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例
を
あ
げ
る
。

【
事
例
１　

稲
垣
足
穂
】

俺
は
も
っ
と
人
生
を
愛
し
た
い
、
味
わ
い
た
い
、
面
白
い
こ
と
を

し
た
い
。
或
は
苦
し
み
た
い
…
…
な
ど
云
っ
て
死
に
ぎ
わ
に
喚
く

に
は
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
が
い
ま

0

0

、
こ
こ

0

0

に
い
る
よ
う

に
、
死
ん
だ
ら
又
、
別
な
い
ま
こ
こ

0

0

0

0

の
裡
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
こ
と
に
は
、
疑
い
は
な
い
。
こ
の
論
旨
が
薄
弱
だ
と
考
え

る
の
は
、
未
だ
一
度
も
「
自
分
は
何
故
他
の
誰
か

0

0

で
は
な
い
の

か
？
」「
何
故
た
っ
た
い
ま
此
処
に
居
る
の
か
？
」
に
つ
い
て
思

い
を
凝
ら
し
た
こ
と
の
な
い
者
共
で
あ
る（
１
）。

　
稲
垣
足
穂
（
一
九
〇
〇
〜
一
九
七
七
）
は
『
一
千
一
秒
物
語
』
等
で
知

ら
れ
る
特
異
な
幻
想
作
家
。
後
半
の
二
つ
の
疑
問
文
に
自
我
体
験
が
表
現

さ
れ
て
い
る
（
前
半
で
は
一
種
の
輪
廻
転
生
観
が
表
明
さ
れ
て
い
る
）。

現
在
、
自
我
体
験
に
つ
い
て
は
、
次
の
こ
と
が
分
か
っ
て
き
て
い
る
。

一
　
幼
少
期
の
自
我
体
験
か
ら
の
遥
か
な
る
出
発

　
心
を
脳
の
機
能
と
み
な
す
科
学
者
社
会
の
定
説
か
ら
は
、
死
後
は
虚
無

で
あ
る
と
い
う
結
論
は
当
然
視
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
「
定
説
」
は
、
自

己
を
多
数
の
他
者
の
中
の
一
人
の
他
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に

0

0

0

0

0

上
空
飛
行
的

に
俯
瞰
す
る
架
空
の
視
点
こ
そ
「
真
の
」
視
点
で
あ
る
と
い
う
、
虚
構
に

基
づ
い
て
い
る
。
こ
の
虚
構
性
に
気
づ
く
の
は
容
易
で
な
い
が
、
幼
少
期

の
「
体
験
」
に
基
づ
い
て
虚
構
性
を
自
然
に
洞
察
し
、
独
自
の
死
生
観
を

築
き
上
げ
る
人
も
い
る
。
こ
の
体
験
を
「
自
我
体
験
」
と
言
い
、
臨
床
・

発
達
心
理
学
の
片
隅
で
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
体
験
は
フ
ッ
サ

ー
ル
現
象
学
に
よ
っ
て
解
明
が
試
み
ら
れ
て
い
る
が
、
自
我
体
験
か
ら
出

発
し
て
輪
廻
転
生
の
死
生
観
に
達
す
る
例
が
あ
る
の
と
並
行
的
に
、
フ
ッ

サ
ー
ル
他
者
論
も
ま
た
輪
廻
転
生
観
を
示
唆
し
得
る
、
と
い
う
の
が
本
論

の
論
旨
で
あ
る
。
自
我
体
験
は
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
ま
ず

〈
特
集
２　

思
想
と
し
て
の
生
命　

第
三
回　

死
を
め
ぐ
る
生
命
〉

渡
　
辺
　
恒
　
夫
　

　

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
よ
る

　
　

幼
少
期
の
自
我
体
験
の
解
明
か
ら
輪
廻
転
生
観
へ
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り
、
一
種
の
輪
廻
転
生
観
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
世
の
中
に
あ
る
と
い

う
こ
と
を
知
る
前
か
ら
到
達
し
て
い
た
か
ら（
６
）（

従
っ
て
本
稿
の
背
景
を
な

す
研
究
は
、
客
観
的
な
学
問
研
究
と
い
う
よ
り
、
自
己
の
幼
少
期
の
体
験

の
意
味
を
解
明
す
る
た
め
に
行
う
「
当
事
者
研
究
」
の
色
彩
が
強
い
）。

自
我
体
験
は
様
々
な
方
法
で
研
究
さ
れ
て
い
る
が
、
私
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の

心
理
学
的
現
象
学
を
現
代
心
理
学
的
に
技
法
化
し
て
こ
の
体
験
の
解
明
を

試
み
、「
正
常
な
精
神
発
達
過
程
で
、
主
と
し
て
児
童
期
に
生
じ
る
こ
と

の
あ
る
、
自
然
発
生
的
な
現
象
学
的
還
元
」
と
定
義
し
、「
発
達
性
エ
ポ

ケ
ー
」
と
名
づ
け
る
に
至
っ
て
い
る（
７
）。

二
　
人
間
的
世
界
経
験
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
構
造

　
上
述
の
定
義
が
示
唆
す
る
と
こ
ろ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
的
還
元

の
果
て
に
『
危
機
書
』
で
遭
遇
し
た
人
間
主
観
性
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
世

界
に
対
す
る
主
観
で
あ
っ
て
同
時
に
世
界
に
お
け
る
客
観
で
あ
る
こ
と（
８
））

と
同
じ
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
、
自
我
体
験
の
深
み
に
お
い
て
も
出
現
す
る
可

能
性
で
あ
る
。
次
は
、
そ
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
浮
上
し
か
け
た
事

例
で
あ
る
。

【
事
例
２　

二
四
歳
女
性
／
在
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
】

九
歳
か
一
〇
歳
の
頃
の
こ
と
で
し
た
。
夜
で
、
真
っ
暗
闇
で
し
た
。

私
は
ベ
ッ
ド
に
入
っ
て
い
ま
し
た
が
、
眠
れ
ま
せ
ん
…
…
突
然
、

ど
こ
か
ら
と
も
な
く
あ
る
認
識
が
私
に
訪
れ
ま
し
た
。
私
は
私
。

私
は
私
で
あ
る
こ
の
世
で
た
っ
た
一
人
の
人
間
。
私
は
、
こ
の
認

識
が
不
意
に
や
っ
て
来
て
、
私
を
や
や
不
安
に
さ
せ
た
と
思
い
ま

　
自
我
体
験
と
は
自
己
の
自
明
性
が
突
然
に
揺
ら
ぐ
体
験
で
、
①
驚
き

「
私
は
私
だ
！
」、
②
訝
り
「
私
は
本
当
に
Ｘ
・
Ｙ
な
の
か
？
」、
③
問
い

か
け
「
私
は
な
ぜ
こ
こ
に
居
る
Ｘ
・
Ｙ
で
あ
っ
て
他
の
誰
か
で
は
な
い
の

か
？
」、
④
お
の
の
き
（
独
我
論
的
体
験
）「
世
界
中
で
私
で
あ
る
の
は
Ｘ
・

Ｙ
一
人
な
の
で
Ｘ
・
Ｙ
は
唯
一
で
、
だ
か
ら
特
別
だ
⁉
」、
と
い
う
四
要

素
の
い
ず
れ
か
を
備
え
る
。「
④
お
の
の
き
」
を
独
立
さ
せ
て
独
我
論
的

体
験
と
呼
び
、「
自
我
体
験
・
独
我
論
的
体
験
」
と
並
置
す
る
こ
と
も
あ

る
。
こ
こ
で
自
己
の
自
明
性
と
は
、「
私
は
多
数
の
ヒ
ト
の
中
の
一
人
と

し
て
の
Ｘ
・
Ｙ
で
あ
る
」
と
い
う
、
常
識
的
な
自
己
知
を
言
う
（
な
お
、

「
Ｘ
・
Ｙ
」
に
は
、
各
自
自
分
の
姓
名
を
入
れ
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
）。

青
年
心
理
学
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
・
ビ
ュ
ー
ラ
ー（
２
）が“Ich-Erlebnis”

の
名

の
下
に
一
九
二
〇
年
代
に
、
現
象
学
者
ス
ピ
ー
ゲ
ル
バ
ー
ク（
３
）が“I-am

-m
e 

experience”

の
名
の
下
に
一
九
六
〇
年
代
に
取
り
上
げ
て
以
降
は
、
二

〇
世
紀
末
〜
今
世
紀
初
頭
よ
り
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
で
の
み
細
々
と
調
査
研

究
が
な
さ
れ
て
来
た
が
、
自
我
体
験
の
年
齢
分
布
は
三
歳
〜
一
五
歳
、
初

発
の
ピ
ー
ク
は
八
歳
〜
一
〇
歳
、
大
学
生
で
の
回
想
報
告
率
は
二
〇
〜
三

〇
％
、
年
齢
と
共
に
記
憶
が
衰
微
す
る
等
、
最
近
に
な
っ
て
ほ
ぼ
全
貌
が

明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
（
４
）（
５
）。

　「
事
例
１
　
稲
垣
足
穂
」
で
の
自
我
体
験
は
「
③
問
い
か
け
」
の
要
素

が
主
に
な
っ
て
い
る
が
、
前
半
で
は
、
自
我
体
験
か
ら
展
開
し
た
と
見
ら

れ
る
輪
廻
転
生
的
な
死
生
観
が
語
ら
れ
て
い
る
。
何
歳
頃
か
ら
の
想
念
で

あ
る
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
私
は
幼
少
期
に
遡
る
も
の
と
推

測
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
私
自
身
、
似
た
よ
う
な
想
念
が
幼
少
期
か
ら
あ
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だ
」
と
い
う
こ
と
を
私
は
な
ぜ
確
信
す
る
の
か
、
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。

つ
ま
り
、「
他
者
論
」
の
必
要
性
で
あ
る
。
事
実
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、『
危
機

書
』
に
先
だ
っ
て
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
）
10
（

』
の
中
で
、
間
主
観
性
論
の
名
の

下
に
こ
れ
を
試
み
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
私
が
生
ま
れ
な
が
ら
の
ロ
ビ
ン

ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
で
あ
っ
て
他
者
と
い
う
存
在
を
未
だ
知
ら
な
い
と
想

定
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
、
一
種
の
思
考
実
験
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
は

次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
①
他
者
を
示
唆
す
る
一
切
を
括
弧
入
れ
す
る

エ
ポ
ケ
ー
を
敢
行
す
る
。
②
こ
の
エ
ポ
ケ
ー
を
受
け
た
世
界
の
中
心
、「
絶

対
の
こ
こ
」
に
、
一
つ
の
身
体
が
位
置
し
て
い
る
。
③
一
つ
の
「
物
体
」

が
「
そ
こ
」
に
現
れ
る
。
物
体
は
〈
こ
こ
〉
に
居
る
身
体
に
似
て
い
る
ゆ

え
、「
対
化
」
の
現
象
が
起
こ
り
、
そ
こ
に
あ
る
物
体
へ
と
、
こ
こ
に
居

る
身
体
か
ら
「
身
体
」
の
意
味
が
移
送
さ
れ
る
。
こ
の
過
程
を
類
比
化
的

統
覚
と
言
う
。
④
こ
の
「
そ
こ
に
在
る
身
体
」
を
自
己
の
身
体
と
す
る
他

者
と
、
他
者
に
と
っ
て
の
現
象
世
界
と
は
、
私
と
私
に
と
っ
て
の
現
象
世

界
の
「
志
向
的
変
様
」
と
し
て
現
れ
る
。
志
向
的
変
様
と
は
、「
ち
ょ
う

ど
私
が
そ
こ
に
い
る
時
の
よ
う
に
」
そ
こ
か
ら
現
象
的
世
界
が
ひ
ら
け
、

そ
の
中
心
と
し
て
の
身
体
を
〈
こ
こ
〉
と
す
る
「
他
の
私
」（
他
我
）
が

構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
考
え
て
よ
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
あ
る
身
体

を
〈
こ
こ
〉
と
し
て
そ
こ
か
ら
開
け
る
現
象
世
界
の
こ
と
を
、
モ
ナ
ド
と

言
っ
て
い
る
。
他
者
の
モ
ナ
ド
は
私
の
モ
ナ
ド
の
志
向
的
変
様
で
あ
る
。

　
上
記
の
他
者
論
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
が
、〈
こ
こ
〉（
絶
対
の
こ
こ
）

で
あ
る
。「
そ
こ
」
に
居
る
に
過
ぎ
な
い
他
者
の
身
体
を
、
他
の
〈
こ
こ
〉

と
し
て
一
挙
に
構
成
す
る
の
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
の
眼
目
で
あ
る
。

す
。
私
は
自
分
の
か
ら
だ
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
ま
た
か

な
り
孤
独
に
感
じ
ま
し
た
。
私
は
そ
の
夜
考
え
続
け
、
誰
も
が
み

な
自
分
自
身
な
の
だ
と
気
づ
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
感
覚

は
長
く
残
り
ま
し
た（
５
）。

　
こ
の
事
例
で
浮
上
し
か
け
た
の
は
、
自
己
の
唯
一
性
の
自
覚
（「
私
は

私
で
あ
る
こ
の
世
で
た
っ
た
一
人
の
人
間
」）
と
、
自
他
の
等
根
源
性
の

要
請
（「
誰
も
が
み
な
自
分
自
身
」）
の
間
で
の
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
構
造
で

あ
る
（
当
人
が
自
覚
し
て
い
る
か
否
か
は
別
と
し
て
）。
誰
も
が
自
分
の

よ
う
に
唯
一
で
は
、「
唯
一
」
が
多
数
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
唯
一
で
は
な

く
な
り
、「
世
界
に
対
す
る
主
観
」
で
あ
る
は
ず
が
「
世
界
に
お
け
る
客

観
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
日
常
的
事
態
で
も
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
姿
を

覗
か
せ
る
こ
と
が
あ
る
。

―「
私
は
自
分
が
か
け
が
え
の
な
い
唯
一
の

存
在
だ
と
わ
か
っ
た
」⇒

「
私
に
と
っ
て
Ｂ
さ
ん
は
か
け
が
え
の
な
い
唯

一
の
存
在
で
あ
る
」⇒

「
Ｃ
さ
ん
も
Ｄ
さ
ん
も
、
各
自
に
と
っ
て
か
け
が

え
の
な
い
唯
一
の
存
在
で
あ
り
、
お
た
が
い
に
も
か
け
が
え
の
な
い
唯
一

の
存
在
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」⇒

「
す
る
と
私
た
ち
地
球
八
〇
億
の
人

間
は
全
員
が
『
か
け
が
え
の
な
い
唯
一
の
存
在
』
と
い
う
『
類
』
を
構
成

す
る
こ
と
に
な
り
、
私
た
ち
は
そ
の
『
一
例
』
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、

私
た
ち
は
か
け
が
え
の
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

存
在
に
過
ぎ
な
い
？
」
こ
れ
を
私
は
、
人
間

的
世
界
経
験
の
根
源
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
構
造
と
呼
ぶ（
９
）。

三
　『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
に
お
け
る
他
者
論

　
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
脱
出
す
る
に
は
、「
誰
も
が
み
な
自
分
自
身
な
の
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で
あ
る
と
知
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
第
二
に
、「
私
が
そ
こ
に
い
る
時
に
」

（w
enn ich dort bin

）
そ
こ
を
〈
こ
こ
〉
と
し
て
体
験
世
界
が
ひ
ら
け

る
と
い
う
、
時
間
的
仮
定
に
基
づ
く
想
定
意
識
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
付
け
加

え
た
。
け
れ
ど
も
私
が
現
に
そ
こ
に
い
な
い
以
上
、
私
が
〈
そ
こ
〉
を
〈
こ

こ
〉
と
し
て
い
る
の
は
、
過
去
か
未
来
か
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
こ

れ
を
、
私
が
過
去
か
未
来
か
に
、「
山
田
花
子
で
あ
っ
た
・
で
あ
る
だ
ろ

う
」
と
想
定
す
る
、
と
い
う
意
味
に
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
ま

す
ま
す
お
か
し
な
想
定
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
異
質
的
で
あ
る
第
一
の
志

向
的
意
識
と
第
二
の
志
向
的
意
識
と
を
い
く
ら
協
働
さ
せ
て
も
、
他
者
の

実
在
の
確
信
が
生
成
す
る
と
は
思
え
な
い
。

五
　
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
の
時
間
差
解
釈
か
ら

　
　
　
輪
廻
転
生
観
へ

　
ヘ
ル
ト
は
、
だ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
は
ダ
メ
だ
と
言
っ
て
、
代
替

案
を
提
案
す
る
。
け
れ
ど
も
私
は
、
こ
の
ヘ
ル
ト
に
よ
る
批
判
を
、「
フ

ッ
サ
ー
ル
他
者
論
の
批
判
的
再
構
成
」
と
し
て
、
あ
え
て
字
義
通
り
に
受

容
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
説
は
、
他
者
経
験
が
単
一
の
直
観
な
ど
で
は

な
く
、
二
層
か
ら
成
る
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
か
ら
。
第
一
の
層
は
感

情
移
入
（
共
感
）
対
象
と
し
て
の
他
者
で
あ
り
、
共
感
の
発
達
心
理
学
研

究
の
一
大
ト
ピ
ッ
ク
ス
と
な
っ
て
い
る
。
が
、
私
が
自
己
の
唯
一
性
を
自

覚
す
る
こ
と
で
こ
の
層
の
他
者
の
虚
構
性
も
自
覚
さ
れ
る
の
で
、
独
我
論

的
体
験
の
き
っ
か
け
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
出
現
す
る
第
二
の
層
こ

そ
、「
私
が
過
去
か
未
来
か
に
『
山
田
花
子
で
あ
っ
た
・
で
あ
る
だ
ろ
う
』

「
こ
こ
」
と
い
う
表
現
は
、
自
我
体
験
回
想
に
お
い
て
も
、
し
ば
し
ば
出

現
す
る
。
冒
頭
の
「
事
例
１
　
稲
垣
足
穂
」
に
も
、「
こ
こ
」「
此
処
」
の

表
現
が
三
回
出
現
し
て
い
る
。

四
　
ヘ
ル
ト
に
よ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
の
内
在
的
批
判

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
他
者
論
に
は
批
判
が
多
い
。
即
座
に
思
い
つ
く
の

は
、
多
数
の
モ
ナ
ド
の
同
時
的
並
存
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
現
象
学
的
態

度
に
よ
っ
て
克
服
し
た
は
ず
の
、
諸
モ
ナ
ド
を
上
空
飛
行
的
に
俯
瞰
す
る

よ
う
な
世
界
像
に
舞
い
戻
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
危
機
書
』
で
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
言
っ
て
い
る

の
も
、
こ
の
こ
と
を
自
覚
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
私
は
、
諸
モ
ナ
ド
は
同
時
に
空
間
的
に
並
存
す
る
の
で

は
な
く
時
間
を
異
に
し
て
存
在
す
る
と
い
う
、「
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
の

時
間
差
解
釈
」
を
試
み
る）
11
（

。
そ
の
ヒ
ン
ト
と
な
っ
た
の
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・

ヘ
ル
ト
に
よ
る
、
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
へ
の
「
内
在
的
」
批
判
で
あ
る）
12
（

。

そ
れ
を
極
め
て
平
易
に
言
い
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

―
私
の
体
験

世
界
と
同
じ
よ
う
な
体
験
世
界
が
、〈
そ
こ
〉
に
あ
る
「
山
田
花
子
」
の

身
体
を
〈
こ
こ
〉
と
し
て
ひ
ら
か
れ
て
い
る
と
私
は
確
信
す
る
。
こ
の
確

信
は
ど
こ
か
ら
来
る
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
、
二
種
の
志
向
的
意
識

の
協
働
作
業
に
よ
る
と
し
た
。
第
一
に
、「
あ
た
か
も
私
が
今
、
そ
こ
に

い
る
か
の
よ
う
に
（als ob ich dort w

äre

）」
想
像
す
る
こ
と
で
あ
り
、

私
の
身
体
が
現
に
山
田
花
子
の
身
体
で
あ
っ
て
私
は
山
田
花
子
で
あ
る
、

と
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
私
は
こ
れ
が
想
像
に
過
ぎ
ず
虚
構
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な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
①
自
我
体
験
研
究
が
持
続
的
に
な
さ
れ
て
い
る
殆
ど

唯
一
の
国
で
あ
る
、
②
フ
ッ
サ
ー
ル
研
究
で
は
ド
イ
ツ
に
次
ぐ
水
準
に
あ

る
、
③
輪
廻
転
生
観
に
な
じ
み
が
あ
る
、
と
い
う
最
適
な
条
件
に
恵
ま
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
。

六
　
展
　
望

　
自
我
体
験
の
深
み
で
出
会
う
人
間
的
世
界
経
験
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
構
造

を
突
破
す
る
の
は
、
唯
一
の
〈
こ
こ
〉
と
し
て
の
私
と
等
根
源
的
な
他
者

は
、
時
間
を
異
に
し
た
〈
こ
こ
〉
で
あ
り
当
該
の
他
者
と
し
て
生
を
受
け

た
〈
私
〉
で
あ
る
、
と
い
う
飛
躍
で
あ
る
。「
事
例
１
　
稲
垣
足
穂
」
に

見
る
輪
廻
転
生
観
も
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど

も
、
同
時
代
者
を
含
む
全
て
の
等
根
源
的
な
他
者
を
私
の
輪
廻
転
生
す
る

姿
と
み
な
す
と
い
う
「
遍
在
転
生
観（
６
）」

を
推
し
進
め
る
に
は
、
人
格
の
同

一
性
（
私
の
同
一
性
）
に
つ
い
て
の
全
く
新
た
な
考
え
を
要
す
る
。
確
率

論
）
14
（

、
可
能
世
界
論
、
物
語
論
に
手
掛
り
が
求
め
ら
れ
る
と
は
言
え
、
前
途

に
は
厳
し
い
も
の
が
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
が
、「
唯
一
の
自
己

と
等
根
源
的
な
他
者
」
と
い
う
不
可
能
性
を
可
能
に
す
る
、
唯
一
の
途
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　（
1
）
稲
垣
足
穂
「
兜
率
上
生
」『
稲
垣
足
穂
大
全
　
第
４
巻
』
三
五
二
│
三
六
〇
頁
、

現
代
思
潮
社
、
一
九
七
三
年
。

　（
2
）
ビ
ュ
ー
ラ
ー
、Ch.

『
青
年
の
精
神
生
活
』﹇
一
九
二
一
年
﹈
原
田
茂
訳
、
共

同
出
版
、
一
九
六
九
年
。

　（
3
）Spiegelberg, H

. “O
n the ‘I-am

-m
e experience’ in childhood and ado-

と
想
定
す
る
」
志
向
意
識
が
働
く
層
で
あ
る
。「
私
の
過
去
・
未
来
と
し

て
の
他
者
」
を
予
兆
さ
せ
る
層
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、「〈
絶
対
の
こ
こ
〉
と
等
根
源
的
な
「
他
の
こ
こ
」
と
し
て

の
他
者
を
理
解
可
能
に
す
る
唯
一
の
途
は
、「〈
他
の
こ
こ
〉
は
、
か
つ
て

／
い
つ
か
、〈
此
処
の
こ
こ
〉
だ
っ
た
／
に
な
る
だ
ろ
う
」
で
あ
り
、
分

か
り
や
す
く
言
え
ば
「
私
は
過
去
か
未
来
か
に
、
そ
こ
に
い
る
山
田
花
子

で
あ
っ
た
／
で
あ
る
だ
ろ
う
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ
て
、
第
二
の

層
に
お
け
る
「
時
間
的
仮
定
に
基
づ
く
想
定
意
識
」
に
こ
そ
、〈
自
己
の

唯
一
性
vs
自
他
の
等
根
源
性
〉
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
の
脱
出
口
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。
無
論
、
多
数
の
他
者
が
私
と
同
時
代
に
並
存
し
て
い

る
以
上
、「
私
は
過
去
か
未
来
に
そ
れ
ら
の
他
者
た
ち
で
あ
っ
た
／
で
あ

る
だ
ろ
う
」
と
い
う
事
態
は
、
理
解
不
可
能
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

け
れ
ど
も
哲
学
的
分
析
に
よ
る
と
、
第
三
者
に
よ
る
外
的
視
点
が
取
れ
な

い
以
上
、
主
観
的
な
自
己
と
主
観
的
な
他
者
の
同
時
性
は
保
証
さ
れ
な

い
）
13
（

。
な
ら
ば
同
時
代
的
他
者
を
、
時
間
を
異
に
し
た
自
己
と
理
解
す
る
こ

と
は
、
決
し
て
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
、
他
我

を
し
ば
し
ば
「
自
我
の
時
間
化
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に）
10
（

、
志
向
的
意
識

の
構
造
で
他
者
に
最
も
近
い
存
在
は
、「
い
か
な
る
記
憶
も
な
い
過
去
の

あ
る
日
の
私
」
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
他
者
と
は
、「
も
は
や
想
起
で
き
な

い
／
未
だ
予
期
で
き
な
い
」
私
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う）
11
（

。
他
者

と
は
時
間
を
異
に
し
た
私
だ
と
は
、
輪
廻
転
生
観
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
死
生
観
的
展
開
は
、
西
洋
人
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
ヘ
ル
ト
に
も

想
像
の
埒
外
だ
っ
た
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
展
開
は
日
本
で
し
か
で
き
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文
社
、
一
九
八
六
年
。

　（
13
）
青
山
拓
央
「
客
観
的
現
在
と
心
身
相
関
の
同
時
性
」『
科
学
基
礎
論
研
究
』

33
、
二
五
―
二
九
頁
、
二
〇
〇
五
年
。

　（
14
）
渡
辺
恒
夫
『〈
私
の
死
〉
の
謎
』
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
二
年
。

（
わ
た
な
べ
・
つ
ね
お
、
心
理
学
・
現
象
学
、
東
邦
大
学
名
誉
教
授
）

lescence”. Psychologia, vol.4, 135-146, 1961.
　（
4
）
渡
辺
恒
夫
・
高
石
恭
子
編
『〈
私
〉
と
い
う
謎

―
自
我
体
験
の
心
理
学
』
新

曜
社
、
二
〇
〇
四
年
。

　（
5
）
コ
ー
ン
ス
タ
ム
、
Ｄ
．『
子
ど
も
の
自
我
体
験
』﹇
二
〇
〇
四
年
﹈
渡
辺
恒
夫
・

高
石
恭
子
訳
、
金
子
書
房
、
二
〇
一
六
年
。

　（
6
）
渡
辺
恒
夫
『
輪
廻
転
生
を
考
え
る

―
死
生
学
の
か
な
た
へ
』
講
談
社
現
代

新
書
、
一
九
九
六
年
。

　（
7
）
渡
辺
恒
夫
『
フ
ッ
サ
ー
ル
心
理
学
宣
言

―
他
者
の
自
明
性
が
ひ
び
割
れ
る

時
代
に
』
講
談
社
、
二
〇
一
三
年
。

　（
8
）
フ
ッ
サ
ー
ル
、
Ｅ
．『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』﹇
一

九
五
三
年
﹈（
細
谷
恒
夫
・
木
田
元
訳
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
）
の
第
五

三
節
以
下
参
照
。

　（
9
）
発
達
心
理
学
的
に
は
、
四
〜
五
歳
で
「
多
数
の
ヒ
ト
の
中
の
一
人
」
と
し
て

の
自
己
理
解
が
成
立
し
た
後
に
、
内
省
能
力
の
発
達
に
よ
っ
て
「
唯
一
の
自
己
」

の
自
覚
が
生
じ
、
そ
の
間
の
矛
盾
の
意
識
が
パ
ラ
ド
ク
ス
の
自
覚
と
な
る
、
と

説
明
で
き
る
（
拙
稿
「
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
段
階
発
達
説
：
第
二
の
誕
生
と
は

何
か
」『
発
達
心
理
学
研
究
』
22
、
四
〇
八
―
四
一
七
頁
、
二
〇
一
一
年
）。
こ

の
あ
た
り
心
理
学
的
知
見
と
超
越
論
的
議
論
が
混
淆
さ
れ
て
い
る
と
批
判
さ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
私
は
、
両
者
の
区
別
は
絶
対
的
な
も
の
で
は
な

く
、
心
理
学
的
現
象
学
を
深
め
れ
ば
超
越
論
的
問
題
に
突
き
当
ら
ざ
る
を
得
な

い
し
、
逆
に
後
者
の
解
決
に
心
理
学
的
知
見
が
役
立
つ
こ
と
も
あ
る
と
い
う
よ

う
に
、
両
者
は
認
識
論
的
循
環
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
。

　（
10
）
フ
ッ
サ
ー
ル
、
Ｅ
．『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』﹇
一
九
七
七
年
﹈
浜
渦
辰
二
訳
、

岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
。

　（
11
）
渡
辺
恒
夫
「
フ
ッ
サ
ー
ル
他
者
論
の
時
間
差
解
釈
」

http://phsc.jp/dat/rsm
/20130616am

a4.pdf

　
科
学
基
礎
論
学
会
二
〇
一
三

年
度
総
会
と
講
演
会
（
於 

大
阪
大
学
）、
二
〇
一
三
年
。

　（
12
）
ヘ
ル
ト
、
Ｋ
．「
相
互
主
観
性
の
問
題
と
現
象
学
的
超
越
論
的
哲
学
の
理
念
」

﹇
一
九
七
二
年
﹈（
坂
本
満
訳
）
ロ
ム
バ
ッ
ハ
・
リ
ク
ー
ル
・
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
ベ
他
、

新
田
義
弘
・
村
田
純
一
編
訳
『
現
象
学
の
展
望
』（
一
六
五
―
二
一
九
頁
）．
国


