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二
十
七 

意
識
に
乗
せ
ら
れ
て 

 

記
憶
が
正
し
け
れ
ば
、
高
等
学
校
を
卒
業
す
る
と
き
、
た
し
か
色
紙
の
寄
せ
書
き
に
「
我
思
う
」
と
書

い
た
。
お
く
て
の
高
校
生
の
理
解
を
超
え
る
こ
の
名
高
い
言
葉
を
、
な
ぜ
選
ん
だ
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。

教
室
で
色
紙
が
ま
わ
っ
て
き
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
機
転
の
利
か
な
い
ま
ま
、
苦
し
ま
ぎ
れ
に
意
識
に
湧

い
た
語
句
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
近
代
哲
学
の
端
緒
を
開
い
た
人
は
、
世
界
を
考
察
す
る
の
に
疑
い
え
な
い

出
発
点
は
何
か
徹
底
的
に
考
え
て
、
考
え
て
い
る
自
分
に
た
ど
り
着
い
た
の
だ
が
、
意
味
深
長
な
箴
言
と

で
も
思
っ
た
ぼ
ん
や
り
者
は
、
お
か
げ
で
、
い
ま
だ
に
そ
の
思
考
し
て
い
る
意
識
を
引
き
ず
っ
て
、
あ
る

い
は
そ
の
意
識
に
乗
っ
た
ま
ま
、
あ
ま
り
進
歩
も
せ
ず
に
老
年
に
た
ど
り
着
い
た
。 

  

こ
ん
な
こ
と
が
わ
た
し
の
意
識
に
の
ぼ
っ
た
の
は
、
夏
目
漱
石
が
文
学
を
論
じ
る
の
に
意
識
の
動
き
に

注
目
し
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
漱
石
は
、
文
学
的
内
容
の
形
式
が
「
焦
点
的
印
象
ま
た
は
観
念
」

＋
「
こ
れ
に
付
着
す
る
情
緒
」
だ
と
定
式
化
し
て
、
文
学
に
接
し
て
読
者
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
受
け
と
る
焦
点

的
印
象
ま
た
は
観
念
が
、
心
理
的
な
「
意
識
の
波
」
と
し
て
交
代
し
て
い
く
こ
と
を
説
い
た
。
と
こ
ろ
で

漱
石
は
、
「
吾
人
が
文
学
に
待
つ
要
素
は
理
性
に
あ
ら
ず
し
て
感
情
に
あ
り
」
と
し
、
ま
た
「
情
緒
は
文
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学
の
試
金
石
に
し
て
、
始
に
し
て
終
な
り
」
と
し
た
か
ら
、
意
識
の
波
に
と
も
な
う
情
緒
に
こ
そ
文
学
の

価
値
を
認
め
た
の
で
あ
る
。 

 
そ
の
『
文
学
論
』
を
、
「
観
念
＋
情
緒
」
と
い
う
命
題
と
心
理
学
上
の
意
識
の
概
念
に
よ
っ
て
説
き
始

め
た
や
り
方
に
は
、
英
文
学
科
の
学
生
へ
の
講
義
を
と
て
も
身
構
え
て
始
め
た
こ
と
が
表
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
必
然
の
な
り
ゆ
き
だ
っ
た
こ
と
は
、
岩
波
文
庫
版
を
編
集
・
注
解
し
た
亀
井
俊
介
と
い
う
人
の
解

説
か
ら
分
か
る
。
そ
の
解
説
は
わ
た
し
の
漱
石
観
を
新
た
に
し
た
。
一
九
〇
〇
年
英
国
に
留
学
し
た
人
は
、

英
語
で
は
な
く
英
文
学
を
研
鑽
す
る
道
を
選
ぶ
と
、
対
象
と
し
た
文
学
を
通
し
て
関
心
を
そ
の
外
延
へ
と

広
げ
る
。
す
る
と
そ
こ
に
は
、
一
九
世
紀
末
ま
で
に
大
い
に
進
展
し
た
西
洋
の
人
文
科
学
が
あ
っ
た
。
漱

石
は
ま
じ
め
な
人
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
心
理
学
や
社
会
学
ま
で
勉
強
し
、
積
み
上
が
る
ほ
ど
の
ノ
ー
ト

を
つ
く
っ
た
と
い
う
。
母
校
に
教
授
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
と
、
そ
の
ノ
ー
ト
を
基
に
「
文
学
論
」
の
講
義

を
組
み
立
て
た
。
勢
い
そ
れ
は
、
西
洋
の
学
問
的
な
装
い
を
帯
び
る
。
た
だ
し
、
「
文
学
と
は
何
か
」
と

い
う
問
へ
の
追
求
は
、
後
世
の
西
洋
の
優
れ
た
論
者
ほ
ど
深
く
な
い
よ
う
に
思
う
。
だ
が
、
文
学
に
よ
っ

て
誘
動
さ
れ
る
意
識
つ
ま
り
情
緒
を
め
ぐ
っ
て
は
、
じ
つ
に
存
分
に
論
じ
て
い
る
。
引
用
さ
れ
る
お
び
た

だ
し
い
例
文
が
、
文
学
的
教
養
の
広
さ
を
教
え
る
。
『
文
学
論
』
で
の
考
察
と
整
理
が
漱
石
自
身
の
創
作

へ
実
り
豊
か
な
準
備
に
な
っ
た
の
だ
、
と
亀
井
俊
介
は
言
う
。 

 

漱
石
に
つ
い
て
は
、
そ
の
神
経
衰
弱
と
く
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
そ
れ
を
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
。
自
分
で
も
、
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ロ
ン
ド
ン
で
の
二
年
は
最
も
不
愉
快
だ
っ
た
、
ま
た
帰
国
後
の
三
年
余
り
も
不
愉
快
だ
っ
た
、
と
語
っ
て

い
る
。
意
識
と
い
う
言
葉
に
つ
ら
れ
て
、
若
い
文
学
者
の
意
識
に
な
に
が
起
き
て
い
た
の
か
興
味
が
湧
く
。

夏
目
金
之
助
は
大
学
で
西
洋
の
教
養
を
積
ん
だ
け
れ
ど
も
、
英
国
に
行
く
ま
で
必
ず
し
も
学
究
の
生
活
を

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
秀
で
た
漢
学
の
素
養
が
比
較
に
役
立
っ
た
と
し
て
も
、
日
本
の
文
化
と
異
質

な
西
洋
文
学
の
研
究
は
楽
し
み
だ
け
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
異
国
に
住
ん
で
初
め
て
の
本
格
的
な
人
文

学
の
勉
強
は
、
日
本
で
人
格
を
形
成
し
て
す
で
に
三
十
歳
を
過
ぎ
た
人
に
と
っ
て
格
闘
で
あ
り
、
生
来
の

傾
向
に
厳
し
く
作
用
し
た
の
だ
と
想
像
さ
れ
る
。
『
文
学
論
』
に
は
「
無
意
識
」
・
「
意
識
下
」
と
い
う

言
葉
ま
で
出
る
が
、
心
理
学
の
テ
キ
ス
ト
を
読
め
ば
、
考
察
は
自
身
の
意
識
に
ま
で
及
ん
だ
と
も
考
え
ら

れ
る
。
周
囲
の
こ
と
を
顧
み
な
い
ほ
ど
没
頭
し
て
い
た
せ
い
か
、
他
人
が
夏
目
の
こ
と
を
心
配
し
た
が
、

事
実
、
意
識
の
な
か
で
ス
ト
レ
ス
は
強
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
尾
を
引
い
て
、
帰
国
後
の
文
学
論

講
義
の
組
み
立
て
も
や
は
り
ス
ト
レ
ス
だ
っ
た
の
だ
。
小
説
を
書
く
こ
と
に
専
念
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
あ
る
い
は
近
代
と
の
格
闘
は
、
神
経
に
負
担
を
も
た
ら
し
た
だ
ろ
う
。
こ
の
国

の
後
代
の
人
間
で
あ
る
わ
た
し
は
、
漱
石
先
生
の
胃
痛
の
お
か
げ
を
ず
い
ぶ
ん
受
け
て
い
る
、
と
言
う
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
、
今
な
お
ア
メ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
真
似
を
し
が
ち
で
、

不
愉
快
を
少
し
も
感
じ
な
い
と
し
た
ら
の
ん
き
す
ぎ
る
と
い
う
状
態
に
あ
る
。 
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十
九
世
紀
、
自
然
科
学
の
急
速
な
展
開
に
刺
激
さ
れ
て
、
人
間
の
学
は
さ
ま
ざ
ま
な
道
を
探
究
し
て
進

み
、
そ
の
な
か
で
、
心
理
学
も
科
学
的
な
方
法
を
と
り
入
れ
て
い
っ
た
。
漱
石
の
、
波
動
的
に
変
化
し
て

い
く
意
識
に
よ
っ
て
文
学
を
理
解
す
る
議
論
は
、
そ
う
い
う
心
理
学
の
成
果
を
用
い
た
も
の
だ
。
し
か
し

今
日
か
ら
見
る
と
、
心
理
学
は
ま
だ
初
期
の
段
階
に
あ
っ
た
。
「
無
意
識
」
を
は
っ
き
り
と
人
々
の
意
識

に
の
ぼ
ら
せ
た
Ｓ
・
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
は
重
大
な
画
期
を
も
た
ら
し
た
が
、
わ
た
し
は
、
二
十
世
紀

に
な
っ
て
か
ら
そ
れ
を
批
判
し
た
Ｊ
・
デ
ュ
ー
イ
の
心
理
学
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
思
う
。
フ
ロ
イ
ト
は

自
分
の
精
神
分
析
を
科
学
的
だ
と
考
え
た
け
れ
ど
も
、
実
験
的
・
臨
床
的
な
手
法
と
し
て
不
十
分
だ
っ
た
。

夢
判
断
を
実
証
的
な
議
論
と
す
る
の
は
無
理
だ
。 

 

他
人
の
意
識
は
、
内
部
に
分
け
入
っ
て
観
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
、
態
度
か
ら
推
定
す
る
し
か

な
い
。
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
不
思
議
な
こ
と
に
、
意
識
は
自
分
自
身
を
意
識
で
き
る
。
だ
か
ら
、
自
分

の
意
識
の
動
き
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
心
理
学
が
発

展
す
る
ま
で
は
、
そ
う
い
う
や
り
方
で
、
人
間
一
般
や
対
象
と
す
る
特
定
の
人
間
の
心
理
が
考
察
さ
れ
た
。

そ
こ
へ
科
学
的
な
方
法
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
洋
の
心
理
学
は
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
耳
学

問
に
よ
る
と
、
イ
ン
ド
で
は
、
仏
教
哲
学
で
「
唯
識
」
の
理
論
が
発
展
し
、
知
覚
や
認
識
ま
で
含
む
広
い

意
味
で
意
識
作
用
の
形
式
が
精
密
に
考
察
さ
れ
た
よ
う
だ
。
唯
識
理
論
は
、
無
意
識
を
二
層
に
分
節
し
て

表
層
の
意
識
に
追
加
し
、
「
識
」
を
三
層
構
造
で
捉
え
た
。
西
洋
で
フ
ロ
イ
ト
が
無
意
識
を
「
発
見
」
す
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る
以
前
に
、
意
識
の
形
式
論
は
で
き
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 
意
識
の
思
弁
的
な
考
察
は
果
て
し
が
な
い
。
あ
る
場
合
に
は
人
間
の
意
識
は
神
秘
的
な
状
態
に
ま
で
至

り
、
西
洋
で
も
東
洋
で
も
、
宗
教
的
な
神
秘
体
験
を
語
っ
た
人
々
が
い
た
。
二
十
世
紀
後
半
、
独
創
的
な

哲
学
者
井
筒
俊
彦
は
、
「
唯
識
」
の
い
う
無
意
識
の
最
下
層
「
ア
ラ
ヤ
シ
キ
」
を
参
照
し
て
、
『
意
識
と

本
質
』
で
意
識
の
形
而
上
学
を
展
開
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
人
は
事
物
の
物
的
な
側
面
を
消
す
神
秘
主
義

に
ま
で
至
っ
て
い
て
、
わ
た
し
は
そ
こ
ま
で
付
い
て
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

二
十
世
紀
の
初
期
、
デ
ュ
ー
イ
の
社
会
心
理
学
は
い
か
に
も
台
頭
し
て
き
た
ア
メ
リ
カ
に
ふ
さ
わ
し
い
。

そ
こ
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
い
体
質
が
希
薄
で
、
社
会
の
あ
り
方
や
人
の
考
え
方
が
実
際
的
だ
っ
た
か
ら
、

哲
学
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
伝
統
を
ひ
き
継
ぎ
な
が
ら
形
而
上
学
か
ら
抜
け
出
て
い
た
。
デ
ュ
ー
イ
は
、
心

理
学
的
な
問
題
を
『
学
校
と
社
会
』
な
ど
実
践
的
な
課
題
の
な
か
で
考
え
、
意
識
が
そ
の
一
部
で
あ
る
人

間
性
を
行
為
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
た
。
意
識
を
単
に
意
識
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
習
慣
な
ど
に
現
実
化

さ
れ
る
対
象
と
し
て
捉
え
、
人
間
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
、
時
代
の
せ
い
も
あ

っ
て
み
ず
み
ず
し
く
、
現
実
の
社
会
問
題
に
対
し
て
も
積
極
的
見
解
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
爛
熟
し
す
ぎ
た

現
代
ア
メ
リ
カ
の
超
功
利
主
義
的
な
思
潮
と
異
な
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。 

 

科
学
と
技
術
の
発
展
し
た
二
十
世
紀
の
後
半
か
ら
、
心
理
学
は
人
間
の
身
心
の
実
証
的
な
研
究
を
と
り
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入
れ
て
発
展
し
て
き
た
。
あ
る
意
識
の
活
動
が
、
脳
と
神
経
回
路
の
物
理
現
象
の
計
測
に
よ
っ
て
調
べ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
ま
だ
ま
だ
、
人
間
の
意
識
の
現
象
を
自
然
科
学
的
に
説
明
す
る
に
は
道

半
ば
で
あ
る
。
Ｊ
・
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
行
き
過
ぎ
た
科
学
主
義
を
批
判
す
る
の
は
妥
当
だ
と
思
う
。
と
こ

ろ
で
、
カ
ン
ト
を
継
承
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
人
間
理
解
に
、
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
流
れ

こ
ん
で
い
る
と
す
る
の
は
、
浅
は
か
な
理
解
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
意
識
の
こ
と
を
さ
ら
に
深
く
考
え

る
ほ
ど
現
代
の
心
理
学
や
神
経
科
学
の
知
識
は
な
い
か
ら
、
こ
の
辺
で
終
わ
る
と
し
よ
う
。 

  

そ
れ
に
し
て
も
、
「
意
識
と
は
何
か
」
と
い
う
問
に
ま
っ
た
く
触
れ
な
い
わ
け
に
も
い
く
ま
い
、
門
外

漢
も
自
分
な
り
の
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
デ
カ
ル
ト
は
脳
に
意
識
を
担
う
部
位
が
あ
る
と
考
え

た
ら
し
い
が
、
現
代
科
学
は
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
な
い
の
で
、
身
体
の
な
か
で
意
識
は
広
が
り
の

あ
る
存
在
の
仕
方
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
意
識
は
自
分
の
手
足
の
先
ま
で
意
識
し
て
い
る
。

神
経
回
路
は
末
梢
神
経
に
ま
で
広
が
っ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
。
と
こ
ろ
で
以
前
に
、

ロ
ン
ド
ン
の
タ
ク
シ
ー
運
転
手
の
海
馬
が
大
き
い
と
い
う
記
事
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
お
と
な
の
脳
細
胞

は
増
殖
し
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
だ
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
そ
の
触
手

を
伸
ば
し
ほ
か
の
脳
細
胞
と
の
連
絡
を
つ
け
て
い
く
活
動
は
、
生
き
て
い
る
あ
い
だ
続
い
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
哲
学
者
達
た
と
え
ば
デ
ュ
ー
イ
や
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
、
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人
間
の
精
神
の
あ
り
方
が
意
志
に
よ
る
行
為
と
相
関
を
も
つ
こ
と
が
理
解
し
や
す
い
。
人
が
何
か
に
う
ち

こ
め
ば
、
そ
こ
で
働
く
神
経
回
路
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
触
手
を
い
っ
そ
う
太
く
伸
ば
し
連
絡
を
密
に
す
る
の

だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
心
身
と
書
く
よ
り
も
身
心
と
書
く
こ
と
を
好
む
が
、
今
は
、
神
経
回
路
と
い
う
「
身
」

の
方
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
精
神
活
動
つ
ま
り
「
心
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
身
」

は
、
精
神
活
動
が
行
動
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
場
に
は
っ
き
り
と
登
場
す
る
。
す
な
わ
ち
、
神
経
回
路
を
通

じ
て
指
令
が
筋
肉
に
伝
わ
っ
て
行
為
が
起
き
る
と
き
、
人
間
が
姿
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
『
荘
子
』
の
よ
う

な
中
国
の
書
物
に
は
、
料
理
や
弓
の
達
人
の
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
の
奇
跡
が
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
人
が

何
か
を
す
る
の
は
、「
身
」
と
「
心
」
が
一
体
と
な
っ
た
活
動
だ
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
は
神
経
回
路
の
張
り
巡
ら
さ
れ
た
身
体
全
体
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
人
間
の
な
か
で
意
識

は
、
座
禅
に
う
ち
こ
ん
で
い
る
道
元
や
牛
を
解
体
し
て
い
る
包
丁(

人
名)

の
よ
う
に
、
ア
イ
ド
リ
ン
グ
し

あ
る
い
は
行
動
し
な
が
ら
働
い
て
い
る
の
だ
。 

 

若
気
の
至
り
で
書
き
残
し
た
言
葉
は
、
わ
た
し
の
意
識
の
奥
底
に
居
場
所
を
得
た
の
だ
ろ
う
、
こ
の
よ

う
に
手
に
余
る
問
題
を
あ
れ
こ
れ
考
え
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
て
老
年
の
今
も
、
「
思
っ
て
い
る
わ
た

し
」
は
「
存
在
し
て
い
る
」
。 

  

さ
て
、
神
経
回
路
の
張
り
巡
ら
さ
れ
た
全
身
で
あ
る
わ
た
し
は
自
分
の
意
識
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
が
、
科
学
・
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技
術
の
進
歩
し
た
現
代
、
昔
な
ら
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
体
験
を
し
て
い
る
。
九
年
前
、
意
識
を
中
心
的
に
担

う
脳
に
腫
瘍
が
発
見
さ
れ
、
毎
年
、
核
磁
気
共
鳴
画
像
法(

Ｍ
Ｒ
Ｉ)

で
大
き
く
な
っ
て
い
な
い
か
検
査
を
受
け
る
。

原
子
核
の
研
究
に
従
事
し
た
こ
と
の
あ
る
人
間
と
し
て
は
、
自
分
の
脳
の
組
織
の
原
子
核
を
磁
気
で
共
鳴
さ
せ
る
こ

と
に
、
特
別
の
感
じ
を
抱
い
て
い
る
。
そ
し
て
今
年
は
、
陽
電
子
放
射
断
層
撮
影(

Ｐ
Ｅ
Ｔ)

で
癌
が
な
い
か
全
身
の

検
査
を
受
け
た
。
陽
電
子
を
放
出
し
てβ

崩
壊
す
る
軽
い
原
子
核
を
組
み
こ
ん
だ
ブ
ド
ウ
糖
を
体
内
に
送
れ
ば
、
ブ

ド
ウ
糖
を
取
り
こ
ん
だ
細
胞
で
放
出
さ
れ
た
陽
電
子
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
高
い
光(γ

線)

を
対
発
生
さ
せ
る
の
で
、
そ

の
光
を
検
出
し
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
す
れ
ば
、
多
く
の
ブ
ド
ウ
糖
を
取
り
こ
ん
だ
部
位
が
三
次
元
画
像
と
し
て
表
現

さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
癌
細
胞
は
最
も
ブ
ド
ウ
糖
を
消
費
す
る
の
で
、
も
し
あ
れ
ば
そ
こ
が
特
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

わ
た
し
は
、
自
分
の
体
の
中
に
少
量
の
放
射
性
物
質
を
入
れ
て
、
原
子
核
反
応
を
体
験
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
わ

た
し
に
特
別
の
意
識
を
抱
か
せ
る
。
あ
お
む
け
に
横
た
わ
っ
て
受
け
る
検
査
の
あ
い
だ
、
意
識
は
と
り
と
め
の
な
い

こ
と
を
意
識
し
て
い
た
が
、
身
心
が
原
子
核
の
現
象
を
知
覚
す
る
こ
と
は
な
い
。
つ
け
足
せ
ば
、
脳
も
ブ
ド
ウ
糖
を

よ
く
消
費
す
る
部
位
だ
か
ら
、
そ
の
画
像
は
意
識
が
活
動
中
で
あ
る
こ
と
を
証
言
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
は

「
考
え
て
、
存
在
し
て
い
る
」
。
だ
が
、
脳
内
で
の
原
子
核
の
出
来
事
は
意
識
の
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
起
き

た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
わ
た
し
の
意
識
は
自
分
の
活
動
が
い
つ
ま
で
続
く
か
知
る
由
も
な
い
。 
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