま
す
。

黒
柳
尭
憲
上
人
の
こ
と

黒
柳
上
人
は
、
日
蓮
宗
の
開
教
師
と
し
て
カ
ナ
ダ
や
ア
メ
リ
カ
に
て
活
躍
さ
れ
た
後
、
日
本
に
戻
っ
て
、
平
成
十
七
年
与
論
島
に
与
論

法
華
道
場
を
建
立
な
さ
れ
た
。
明
治
時
代
の
廃
仏
毀
釈
に
よ
っ
て
仏
教
寺
院
が
破
却
さ
れ
、
以
来
百
年
間
仏
教
の
痕
跡
も
残
さ
ぬ
ま
ま
来
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て
し
ま
っ
た
与
論
島
に
、
日
蓮
宗
寺
院
を
新
寺
建
立
な
さ
れ
た
功
績
は
、
計
り
知
れ
ぬ
も
の
が
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
そ
の
黒
柳
上
人
が
お
話
下
さ
れ
た
実
話
だ
が
、
そ
の
前
年
、
風
速
七
十
メ
ー
ト
ル
も
の
台
風
が
与
論
の
住
ま
い
付
近
を
通
過
す

る
こ
と
が
天
気
予
報
で
知
ら
さ
れ
、
こ
の
ま
ま
台
風
が
通
過
し
た
の
で
は
、
仮
の
道
場
が
風
で
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

の
で
、
一
晩
中
観
音
経
を
繰
り
返
し
唱
え
ま
し
た
。

す
る
と
、
不
思
議
に
も
台
風
は
そ
れ
て
し
ま
い
。
被
害
を
受
け
ず
に
済
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
こ
の
件
は
、
法
華
経
読
誦
の
功
徳
で
あ
ろ
う
と
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

私
自
身
の
体
験

昭
和
六
十
二
年
十
月
二
十
日
午
後
二
時
、
こ
の
日
北
海
道
根
室
標
津
（
知
床
半
島
の
付
け
根
付
近
に
位
置
す
る
）
の
原
野
に
、
北
海
道

先
住
民
族
供
養
塔
を
建
立
し
た
。

北
海
道
先
住
民
族
と
は
、
昭
和
の
初
め
ま
で
現
存
し
て
い
た
と
土
地
の
長
老
は
証
言
し
て
い
る
が
、
体
長
一
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
ア
イ

ヌ
の
人
々
と
ま
た
違
う
（
八
千
年
位
前
に
ア
イ
ヌ
か
ら
分
か
れ
た
種
族
で
は
な
い
か
と
研
究
家
か
ら
聞
い
た
覚
え
が
あ
る
が
）
種
族
な
の

で
あ
り
ま
す
。
ポ
ー
川
（
標
津
川
）
史
蹟
自
然
公
園
に
は
、
住
居
跡
（
竪
穴
式
住
居
で
あ
り
、
そ
の
付
近
に
一
万
個
以
上
も
点
在
し
て
い

る
）
も
残
さ
れ
、
矢
尻
や
丸
木
舟
な
ど
、
多
く
の
遺
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。（
ア
イ
ヌ
の
人
々
と
同
様
に
文
字
文
化
は
持
っ
て
い
な
か
っ

た
）そ

の
先
住
民
は
、
明
治
以
降
日
本
人
が
急
激
に
北
海
道
に
移
住
し
た
た
め
、
生
存
が
危
う
く
な
り
、
最
後
ま
で
生
き
残
っ
た
人
々
は
、

丸
木
舟
に
乗
っ
て
国
後
・
択
捉
島
方
面
に
漕
ぎ
出
し
て
行
っ
た
た
め
、
お
そ
ら
く
海
流
に
の
ま
れ
て
全
減
し
て
し
ま
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い

う
の
で
あ
る
。（
国
後
、
択
捉
島
に
残
っ
て
い
る
可
能
性
が
全
く
無
い
と
は
い
え
な
い
が
）

そ
の
先
住
民
の
供
養
塔
を
建
立
し
た
。（
導
師
は
美
幌
町
本
妙
寺
の
岡
本
錬
城
上
人
）十
二
月
二
十
日
の
午
前
中
は
大
雨
で
あ
っ
た
。
昼
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近
く
に
な
っ
て
私
は
思
わ
ず
言
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
は
ず
は
無
い
、
何
故
な
ら
、
先
住
民
の
供
養
を
七
年
間
行
っ
て
き
て
、
今
こ
こ

に
供
養
塔
の
開
眼
を
迎
え
た
の
だ
か
ら
、
こ
の
慶
事
に
晴
れ
な
い
は
ず
は
無
い
。
そ
う
言
っ
て
祈
念
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
雨
は
だ
ん
だ

ん
小
降
り
と
な
り
、
供
養
の
時
間
を
迎
え
た
こ
ろ
に
は
素
晴
ら
し
い
青
空
が
広
が
っ
て
、
無
事
開
眼
供
養
を
済
ま
す
こ
と
が
出
来
た
の
で

あ
り
ま
す
。

た
ま
た
ま
そ
う
な
っ
た
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
私
に
は
諸
天
の
御
加
護
と
受
け
と
め
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。

良
観
上
人
の
祈
雨
と
日
蓮
聖
人
の
法
験
（
先
に
御
遺
文
の
該
当
箇
所
を
載
せ
そ
の
後
に
石
川
教
張
師
著
作
の
文
を
掲
載
）

頼
基
陳
状

定
遺
一
三
五
三

去
文
永
八
年
太
歳
辛
未
六
月
十
八
日
大
干
魃
の
時
、
彼
御
房
祈
雨
の
法
を
行
ヒ
て
萬
民
を
た
す
け
ん
と
申
シ
付
け
候
由
、
日
蓮
聖
人
聞

キ
給
て
、
此
體
は
小
事
な
れ
ど
も
此
次
で
に
日
蓮
が
法
驗
を
萬
入
に
知
ら
せ
ば
や
と
仰
セ
あ
り
て
、
良
観
房
の
所
へ
仰
セ
つ
か
は
す
に
云

こ
れ
て
い

ク
、
七
日
ノ
内
に
ふ
ら
し
給
は
ば
、
日
蓮
が
念
佛
無
間
と
申
ス
法
門
す
て
て
、
良
観
上
人
の
弟
子
と
成
リ
て
二
百
五
十
戒
持
つ
べ
し
。
雨

ふ
ら
ぬ
ほ
ど
な
ら
ば
、
彼
御
房
の
持
戒
げ
（
氣
）
な
る
が
大
誑
惑
ナ
ル
は
顯
然
な
る
べ
し
。

中
略

良
観
房
の
所
へ
周
防
房
・
入
澤
ノ
入
道
と
申
ス
念
佛
者
を
遣
ハ
ス
。

御
房
と
入
道
は
良
観
が
弟
子
又
念
佛
者
也
。
い
ま
に
日
蓮
が
法
門
を
用
ル
事
な
し
。
是
を
以
っ
て
勝
負
と
せ
む
。
七
日
ノ
内
に
雨
降
ル
な

ら
ば
、
本
の
八
齋
戒
・
念
佛
を
以
て
往
生
す
べ
し
と
思
フ
ベ
し
。
又
雨
ふ
ら
ず
ば
一
向
に
法
華
経
に
な
る
べ
し
と
い
は
れ
し
か
ば
、
是
等

悦
ヒ
て
極
樂
寺
の
良
観
房
に
此
由
を
申
シ
侯
け
り
。
良
観
房
悦
ヒ
な
い
（
泣
）
て
七
日
ノ
内
に
雨
ふ
ら
す
べ
き
由
ニ
テ
、
弟
子
百
二
十
餘

人
頭
よ
り
煙
を
出
シ
、
聲
を
天
に
ひ
び
か
し
、
或
は
念
佛
、
或
は
晴
雨
經
、
或
は
法
華
経
、
或
は
八
齋
戒
を
説
キ
て
種
種
に
祈
請
す
。
四

五
日
ま
で
雨
の
氣
無
ケ
レ
バ
、
た
ま
し
ゐ
を
失
ヒ
て
、
多
賓
寺
の
弟
子
等
數
百
人
呼
ヒ
集
メ
て
力
を
盡
シ
て
祈
り
た
る
に
、
七
日
ノ
内
に
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露
ば
か
り
も
雨
降
ら
ず
。
其
時
目
蓮
聖
人
使
を
遣
す
事
三
度
に
及
フ
。

い
か
に
泉
式
部
と
云
ヒ
し
婬
女
、
能
因
法
師
と
申
せ
し
破
戒
の
僧
、
狂
言
綺
語
の
三
十
一
文
字
を
以
て
忽
チ
に
ふ
ら
せ
し
雨
を
、
持
戒
持

律
の
良
観
房
は
法
華
・
真
言
の
義
理
を
極
メ
慈
悲
第
一
と
聞
へ
給
フ
上
人
の
、
數
百
人
の
衆
徒
を
率
ヒ
て
七
日
之
間
に
い
か
に
ふ
ら
し
給

は
ぬ
や
ら
む
。
是
を
以
っ
て
思
ひ
給
へ
。

一
丈
ノ
堀
を
越
へ
不
ル
者
二
丈
三
丈
の
堀
を
越
へ
て
ん
や
。
や
す
き
雨
を
だ
に
ふ
ら
し
給
は
ず
、
況
や
か
た
（
難
）
き
往
生
成
佛
を
や
。

然
レ
ば
今
よ
り
は
日
蓮
怨
み
給
フ
邪
見
を
ば
是
を
以
て
翻
ヘ
シ
給
へ
。
後
生
を
そ
ろ
し
く
を
ぼ
し
給
は
ば
、
約
束
の
ま
ゝ
に
い
そ
ぎ
來
リ

給
へ
。
雨
ふ
ら
す
法
と
佛
に
な
る
道
を
し
へ
奉
ら
む
。
七
日
ノ
内
に
雨
こ
そ
ふ
ら
し
給
は
ざ
ら
め
。
旱
魃
彌
興
盛
に
八
風
ま
す
ま
す
吹
キ

重
て
民
の
な
げ
き
彌
彌
深
シ
。
す
み
や
か
に
其
い
の
り
や
め
給
へ
と
、
第
七
日
の
申
ノ
時
使
者
あ
り
の
ま
ゝ
に
申
ス
處
に
、
良
観
房
は
涙

を
流
す
。
弟
子
檀
那
同
シ
く
聲
を
お
し
ま
ず
口
惜
シ
が
る
。

石
川
教
張
著

日
蓮
の
人
間
像
よ
り

幕
府
は
文
永
八
年
六
月
十
八
日
、
極
楽
寺
良
観
に
祈
雨
を
命
じ
た
。

極
楽
寺
良
観
（
一
二
一
七
～
一
三
〇
三
）
は
忍
性
と
い
う
。

良
観
は
幕
府
の
意
向
を
受
け
て
文
永
六
年
に
は
江
ノ
島
で
祈
雨
の
効
験
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
。

良
観
自
身
も
、「
つ
ね
に
心
に
ま
か
せ
て
雨
を
降
ら
す
」
と
豪
語
し
て
い
た
（
下
山
御
消
息
一
三
二
一
頁
）。

祈
雨
の
法
は
、
六
月
十
八
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で
の
七
日
間
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

日
蓮
聖
人
は
、「
こ
の
程
度
は
小
事
で
あ
る
が
、
つ
い
で
に
日
蓮
の
法
驗
を
萬
人
に
知
ら
せ
よ
う
」
と
思
っ
た
。

こ
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
良
観
房
忍
性
の
「
持
戒
げ
に
隠
さ
れ
た
大
い
な
る
た
ぶ
ら
か
し
」
を
白
日
の
も
と
に
さ
ら
そ
う
と
考
え
た
の

で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
良
観
は
五
十
五
歳
、
日
蓮
聖
人
は
五
十
歳
。
両
者
は
、
祈
雨
を
め
ぐ
っ
て
初
め
て
対
決
し
た
。
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日
蓮
聖
人
は
、
良
観
の
弟
子
の
周
防
房
、
入
沢
入
道
と
い
う
念
仏
者
に
こ
う
申
し
入
れ
た
。

「
今
ま
で
日
蓮
の
教
え
を
用
い
て
こ
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
今
度
は
祈
雨
で
勝
負
し
よ
う
。
七
日
の
う
ち
に
雨
が
降
っ
た
ら
念
佛
は
無
間

地
獄
に
堕
ち
る
と
い
う
批
判
を
止
め
て
念
仏
往
生
を
信
用
し
よ
う
。
戒
律
も
た
も
っ
て
良
観
の
弟
子
と
な
ろ
う
。
も
し
降
ら
な
か
っ
た
な

ら
ば
法
華
経
を
信
ず
る
べ
き
で
あ
る
」。

二
人
は
喜
ん
で
良
観
房
忍
性
に
伝
え
た
。

良
観
は
、
七
日
の
う
ち
に
降
ら
し
て
み
せ
る
と
言
い
、
手
を
打
ち
喜
び
勇
ん
で
祈
雨
の
法
を
は
じ
め
た
。

良
観
は
、
百
二
十
余
人
の
弟
子
を
引
き
連
れ
、
頭
か
ら
煙
を
出
し
、
声
を
天
に
響
か
せ
、
念
仏
を
唱
え
、
晴
雨
経
を
読
み
、
法
華
経
を

も
読
み
、
八
斎
戒
を
説
く
な
ど
し
て
種
々
な
方
法
で
祈
っ
た
。

や
が
て
、
四
日
間
が
過
ぎ
、
五
日
目
に
な
っ
て
も
雨
の
降
る
兆
す
ら
な
い
。
良
観
は
焦
っ
た
。
あ
ら
た
に
多
宝
寺
の
弟
子
を
数
百
人
も

呼
び
集
め
、
力
を
尽
く
し
て
祈
り
に
祈
っ
た
。

こ
の
大
祈
雨
法
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
雨
は
一
滴
も
降
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
間
、
日
蓮
聖
人
は
三
度
も
使
い
を
派
遣
し
て
こ
う
告
げ
さ
せ
て
い
る
。

〈
昔
、
和
泉
式
部
や
能
因
法
師
で
す
ら
、
三
十
一
文
宇
を
詠
ん
で
雨
を
降
ら
せ
た
。
持
戒
持
律
、
慈
悲
第
一
の
良
観
上
人
は
数
百
人
を
引

き
連
れ
て
祈
り
な
が
ら
、
な
ぜ
雨
を
降
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
。

一
丈
の
堀
を
越
え
ら
れ
な
い
者
が
、
二
丈
、
三
丈
の
堀
を
越
え
ら
れ
よ
う
か
。
雨
さ
え
降
ら
せ
ら
れ
な
い
者
が
、
ど
う
し
て
往
生
や
成

仏
を
さ
せ
ら
れ
よ
う
か
。
約
束
し
た
よ
う
に
、
邪
見
を
翻
し
た
ま
え
。

日
蓮
の
も
と
へ
来
た
り
た
ま
え
。
祈
雨
の
法
と
仏
に
な
る
道
と
を
教
え
て
あ
げ
よ
う
〉。

こ
れ
を
聞
い
て
、
良
観
は
涙
を
流
し
、
弟
子
た
ち
は
声
を
あ
げ
て
口
惜
し
が
っ
た
と
い
う
（
頼
基
陳
状
一
三
五
三
～
四
頁
）
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「
人
知
見
で
は
安
穏
な
世
は
つ
く
れ
な
い
」

平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
）
九
月
二
十
日
発
行
日
蓮
宗
新
聞
「
日
蓮
宗
金
曜
講
話
」
全
国
日
蓮
宗
檀
信
徒
協
議
会
副
会
長
・
元
帯
広
市

長
田
本
憲
吾
氏

前
略

「
人
知
見
」
を
超
え
る
も
の
、
そ
れ
は
す
な
は
ち
「
仏
知
見
」
で
す
。
こ
れ
は
方
便
品
の
中
に
あ
る
言
葉
で
、
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、

仏
さ
ま
の
知
恵
や
見
識
を
お
借
り
す
る
こ
と
と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

当
時
の
私
は
経
典
を
空
暗
記
し
て
い
た
だ
け
で
し
た
。
そ
の
た
め
内
容
を
し
っ
か
り
理
解
す
る
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
を
市
政
に

生
か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
ん
で
い
ま
す
。
人
間
の
あ
さ
は
か
な
知
恵
に
溺
れ
、
み
仏
の
叡
智
を
お
借
り
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
こ
と

に
は
、
た
だ
た
だ
恥
じ
入
る
ば
か
り
で
す
。

私
は
市
長
時
代
を
振
り
返
り
「
人
知
見
」
で
は
安
穏
な
世
を
つ
く
れ
な
い
こ
と
を
痛
感
し
ま
し
た
。
で
す
か
ら
私
は
、
自
分
自
身
の
失

敗
や
反
省
を
込
め
て
、
こ
の
宗
門
運
動
の
「
仏
知
見
」
に
よ
る
社
会
づ
く
り
に
大
い
に
期
待
を
し
て
い
ま
す
。

僧
侶
の
方
々
に
一
層
の
指
導
を
受
け
、
信
仰
を
増
進
さ
せ
、
僧
侶
檀
信
徒
一
体
と
な
っ
て
こ
の
宗
門
運
動
を
成
功
さ
せ
、
安
穏
な
世
の

中
の
実
現
を
目
指
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

以
上
紙
面
よ
り
抜
粋

こ
れ
ら
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
紙
面
に
眼
を
通
し
た
時
、
私
は
深
く
大
き
な
感
動
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

人
知
見
で
は
安
穏
な
世
は
つ
く
れ
な
い
、
仏
知
見
を
持
っ
て
安
穏
な
社
会
作
り
を
し
て
行
こ
う
と
い
う
、
現
実
の
社
会
的
実
践
を
経
て
、

そ
れ
ら
を
土
台
と
し
て
行
わ
れ
た
提
言
は
、
正
し
く
仏
国
土
の
建
設
、「
立
正
安
国
・
お
題
目
結
縁
運
動
」
を
進
め
る
我
々
の
進
む
べ
き
方

向
で
あ
り
、
法
華
経
を
信
じ
お
題
目
を
唱
え
て
行
く
者
の
目
指
す
べ
き
究
極
の
道
で
あ
り
ま
す
。
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そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
本
佛
釈
尊
の
毎
自
作
是
念
と
い
う
一
念
に
同
心
す
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
一
人
ひ
と
り
が
妙
法
に
帰
依
す
る
、

具
体
的
な
成
仏
の
方
向
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

今
回
は
、
私
の
体
験
と
知
見
の
上
か
ら
、
念
（
今
の
心
の
在
り
方
）
を
考
え
る
一
、
念
の
あ
り
方
が
味
を
左
右
す
る

二
、
念
と
天
気

と
い
う
テ
ー
マ
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、
こ
れ
ら
は
仏
知
見
と
は
言
え
ぬ
人
知
見
の
見
解
で
あ
り
、
小
事
で
あ
り
ま
す
。

発
表
時
間
、
な
ら
び
に
発
表
原
稿
の
紙
数
の
関
係
も
あ
り
、
こ
こ
で
一
時
終
わ
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
次
回
に
発
表
の
機
会
を
い
た
だ

け
ま
し
た
ら
、
同
じ
主
題
に
て
、「
仏
と
成
る
た
め
の
一
念
」と
い
う
内
容
で
引
き
続
き
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

三
、
善
意
の
念
と
邪
悪
の
念

白
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
黒
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

私
は
、
人
の
念
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
、
善
意
の
念
は
白
く
輝
く
よ

う
な
プ
ラ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
邪
悪
の
念
は
黒
く
沈
ん
だ
マ
イ
ナ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
、
と
そ
の
よ
う
に
仮
定
し

て
い
る
。
だ
か
ら
、
善
意
の
念
が
こ
も
っ
た
物
を
持
つ
だ
け
で
も
、
そ
れ
を
持
っ
た
人
間
に
快
い
思
い
を
抱
か
せ
、
悪
意
の
念
が
こ
も
っ

た
物
を
持
つ
と
、
暗
い
思
い
を
抱
か
せ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
祈
願
・
供
養
を
す
る
と
現
世
に
も
霊
界
に
も
影
響
を

与
え
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
生
霊
も
死
霊
も
念
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
ち
、
現
世
も
、
霊
界
も
互
い
に
影
響
を
及
ぼ
し
あ
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

心
の
二
重
螺
旋
構
造

心
は
七
佛
通
戒
偈
に
示
さ
れ
る
如
く
、
善
を
行
え
ば
自
ら
其
の
意
は
浄
め
ら
れ
、
明
る
く
向
上
し
て
い
く
方
向
に
向
う
、
ま
た
、
悪
い
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こ
と
と
思
い
な
が
ら
も
行
う
な
ら
ば
、
心
は
暗
く
沈
ん
で
行
く
方
向
に
向
う
、
善
と
悪
と
が
せ
め
ぎ
あ
っ
て
、
善
を
行
え
ば
仏
と
成
る
方

向
に
向
か
い
、
悪
を
行
え
ば
暗
く
苦
し
む
地
獄
の
方
向
に
向
う
、
螺
旋
を
描
く
か
の
よ
う
に
高
下
す
る
其
の
心
の
有
様
は
、
ま
る
で
Ｄ
Ｎ

Ａ
の
二
重
螺
旋
構
造
に
酷
似
し
て
い
る
。

心
の
有
り
様
を
信
徒
に
説
く
場
合
、
私
は
そ
の
よ
う
な
譬
え
を
使
っ
て
「
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
と
仮
定
し
て
い
る
」
と
説
明

し
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
、
未
だ
確
信
と
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。

読
者
の
ご
叱
正
を
た
ま
わ
り
ま
す
れ
ぱ
幸
い
で
あ
り
ま
す
。
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