
生
き
物
で
あ
り
、
頭
と
身
体
と
を
明
確
に
分

け
ら
れ
な
い
以
上
、
当
然
そ
こ
に
は
身
体
も

含
ま
れ
ま
す
。

　
私
た
ち
は
哲
学
す
る
際
、
そ
う
し
た
感
覚

的
な
も
の
や
身
体
に
も
影
響
さ
れ
な
が
ら
、

論
理
を
駆
使
し
て
対
象
を
疑
い
、
さ
ま
ざ
ま

な
視
点
で
捉
え
、
再
構
成
し
て
い
く
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
と
は
異
な
る
発
想
が

可
能
に
な
り
ま
す
。

　
今
の
世
の
中
に
哲
学
が
求
め
ら
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
新
し
い
発
想
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
特
に
、
耐
用
年
数
を

過
ぎ
た
社
会
の
仕
組
み
を
変
え
る
に
は
、
哲

学
が
有
効
だ
と
言
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
社

会
の
仕
組
み
は
い
つ
の
間
に
か
常
識
と
な
り

や
す
く
、
疑
う
の
が
大
変
だ
か
ら
で
す
。

　

社
会
の
仕
組
み
を
対
象
に
し
た
哲
学
を
、

特
に
公
共
哲
学
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

公
共
性
に
関
す
る
哲
学
の
こ
と
で
す
。
社
会
の

仕
組
み
と
い
う
の
は
、
誰
も
が
関
わ
る
と
い
う

意
味
で
、
公
共
性
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
た
だ
、
こ
の
「
公
共
性
」
の
意
味
が
問
題

に
な
っ
て
き
ま
す
。
一
般
に
公
共
と
聞
く
と
、

つ
い
政
治
や
行
政
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
が

ち
で
す
。
で
も
、
公
共
哲
学
で
扱
う
公
共
性

は
、
も
っ
と
広
い
意
味
を
有
し
て
い
ま
す
。

社
会
の
仕
組
み
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
個
人

が
関
わ
る
こ
と
で
初
め
て
成
立
す
る
も
の
だ

か
ら
で
す
。
わ
か
り
や
す
く
言
う
と
、
「
公

共
性
と
は
み
ん
な
が
関
わ
る
事
柄
」
と
い
う

く
ら
い
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
理
解
し
て
お
い
て

も
ら
え
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

　
し
た
が
っ
て
、
公
共
哲
学
と
は
私
と
社
会

を
ど
う
つ
な
ぐ
か
、
本
質
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

考
え
る
営
み
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
の
意
味
で
の
公
共
哲
学
の
歴
史
は
古
く
、

こ
の
世
界
に
哲
学
が
誕
生
し
た
古
代
ギ
リ
シ

ア
の
時
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
に

も
す
で
に
社
会
は
あ
り
、
そ
こ
で
人
々
は
ど

う
社
会
に
関
わ
る
か
を
議
論
し
て
い
た
か
ら

で
す
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
や
ア
リ
ス
ト

不
確
実
な
時
代
が
哲
学
を
求
め
た

　
不
確
実
な
時
代
と
い
わ
れ
て
久
し
い
で
す

が
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
経
験
し
た
今
、
私
た

ち
は
そ
の
不
確
実
性
の
中
に
と
ん
で
も
な
い

危
険
と
不
安
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
思
い
知

り
ま
し
た
。
い
っ
た
い
、
そ
ん
な
不
確
実
性

と
ど
う
付
き
合
っ
て
い
け
ば
い
い
の
で
し
ょ

う
か
？

　
不
確
実
性
の
反
対
は
確
実
性
で
す
。
つ
ま

り
、
何
が
起
こ
る
か
わ
か
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
の
場
合
、
私
た
ち
が
や
る
べ
き
こ
と

は
、
経
験
則
や
デ
ー
タ
に
基
づ
く
思
考
と
行

動
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
ま
だ
比
較

的
確
実
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
た
時
代
に
あ
っ

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
そ
う
し
た

発
想
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
政
治
も
ビ
ジ

ネ
ス
も
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
行
政
の
活
動
も

含
め
て
。

　
と
こ
ろ
が
、
不
確
実
だ
と
い
う
こ
と
は
、
経

験
則
や
デ
ー
タ
は
必
ず
し
も
あ
て
に
な
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
主
観
を
総
動
員
し
て
、
世
界
を

想
像
し
、
か
つ
創
造
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら

れ
る
の
で
す
。
哲
学
と
は
、
そ
ん
な
主
観
を
総

動
員
す
る
営
み
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
哲
学
を
使
っ
て
、
い

か
に
し
て
こ
の
不
確
実
な
時
代
を
乗
り
越
え

て
い
く
べ
き
か
、
行
政
と
り
わ
け
地
方
自
治

体
と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
哲
学
と
は
何
か
？

　
先
ほ
ど
「
哲
学
と
は
主
観
を
総
動
員
す
る

営
み
」
だ
と
述
べ
ま
し
た
。
も
う
少
し
正
確

に
哲
学
を
定
義
す
る
と
、
「
常
識
を
疑
い
、

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
捉
え
直
し
、
再
構
成
す

る
営
み
」
だ
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ

の
各
々
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
主
観
を
総

動
員
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

　
理
性
と
呼
ば
れ
る
論
理
的
な
思
考
だ
け
で

な
く
、
感
性
と
呼
ば
れ
る
感
覚
的
な
も
の
も

含
め
た
す
べ
て
で
す
。
人
間
が
身
体
を
持
つ
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テ
レ
ス
の
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
な
ど
は

そ
の
典
型
で
す
。
以
来
、
公
共
哲
学
は
、
社

会
の
変
化
に
伴
っ
て
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
し
続

け
て
き
ま
し
た
。

公
共
哲
学
の
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

　
現
代
の
公
共
哲
学
の
祖
と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
の
は
、
20
世
紀
ド
イ
ツ
出
身
の
ユ

ダ
ヤ
系
の
哲
学
者
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト

で
し
ょ
う
。
ナ
チ
ス
の
全
体
主
義
の
被
害
者

で
も
あ
っ
た
彼
女
は
、
そ
う
し
た
悲
惨
な
状

況
を
二
度
と
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
に
、
社
会

に
お
け
る
活
動
の
意
義
を
強
調
し
ま
し
た
。

私
た
ち
は
、
社
会
で
仕
事
以
外
の
活
動
を
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
複
数
の
見
知
ら
ぬ
人
と

出
会
い
、
自
分
と
は
違
う
考
え
に
触
れ
、
よ

う
や
く
思
考
を
開
始
し
ま
す
。
ア
ー
レ
ン
ト

は
そ
れ
を
「
複
数
性
」
や
「
現
れ
」
と
い
う

言
葉
で
説
明
し
ま
し
た
。

　
確
か
に
見
知
ら
ぬ
人
と
出
会
い
、
活
動
す

る
こ
と
は
大
事
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ス

ロ
ー
ガ
ン
に
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
意
味

が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
私
は
、
そ
ん
な

ア
ー
レ
ン
ト
の
公
共
哲
学
を
21
世
紀
の
文
脈

の
中
で
さ
ら
に
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
す
る
た
め

に
、
『
公
共
性
主
義
と
は
何
か
』
（
教
育
評

論
社
）
と
い
う
本
を
著
し
、
公
共
性
主
義
と

い
う
概
念
を
世
に
問
い
ま
し
た
。

　
一
言
で
言
う
と
、
公
共
性
主
義
と
は
「
公

共
的
な
も
の
を
善
で
あ
る
と
し
て
、
社
会
に

お
け
る
公
共
的
な
も
の
の
価
値
を
高
め
よ
う

と
す
る
考
え
お
よ
び
そ
の
た
め
の
行
動
」
を

指
し
ま
す
。
公
共
的
な
も
の
と
は
、
誰
か
が

や
ら
な
い
と
放
置
さ
れ
て
し
ま
う
領
域
で

あ
っ
て
、
そ
の
放
置
に
よ
っ
て
不
都
合
が
生

じ
る
事
態
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
善

な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
実
践
を

伴
わ
な
い
と
意
味
の
な
い
概
念
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
あ
え
て
「
主
義
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
行
動
の
必
要
性
を
呼
び
か
け
た
の
で
す
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
コ
ロ
ナ
禍
を
経
て
、
公

共
哲
学
は
ま
た
さ
ら
な
る
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド

を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な

り
ま
せ
ん
。
そ
の
証
拠
に
、
最
近
頻
繁
に
公

共
哲
学
や
公
共
性
と
い
っ
た
言
葉
を
耳
に
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　
お
そ
ら
く
コ
ロ
ナ
禍
で
注
目
さ
れ
た
利
他

の
大
切
さ
や
、
倫
理
の
重
要
性
が
再
び
社
会

の
仕
組
み
の
再
構
築
を
求
め
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
現
代
ド
イ
ツ
の
哲
学

者
マ
ル
ク
ス
・
ガ
ブ
リ
エ
ル
が
唱
え
る
倫
理

資
本
主
義
と
い
う
概
念
や
、
そ
れ
を
支
え
る

新
し
い
啓
蒙
と
い
っ
た
思
想
は
、
そ
う
し
た

新
し
い
時
代
の
公
共
哲
学
の
提
案
と
し
て
位

置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

倫
理
公
共
性
主
義
と	

自
治
会
の
問
題

　
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
唱
え
る
倫
理
資
本
主
義
と

は
、
文
字
通
り
資
本
主
義
を
倫
理
的
に
し
て

い
こ
う
と
い
う
考
え
方
で
、
新
し
い
啓
蒙
と

は
、
そ
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
学
者
が

垣
根
を
越
え
て
、
企
業
の
経
営
者
た
ち
と
連

Prefatory note

携
し
て
い
こ
う
と
い
う
発
想
で
す
。

　
こ
の
考
え
方
自
体
は
と
て
も
い
い
も
の
だ
と

思
い
ま
す
。
倫
理
を
導
入
す
る
と
い
う
の
は
、

資
本
主
義
に
と
ど
ま
ら
ず
、
課
題
の
山
積
す

る
こ
の
ポ
ス
ト
・
コ
ロ
ナ
時
代
に
あ
っ
て
、
社

会
の
仕
組
み
を
変
え
て
い
く
う
え
で
不
可
欠

の
視
点
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
意

味
で
私
は
、
倫
理
資
本
主
義
な
ら
ぬ
倫
理
公

共
性
主
義
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
た
だ
、
公
共
性
を
倫
理
に
よ
っ
て
実
践
し

て
い
く
と
い
う
場
合
、
ど
う
し
て
も
人
間
の

持
つ
欲
を
ど
う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
か

が
問
わ
れ
て
き
ま
す
。
ガ
ブ
リ
エ
ル
と
対
談

し
た
際
に
直
接
質
し
た
の
で
す
が
、
彼
の
議

論
で
も
倫
理
と
欲
の
関
係
は
ま
だ
十
分
に
詰

め
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
そ

こ
で
私
は
、
欲
も
ま
た
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
は
ど
う

か
と
思
う
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
行
政
と
自

治
会
の
関
係
を
例
に
当
て

は
め
て
考
え
て
み
ま
し
ょ

う
。
従
来
、
自
治
会
と
い

う
仕
組
み
は
、
行
政
に
よ

る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
共
助

と
も
い
う
べ
き
仕
組
み
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の

仕
組
み
も
、
さ
す
が
に
耐

用
年
数
を
迎
え
た
の
か
、

今
曲
が
り
角
に
差
し
掛

か
っ
て
い
ま
す
。
多
く
の

自
治
会
が
解
散
に
追
い
や

ら
れ
、
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
。

ど
う
や
ら
、
行
政
の
下
請
け
の
仕
事
を
面
倒

に
感
じ
る
と
か
、
若
い
人
が
個
人
主
義
化
し

て
い
る
と
い
っ
た
「
欲
の
問
題
」
が
大
き
く

影
響
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

も
と
も
と
行
政
に
よ
る
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の

共
助
と
は
、
効
率
性
重
視
の
産
物
で
す
。
し
か

し
、
効
率
性
に
欲
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
力
は

あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
官
の
効
率
性
は
民
に

と
っ
て
欲
の
阻
害
に
さ
え
な
り
得
ま
す
。
だ
か

ら
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
共
助
が
求
め
ら
れ
る
の
で

す
。
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
共
助
と
は
、
効
率
性
で

は
な
く
、
共
感
や
同
情
か
ら
始
ま
る
も
の
だ
と

言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
他
者
に
対
す
る
共
感

や
同
情
が
、
自
ら
の
欲
を
自
発
的
に
抑
え
る

誘
因
と
な
り
得
る
の
で
す
。

　
現
に
今
、
自
治
会
に
代
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な

新
し
い
組
織
の
あ
り
方
が
模
索
さ
れ
て
い
ま

す
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
で
生

じ
て
き
た
も
の
で
す
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
ゆ

え
に
行
政
と
の
連
携
が
課
題
に
な
っ
て
い
る

の
も
事
実
で
す
。

　
そ
こ
は
む
し
ろ
、
行
政
の
方
か
ら
手
を
差

し
伸
べ
る
こ
と
で
、
新
た
な
社
会
の
仕
組
み

を
構
築
し
て
い
く
べ
き
で
し
ょ
う
。
仮
に
自

治
会
と
い
う
名
の
組
織
で
は
な
い
と
し
て
も
、

行
政
は
何
ら
か
の
形
で
住
民
と
協
力
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
こ
そ
行
政
の

側
に
も
倫
理
的
な
態
度
が
求
め
ら
れ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。
市
民
だ
け
で
な
く
公
務
員
も

ま
た
倫
理
公
共
性
主
義
の
名
宛
人
な
の
で
す

か
ら
。
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