
　
自
身
の
口
で
自
ら
の
行
為
行
動
を
わ
る

く
い
う
も
の
で
な
い
と
。
又
自
身
の
耳
で

人
の
言
を
聞
い
て
は
い
け
な
い
と
一
斎
先

生
は
説
く
。

　
﹁
心
﹂
︵
魂
と
一
体
の
心
︶
の
大
切
さ
、

﹁
心
﹂
で
う
け
と
め
る
大
切
さ
。
言
い
換

え
れ
ば
、
﹁
良
心
﹂
︵
良
知
︶
で
う
け
と

め
思
慮
す
る
大
切
さ
。

　
今
世
相
を
み
る
に
こ
の
教
え
の
逆
の
行

為
行
動
が
多
い
。
自
ら
の
都
合
と
勝
手
、

自
ら
の
保
身
の
為
に
、
口
先
で
事
々
に
言

を
な
し
、
耳
先
の
み
で
人
の
言
を
聞
き
判

断
す
る
。
そ
の
﹁
心
﹂
な
き
﹁
誠
﹂
な
き

﹁
魂
﹂
を
忘
れ
た
行
為
行
動
が
世
を
乱
し
、

不
祥
事
を
生
む
。

　
大
自
然
に
向
い
、
世
に
対
し
、
自
ら
の

良
知
に
向
い
、
誠
を
も
っ
て
反
省
し
改
め
、

人
の
言
を
う
け
と
め
、
学
び
て
自
ら
に
問

う
べ
き
で
あ
る
。

﹁
良
心
に
て
ら
し
て
﹂
、
﹁
良
心
の
呵
責
﹂
、

忘
却
さ
れ
た
今
日
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の

再
生
を
。

晩
録
一
七
〇
条

釈
　
意
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口
を
以
て
己
の
行
な
い
を
謗
る
こ

と
勿
れ
。
耳
を
以
て
人
の
言
を
聞

く
こ
と
勿
れ
。 

も
っ 
お
こ 

な
か 

そ
し 

作
家
　

童
　
門
　
冬
　
二

︵
徳
増
省
允
︶

一
斎
と
方
谷 

　
私
は
、
大
学
で
教
育
学
・
人
間
学
関

係
の
講
義
科
目
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
担
当

し
て
い
る
。
こ
こ
十
年
以
上
に
わ
た
っ

て
、
私
は
自
ら
の
担
当
す
る
す
べ
て
の

講
義
や
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
中
に
佐
藤
一
斎

現
代
の
若
者
の
心
に
響
く 

　
佐
藤
一
斎
の
『
言
志
四
録
』 

福
岡
工
業
大
学

社
会
環
境
学
部
教
授

上
　
寺
　
康
　
司

　
わ
た
し
は

か
つ
て
東
京

都
庁
に
勤
め
、

五
十
一
歳
で

辞
め
た
が
、

四
十
五
歳
か

ら
六
年
間
は
、
政
策
案
の
形
成
責
任
者

の
立
場
に
あ
っ
た
。
い
ま
に
し
て
痛
恨

極
ま
り
な
い
の
だ
が
、
当
時
は
佐
藤
一

斎
も
山
田
方
谷
︵
敬
称
略
︶
も
知
ら
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
斎
先
生
の
書

い
た
﹃
重
職
心
得
箇
条
﹄
も
方
谷
先
生

の
書
い
た
﹃
理
財
論
﹄
の
存
在
も
知
ら

な
い
。
も
し
こ
の
二
書
の
存
在
を
知
り
、

熟
読
玩
味
し
て
い
れ
ば
あ
の
こ
ろ
の
仕

事
の
や
り
方
も
ず
い
ぶ
ん
変
っ
て
い
た

だ
ろ
う
な
あ
、
と
い
ま
だ
に
悔
や
ま
れ

る
。
不
勉
強
と
い
う
の
は
恐
ろ
し
い
も

の
だ
。
両
先
生
の
書
い
た
こ
の
二
書
の

中
で
と
く
に
わ
た
し
が
心
を
魅
か
れ
る

の
は
、
た
と
え
ば
方
谷
先
生
の
﹃
理
財

論
﹄
の
二
条
に
あ
る
、
﹁
そ
れ
善
く
天

下
の
事
を
制
す
る
者
は
、
事
の
外
に
立

ち
て
事
の
内
に
屈
せ
ず
。
而
る
に
い
ま

の
理
財
者
は
悉
く
財
の
内
に
屈
す
﹂
と

い
う
一
言
、
一
斎
先
生
の
﹃
重
職
心
得

箇
条
﹄
の
六
条
に
あ
る
﹁
凡
そ
物
事
の

内
に
入
て
は
、
大
体
の
中
す
み
見
え
ず
。

姑
︵
し
ば
ら
︶
く
引
除
て
活
眼
に
て
惣

体
︵
そ
う
た
い
︶
之
体
面
を
視
て
中
を

取
る
べ
し
﹂
と
い
う
一
文
だ
。
同
質
の

文
章
だ
と
思
う
。
と
も
に
﹁
難
問
︵
危

機
︶
に
面
し
て
は
、
い
っ
た
ん
そ
の
危

機
の
中
か
ら
外
に
出
て
、
全
体
を
み
き

わ
め
る
よ
う
な
態
度
が
必
要
だ
﹂
と
い

う
こ
と
だ
ろ
う
。
と
く
に
財
政
難
の
と

き
に
、
フ
レ
ー
ム
︵
財
政
枠
︶
の
こ
と

ば
か
り
考
え
て
い
る
と
、
眼
の
前
の
こ

と
に
眼
が
く
ら
み
、
全
体
を
み
る
眼
を

失
う
。
そ
う
な
る
と
、
結
局
は
危
機
処

理
に
大
き
な
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る

と
い
う
こ
と
だ
。
都
庁
に
い
た
こ
ろ
の

わ
た
し
は
完
全
に
﹁
財
の
内
に
屈
す
﹂

と
い
う
状
況
下
に
あ
っ
た
と
思
う
。
残

念
だ
。
こ
れ
は
い
ま
の
政
府
の
仕
事
ぶ

り
や
、
地
方
自
治
体
の
仕
事
の
や
り
方

に
つ
い
て
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
全

体
に
﹁
財
政
主
導
﹂
の
傾
向
が
強
く
﹁
政

策
主
導
﹂
で
は
な
い
。
本
来
の
予
算
の

立
て
方
は
、

・
　
理
念
あ
る
い
は
理
想
を
具
体
化
し
、

　
長
期
計
画
を
立
て
る

・
　
そ
の
計
画
の
一
年
分
を
予
算
化
す
る
。

・
　
そ
の
一
年
に
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
や
り
た
い
こ

　
と
を
全
部
柱
立
て
し
、
費
用
を
見
積

　
る
。
こ
の
と
き
は
、
そ
の
年
に
い
く

　
ら
収
入
が
あ
る
か
は
気
に
し
な
い

・
　
予
算
査
定
の
際
は
、
ト
ッ
プ
︵
大

　
臣
や
首
長
︶
が
、
自
分
の
理
想
を
モ

　
ノ
サ
シ
と
し
て
そ
の
年
に
や
ら
な
け

　
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
を
優
先
さ
せ
る

　
予
算
額
の
査
定
を
お
こ
な
う
。

・
　
し
た
が
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
﹁
今

　
年
の
予
算
要
求
は
昨
年
の
一
割
減
に

　
し
て
く
れ
﹂
な
ど
と
い
う
や
り
方
は

　
本
来
は
間
違
い
だ

・
　
そ
ん
な
予
算
の
立
て
方
を
す
れ
ば

　
結
局
は
財
の
内
に
屈
し
、
夢
も
理
想

　
も
消
え
て
し
ま
う

　
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
政
策

が
先
に
歩
い
て
、
財
政
が
後
か
ら
歩
い

て
い
く
。
し
か
し
い
ま
は
全
体
に
財
政

が
先
に
歩
い
て
、
政
策
が
後
か
ら
従
っ

て
い
く
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
﹁
財
の
内

に
屈
す
る
﹂
現
象
だ
。
一
斎
先
生
や
そ

の
門
に
学
ん
だ
方
谷
先
生
は
常
に
﹁
政

策
主
導
﹂
を
唱
え
て
お
ら
れ
た
の
だ
。

し
ん
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の
﹃
言
志
四
録
﹄
か
ら
教
育
思
想
・
学

習
思
想
に
関
連
す
る
内
容
の
条
文
を
随

所
に
引
用
し
、
講
義
の
内
容
に
張
り
を

も
た
せ
て
い
る
。
﹃
言
志
四
録
﹄
に
は
、

今
日
の
教
育
や
学
習
の
要
諦
が
盛
り
込

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
大
学
一
年

生
に
は
、
大
学
生
と
し
て
の
人
間
の
在

り
方
生
き
方
を
指
導
す
る
必
須
科
目
﹃
人

間
形
成
﹄
で
、
﹃
言
志
四
録
﹄
の
内
容

を
引
用
し
て
、
人
間
と
し
て
の
在
り
方

生
き
方
を
指
導
し
て
い
る
。

　
私
自
身
が
驚
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
佐
藤
一
斎
の
﹃
言
志
四
録
﹄
の
条

文
が
若
き
学
生
の
心
に
響
き
、
多
く
の

学
生
が
感
動
を
覚
え
、
自
ら
の
日
々
の

在
り
方
生
き
方
の
糧
に
し
て
い
こ
う
と

す
る
感
想
を
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

今
か
ら
お
よ
そ
二
百
年
か
ら
百
六
十
年

ほ
ど
前
に
著
さ
れ
た
書
物
の
内
容
が
、

現
代
の
若
者
の
心
に
響
き
、
自
己
改
善
・

自
己
成
長
の
兆
し
を
示
す
力
を
持
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　
佐
藤
一
斎
の
﹃
言
志
四
録
﹄
に
み
る

教
え
や
学
び
に
関
す
る
条
文
に
は
、
今

日
の
人
間
の
在
り
方
生
き
方
に
役
に
立

つ
内
容
が
数
多
く
あ
る
が
、
そ
の
中
で

も
私
が
講
義
の
中
で
必
ず
取
り
あ
げ
、

学
生
に
対
し
て
暗
誦
す
る
よ
う
に
繰
り

返
し
強
調
し
て
い
る
の
が
、
次
に
あ
げ

る
四
つ
の
条
文
で
あ
る
。
﹃
言
志
四
録
﹄

に
親
し
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
々
に
は

周
知
の
条
文
で
あ
る
。
四
つ
の
条
文
は
、

充
実
し
た
日
々
の
生
活
を
送
る
た
め
の

人
間
と
し
て
の
在
り
方
生
き
方
、
特
に

心
の
持
ち
方
、
心
の
環
境
づ
く
り
の
示

唆
を
与
え
て
く
れ
る
。

　
一
つ
が
﹃
言
志
後
録
﹄
第
三
十
三
条

﹁
春
風
を
以
て
人
に
接
し
、
秋
霜
を
以

て
自
ら
粛
む
。﹂
で
あ
る
。
こ
の
条
文
は
、

多
く
の
学
生
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て

お
り
、
白
文
﹁
以
春
風
接
人
、
以
秋
霜

自
粛
﹂
を
携
帯
電
話
の
待
ち
受
け
画
面

に
設
定
し
て
い
る
学
生
も
い
る
。
こ
の

条
文
は
、
人
間
の
在
り
方
生
き
方
の
す

べ
て
を
物
語
っ
て
い
る
。
他
者
に
対
し

て
は
、
春
風
の
よ
う
に
穏
や
か
に
さ
わ

や
か
に
、
寛
容
の
精
神
を
も
っ
て
接
し
、

自
ら
に
対
し
て
は
秋
の
冷
た
い
、
踏
む

と
痛
い
霜
を
踏
み
し
め
て
い
る
か
の
よ

う
に
、
自
ら
に
は
厳
し
く
、
慎
み
の
精

神
を
も
っ
て
自
ら
を
磨
き
続
け
る
。
簡

潔
に
述
べ
れ
ば
人
に
対
す
る
や
さ
し
さ

と
自
ら
に
対
す
る
厳
し
さ
を
謳
っ
た
条

文
で
あ
る
。
他
者
に
対
し
て
寛
容
の
精

神
を
発
揮
す
る
こ
と
は
、
他
者
に
や
さ

し
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
や
さ
し
く
す

る
こ
と
は
他
者
の
た
め
に
具
体
的
に
行

動
で
き
る
力
量
を
備
え
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
人
間
的
に
強
く

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
人
間
的
に
強
く
な
る
た
め
に

は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
す
な
わ
ち

人
間
力
を
高
め
る
べ
く
自
ら
を
磨
き
続

け
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ

れ
ら
の
問
い
に
答
え
て
く
れ
る
の
が
、

二
つ
目
に
あ
げ
る
﹃
言
志
晩
録
﹄
第
二

六
三
条
﹁
多
少
の
人
事
は
皆
是
れ
学
な

り
。
﹂
で
あ
る
。
自
ら
の
周
り
の
あ
ら
ゆ

る
人
・
物
・
事
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
環

境
を
、
自
ら
を
人
間
的
に
磨
き
成
長
さ

せ
て
く
れ
る
﹁
学
問
﹂
︵
﹁
学
び
﹂
の
対

象
︶
と
と
ら
え
る
の
で
あ
る
。
自
ら
の

環
境
か
ら
学
ぶ
姿
勢
は
、
自
ら
の
環
境

に
対
す
る
感
謝
の
心
を
抱
か
せ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
自
ら
の
環
境
に
対
す
る
不

平
不
満
を
抱
か
な
く
な
る
。
自
ら
の
環

境
に
対
す
る
積
極
的
な
精
神
が
涵
養
さ

れ
る
と
と
も
に
、
前
向
き
な
姿
勢
が
創

出
さ
れ
る
。
人
生
即
学
び
、
生
活
即
学

び
の
生
き
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
﹁
多
少
の
人
事
は
皆
是
れ
学
な

り
。
﹂
を
箴
言
と
し
て
待
望
し
て
い
た
学

生
は
多
く
、
﹁
あ
、
こ
れ
だ
な
。﹂、
﹁
自

分
の
目
の
前
が
ぱ
っ
と
開
け
た
。﹂、
﹁
自

宅
の
机
の
前
に
張
っ
て
、
毎
日
眺
め
て

い
ま
す
。
﹂
と
い
っ
た
感
想
を
述
べ
て
く

れ
る
。

　
自
ら
の
環
境
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
か
ら

学
ぶ
に
あ
た
っ
て
は
、
﹁
学
び
﹂︵
気
づ

き
︶
の
瞬
間
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

自
分
を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
﹁
学
び
﹂

の
瞬
間
を
﹁
こ
こ
だ
な
！
﹂
と
つ
か
む

こ
と
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
﹁
学
び
﹂

の
瞬
間
を
見
逃
さ
な
い
た
め
の
工
夫
を

示
し
て
い
る
の
が
、
三
つ
目
に
あ
げ
る

﹃
言
志
後
録
﹄
第
三
十
四
条
﹁
克
己
の

工
夫
は
一
呼
吸
の
間
に
在
り
。﹂
で
あ
る
。

﹁
学
び
﹂
の
瞬
間
か
ら
即
実
行
、
即
自

己
改
善
で
あ
る
。

　
﹁
学
び
﹂
の
瞬
間
を
つ
か
む
た
め
に

は
﹁
現
代
﹂
の
瞬
間
瞬
間
を
善
処
す
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

心
を
﹁
現
在
只
今
﹂
の
状
態
に
し
て
、

自
ら
の
環
境
に
向
き
合
う
こ
と
が
必
要

と
な
る
。
そ
こ
で
四
つ
目
に
あ
げ
る
﹃
言

志
晩
録
﹄
第
一
二
五
条
﹁
心
は
現
在
な

る
を
要
す
。
﹂
を
肝
に
銘
じ
て
お
く
こ
と

が
必
要
と
な
る
。

　
私
は
、
以
上
あ
げ
た
﹃
言
志
四
録
﹄

の
四
つ
の
条
文
を
、
卒
業
生
に
贈
る
さ

さ
や
か
な
記
念
品
で
あ
る
ノ
ー
ト
の
裏

表
紙
に
記
し
て
い
る
。
先
日
、
ひ
ょ
っ

こ
り
と
私
の
研
究
室
を
訪
れ
た
卒
業
生

が
﹁
多
少
の
人
事
は
皆
是
れ
学
な
り
。
﹂

の
一
文
が
、
日
々
の
仕
事
の
遂
行
に
際

し
て
、
私
に
勇
気
と
力
を
与
え
て
く
れ

て
い
ま
す
。
﹂
と
語
っ
て
い
た
。
お
そ
ら

く
は
そ
の
卒
業
生
の
心
の
中
で
﹃
言
志

四
録
﹄
が
結
晶
化
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
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子
ど
も
の
頃
に
岩
村
の
近
く
に
住
ん

で
い
た
こ
と
、
父
親
の
勤
め
の
大
半
が

こ
の
町
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
か
ね
て
よ

り
、
こ
の
町
の
﹁
一
斎
塾
﹂
の
活
動
に

目
を
つ
け
、
公
開
さ
れ
て
い
る
情
報
等

に
目
を
通
し
な
が
ら
、
地
道
な
活
動
の

積
み
重
ね
と
広
ま
り
に
関
心
を
持
っ
て

き
ま
し
た
が
、
長
年
、
音
楽
教
育
に
関

わ
っ
て
き
た
私
の
経
験
か
ら
、
一
斎
の

教
え
を
親
し
み
や
す
い
歌
曲
に
し
て
歌

っ
て
い
た
だ
い
た
ら
、
と
考
え
た
次
第

で
す
。

　
し
か
し
、
新
曲
の
定
着
率
は
極
め
て

低
い
も
の
で
す
の
で
、
細
心
の
注
意
を

払
い
、
歌
詞
が
分
か
り
や
す
く
旋
律
的

な
も
の
を
選
び
、
昨
年
は
︻
清
き
も
の

は
︼
を
日
本
的
な
和
声
を
使
っ
た
作
曲

を
得
意
と
す
る
西
宮
市
在
住
の
中
西
覚

さ
ん
に
作
曲
し
て
い
た
だ
き
、
続
い
て

今
年
は
︻
順
境
は
春
の
如
し
︼
を
中
津

川
市
在
住
で
、
ピ
ア
ノ
と
声
楽
の
指
導

で
高
い
評
価
が
あ
り
、
作
曲
も
手
が
け

る
渡
辺
洋
子
さ
ん
に
作
曲
し
て
い
た
だ

い
て
、
ま
ず
、
地
元
岩
村
町
の
﹁
童
謡

を
歌
う
会
﹂
の
皆
さ
ん
に
歌
っ
て
い
た

だ
き
、
続
い
て
、
私
の
や
っ
て
い
る
﹁
日

本
の
歌
を
歌
う
会
﹂
や
高
齢
者
大
学
の

講
座
等
で
も
、
歌
詞
の
解
説
を
し
な
が

ら
歌
っ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

︻
清
き
も
の
は
︼

色
の
清
き
も
の
は
観
る
可
く
、
声
の
清

き
も
の
は
聴
く
可
く
、
水
の
清
き
も
の

は
嗽
ぐ
可
く
、
風
の
清
き
も
の
は
当
る

可
く
、
味
の
清
き
も
の
は
嗜
む
可
く
、

臭
の
清
き
も
の
は
臭
ぐ
可
き
な
り
。

凡
そ
清
き
も
の
は
皆
、
以
て
我
が
心
を

洗
う
に
足
る
。
︵
言
志
耋
録
二
八
二
︶

春
風
を
以
て
人
に
接
し
、
秋
霜
を
以
て

自
ら
粛
む
。
︵
言
志
後
録
三
三
︶

︻
順
境
は
春
の
如
し
︼

順
境
は
春
の
如
し
、
出
遊
し
て
花
を
観

る
。
逆
境
は
冬
の
如
し
、
堅
臥
し
て
雪

を
看
る
。
春
は
固
よ
り
楽
し
む
べ
き
も
、

冬
も
ま
た
悪
し
か
ら
ず
。
︵
言
志
後
録

八
六
︶

　
歌
は
人
の
感
情
を
豊
か
に
し
、
温
和

な
気
持
ち
を
育
て
る
だ
け
で
な
く
、
旋

律
を
伴
っ
た
歌
詞
は
生
涯
に
亘
っ
て
記

憶
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
こ
の
二

つ
の
歌
を
多
く
の
方
に
、
気
軽
に
歌
っ

て
い
た
だ
き
、
一
斎
の
教
え
の
真
意
を

ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

﹁
い
わ
む
ら
一
斎
塾
報
﹂
を
読
み
、
日

頃
の
生
活
と
一
斎
の
教
え
と
を
対
比
さ

せ
な
が
ら
、
実
践
的
な
話
し
合
い
が
さ

れ
て
い
る
姿
に
感
銘
し
ま
し
た
が
、
こ

の
よ
う
な
歌
が
﹁
一
斎
塾
﹂
の
活
動
へ

の
さ
さ
や
か
な
応
援
歌
に
な
れ
ば
あ
り

が
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
前
記
の
歌
が
練
習
で
き
る
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
は

h
ttp

:/
/
y
o
sh
i.e
n
a
t.jp

/

を

開
い
て
左
上
に
あ
る
﹁
佐
藤
一
斎
の
︰
﹂

を
ク
リ
ッ
ク
。

　
東
海
市
の
呼
び
掛
け
に
応
え
、
全
国

か
ら
十
三
の
市
長
が
東
京
へ
集
結
し
、

各
ふ
る
さ
と
の
先
人
の
教
え
を
地
域
活

性
化
に
ど
の
よ
う
に
取
り
組
み
、
活
か

し
て
い
る
か
を
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。
三

百
人
を
超
す
参
加
者
は
熱
心
に
耳
を
傾

け
感
銘
を
受
け
な
が
ら
多
く
の
こ
と
を

学
び
合
う
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
去
る
七
月
二
十
八
日
︵
土
︶
、
Ａ
Ｎ

Ａ
コ
ン
チ
ネ
ン
タ
ル
ホ
テ
ル
東
京
で
世

の
中
は
参
議
院
議
員
選
挙
を
翌
日
に
控

え
気
ぜ
わ
し
い
な
か
、
﹁
少
子
高
齢
化

な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら

も
地
方
分
権
が
進
む
今
の
時
代
に
、
ふ

る
さ
と
の
先
人
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く

り
、
人
づ
く
り
、
心
そ
だ
て
を
進
め
て

い
る
自
治
体
が
協
力
し
合
い
、
歴
史
を

活
か
し
た
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
、
﹃
情

報
と
し
て
全
国
に
発
信
﹄
し
て
い
く
こ

と
﹂
を
目
的
と
し
て
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム

が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
﹁
嚶
鳴
﹂
と
は
、
中
国
の
古
典
﹁
詩

経
﹂
の
な
か
に
出
て
来
る
言
葉
で
、

﹁
鳥
が
仲
間
を
求
め
て
鳴
き
交
う
﹂
と

い
う
意
味
が
転
じ
て
、
﹁
仲
間
を
求
め

て
お
互
い
に
切
磋
琢
磨
し
な
が
ら
、
共

に
学
び
共
に
成
長
し
合
う
﹂
こ
と
で
す
。

　
東
海
市
出
身
の
江
戸
時
代
中
期
の
儒

学
者
・
細
井
平
洲
が
江
戸
で
開
い
た
私

塾
が
﹁
嚶
鳴
館
﹂
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

こ
の
名
称
に
も
な
り
ま
し
た
。

　
参
加
し
た
自
治
体
と
ゆ
か
り
の
先
人

を
紹
介
し
ま
す
と
、
岩
手
県
釜
石
市
の

大
島
高
任
︵
鉱
山
学
者
・
事
業
家
︶
、

山
形
県
米
沢
市
の
上
杉
鷹
山
︵
藩
主
︶、

長
野
市
松
代
の
佐
久
間
象
山
︵
思
想
家

・
兵
学
者
︶
、
富
山
県
高
岡
市
の
前
田

利
長
︵
加
賀
藩
主
︶
、
神
奈
川
県
小
田

原
市
の
二
宮
尊
徳
︵
農
政
家
・
思
想
家
︶、

恵
那
市
岩
村
の
佐
藤
一
斎
︵
儒
学
者
︶、

東
海
市
の
細
井
平
洲
、
滋
賀
県
高
島
市

の
中
江
藤
樹
︵
陽
明
学
者
︶
、
岡
山
県

高
梁
市
の
山
田
方
谷
︵
儒
学
者
︶
、
愛

媛
県
宇
和
島
市
の
伊
達
宗
城
︵
藩
主
︶、

大
分
県
竹
田
市
の
広
瀬
武
夫
︵
海
軍
軍

人
︶、
佐
賀
県
多
久
市
の
多
久
茂
文
︵
領

主
︶、
長
崎
県
対
馬
市
の
雨
森
芳
洲
︵
儒

学
者
︶
で
す
。

　
お
な
じ
み
の
作
家
・
童
門
冬
二
氏
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
も
と
、
各
市
長
は

ス
ク
リ
ー
ン
に
映
し
出
さ
れ
る
ふ
る
さ

と
の
先
人
の
業
績
や
訓
え
を
、
市
政
や

市
民
生
活
に
ど
の
よ
う
に
活
か
し
て
い

る
か
を
誇
ら
し
く
熱
っ
ぽ
く
語
ら
れ
ま

し
た
。
可
知
恵
那
市
長
は
絵
本
﹁
お
じ

い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く
﹂
を
高
く
掲
げ
な
が

ら
、
生
涯
学
習
の
原
点
で
も
あ
る
﹁
三

学
戒
﹂
を
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
を
活
か
し

た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
披
瀝
さ
れ
ま

し
た
。

　
﹁
各
地
か
ら
持
ち
寄
っ
た
情
報
を
、

お
互
い
に
他
の
地
域
へ
も
発
信
し
、
活

か
し
て
も
ら
う
よ
う
働
き
か
け
て
行
こ

一
斎
塾
へ
の
応
援
歌 

田
　
中
　
吉
　
徳 

「
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
」に
参
加
し
て 

副
理
事
長
　

鈴
　
木
　
隆
　
一



　
塾
報
第
三
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

第
三
号
は
第
十
一
回
言
志
祭
に
合
わ
せ

て
の
発
行
と
な
り
ま
し
た
。
童
門
先
生
、

上
寺
先
生
、
田
中
先
生
、
又
、
息
子
さ

ん
が
女
子
の
修
養
に
携
わ
ら
れ
た
今
井

さ
ん
に
は
お
忙
し
い
中
寄
稿
し
て
頂
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

紙
面
を
も
っ
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
一
斎
塾
も
徐
々
に
広
く
皆

さ
ん
に
注
目
さ
れ
夏
の
﹁
ザ
・
縁
日
﹂

の
ク
イ
ズ
に
は
子
供
か
ら
大
人
の
方
達

迄
多
数
の
ご
応
募
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
今
後
共
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

次
回
の
発
行
は
翌
年
四
月
の
予
定
で
す
。

・
名
言
録
集

・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く

・
言
志
四
録
抄
日
捲
り

・
大
人
の
寺
子
屋

・
重
職
心
得
箇
条

・
生
き
方
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス



︱
佐
藤
一
斎
の
思
想

・
佐
藤
一
斎

・
女
子
の
修
養

一
斎
塾
が
紹
介
す
る
書
籍 
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「
い
わ
む
ら
一
斎
塾
」が
め
ざ
す
も
の 

　
二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
教
養
豊
か

な
人
材
と
指
導
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、

郷
土
が
生
ん
だ
幕
末
の
偉
大
な
碩
学
佐

藤
一
斎
翁
の
教
え
を
基
本
理
念
と
し
て
、

広
く
高
い
見
地
か
ら
多
様
な
学
習
と
修

養
の
場
作
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
層
に
至

る
ま
で
の
﹁
人
づ
く
り
﹂
﹁
心
そ
だ
て
﹂

及
び
そ
れ
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

あ
と
が
き 

五
百
円

千
五
十
円

七
百
円

六
百
円

八
百
円

二
千
六
十
円

三
百
円

七
百
円

ト
　
ピ
　
ッ
　
ク
　
ス 

⑴
漢
字
文
化
講
演
会

　
　
日
時
　
十
一
月
十
七
日
︵
土
︶

　
　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分
よ
り

　
　
会
場
　
恵
那
市
中
央
図
書
館

　
　
演
題
　
詩
人
と
し
て
の
佐
藤
一
斎

　
　
講
師
　
石
川
忠
久
先
生
︵
前
二
松

　
　
　
　
　
学
舎
大
学
長
・
財
団
法
人

　
　
　
　
　
斯
文
会
理
事
長
︶

　
　
定
員
　
五
十
名

⑵
﹁
三
学
戒
﹂
額
装
を
恵
那
市
へ
寄
贈

　
　
市
内
の
公
共
施
設
、
学
校
等
五
十

　
ヵ
所
へ
、
会
員
の
神
谷
慎
軒
さ
ん
︵
書

　
家
︶
揮
毫
の
三
学
戒
を
寄
贈
し
ま
し

　
た
。
Ｂ
３
サ
イ
ズ
で
和
紙
に
印
刷
さ

　
れ
た
も
の
で
す
。

　
　
ご
希
望
の
方
に
は
有
料
で
お
分
け

　
し
ま
す
。
お
問
い
合
せ
下
さ
い
。

⑶
﹁
ザ
・
縁
日
﹂
に
協
賛

　
　
岩
村
商
工
会
青
年
部
主
催
の
ザ
・

　
縁
日
が
八
月
十
三
日
︵
月
︶
岩
邑
小

　
学
校
で
開
催
さ
れ
、
当
塾
も
佐
藤
一

　
斎
や
言
志
四
録
の
パ
ネ
ル
展
示
と
ク

　
イ
ズ
で
協
賛
し
ま
し
た
。
ク
イ
ズ
は

　
佐
藤
一
斎
に
つ
い
て
二
十
問
出
題
し

　
ま
し
た
が
、
十
九
問
正
解
の
方
が
五

　
名
あ
り
ま
し
た
。
特
製
Ｔ
シ
ャ
ツ
や

　
当
塾
発
行
の
図
書
、
特
製
携
帯
電
話

　
用
ス
ト
ラ
ッ
プ
な
ど
計
二
十
名
の
方

　
に
賞
品
を
授
与
し
ま
し
た
。

　
女
で
あ
り
母
で
あ
り
妻
で
あ
り
嫁
で

あ
り
下
田
歌
子
﹁
女
子
の
修
養
﹂
に
書

か
れ
て
い
る
全
て
の
章
に
あ
て
は
ま
る

私
。
初
め
て
読
ん
だ
時
言
い
た
い
事
は

わ
か
る
け
れ
ど
自
分
と
し
て
理
解
す
る

の
は
む
つ
か
し
か
っ
た
。
今
回
原
稿
を

書
く
た
め
も
う
一
度
読
ん
で
み
た
。
や

っ
ぱ
り
む
つ
か
し
い
。
そ
の
中
で
も
共

感
出
来
る
文
章
が
あ
っ
た
。
母
親
の
心

得
、
家
族
で
の
教
育
で
す
。
子
供
を
溺

愛
し
す
ぎ
る
と
我
儘
と
な
り
手
が
つ
け

ら
れ
な
く
な
る
。
愛
情
に
溺
れ
た
子
育

て
以
上
に
子
供
を
ダ
メ
に
す
る
も
の
は

な
い
。
私
は
心
が
打
た
れ
ま
し
た
。
わ

か
っ
て
い
て
も
我
儘
を
聞
い
て
し
ま
う

子
供
の
言
い
た
い
放
題
や
り
た
い
放
題

ダ
メ
な
母
親
の
見
本
と
な
っ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
先
の
人
生
せ
っ
か

く
い
い
本
と
め
ぐ
り
合
え
た
の
だ
か
ら

ダ
メ
な
人
生
を
歩
ま
な
い
様
悩
ん
だ
時

は
こ
の
本
を
読
み
返
し
少
し
で
も
自
分

ら
し
く
生
き
ら
れ
る
事
を
望
ん
で
い
ま

す
。
現
代
語
訳
を
し
て
く
れ
た
中
学
生

の
子
た
ち
も
今
は
ま
だ
理
解
出
来
な
い

事
だ
ら
け
だ
と
思
う
け
れ
ど
こ
れ
か
ら

先
の
人
生
、
歌
子
女
史
の
教
え
を
学
ん

だ
事
が
き
っ
と
役
に
立
つ
時
が
く
る
と

思
う
。
中
学
生
と
い
う

大
切
な
時
期
に
と
て
も

い
い
勉
強
を
さ
せ
て

も
ら
い
、
親
と
し

て
あ
り
が
た
く

思
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
人
生
の
た
め
に

こ
れ
か
ら
の
人
生
の
た
め
に 

今
　
井
　
真
　
澄

今
　
井
　
真
　
澄 

こ
れ
か
ら
の
人
生
の
た
め
に 

今
　
井
　
真
　
澄 

う
﹂
と
童
門
氏
は
ま
と
め
ら
れ
、
参
加

者
一
人
一
人
の
心
に
そ
の
火
種
を
も
ら

い
散
会
し
ま
し
た
。

　
翌
二
十
九
日
︵
日
︶
は
会
場
を
小
田

原
市
へ
移
し
、
二
宮
尊
徳
記
念
館
の
見

学
と
講
話
、
全
日
空
会
長
・
大
橋
洋
治

氏
と
童
門
氏
の
講
演
を
拝
聴
し
充
実
し

た
二
日
間
を
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。

　
私
た
ち
の
一
斎
塾
と
志
を
同
じ
く
す

る
人
や
団
体
が
全
国
各
地
で
が
ん
ば
っ

て
お
ら
れ
る
の
を
肌
で
感
じ
大
い
に
意

を
強
く
し
、
来
年
開
催
予
定
の
高
島
市

で
の
再
会
を
約
し
帰
途
に
つ
き
ま
し
た
。
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