
覚
を
起
こ
し
、
そ
の
錯
覚
が
わ
れ
わ
れ
の
す
べ
て
の
不
幸
の
元
だ
と
考
え
て
い
く
わ
け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
宗
教

観
で
す
か
ら
現
代
の
合
理
的
、
科
学
的
な
思
考
で
は
納
得
や
理
解
が
で
き
な
い
面
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
し

か
し
、
本
質
的
に
は「
我
」
は
存
在
し
な
い
こ
と
こ
そ
が
、
釈
迦
が
み
つ
け
た
真
理
の
一
番
奥
底
で
す
。

脳
科
学
の
今
流
行
の
言
葉
で
い
う
と
、「
我
」
と
は
ク
オ
リ
ア
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
赤
と

い
う
も
の
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
互
い
に
ま
っ
た
く
同
じ
感
情
を
共
有
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い

が
、
と
に
か
く
赤
と
い
う
色
が
あ
っ
た
と
き
、
こ
れ
は
赤
だ
と
し
っ
か
り
感
じ
ま
す
。
ほ
か
の
も
の
で
は
な
く
、

れ
っ
き
と
し
た
「
赤
」
を
わ
れ
わ
れ
は
実
感
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
を
「
ク
オ
リ
ア
」
と
い
う
よ
う
で
す
。
そ
し

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
ク
オ
リ
ア
の
な
か
で
も
一
番
根
源
的
な
も
の
は
、「
我
」
で
す
。「
私
」
が
存
在
し
、
他
者
が

あ
る
。
こ
こ
が
「
私
」
で
あ
り
、「
私
」
に
含
ま
れ
な
い
も
の
は
「
私
で
な
い
も
の
」
で
あ
っ
て
、
外
で
あ
る
と
い

う
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
わ
れ
わ
れ
全
員
が
同
じ
感
覚
で
ほ
ん
と
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う

が
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
私
で
自
分
と
い
う
も
の
を
な
ん
と
な
く
感
じ
な
が
ら
生
活
し
て
い
ま
す
が
、
皆
さ
ん
方

が
私
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
感
覚
で
自
分
を
と
ら
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
み
な
「
私
」
と
い
う
実
感
が
あ
る
と
い
い
ま
す
。
釈
迦
は
、
そ
の
「
私
」
と
い
う
実
感
、
い
わ

ゆ
る「
我
」
の
ク
オ
リ
ア
が
錯
覚
だ
と
い
い
ま
す
。
ほ
ん
と
う
は
そ
ん
な
も
の
は
な
い
が
、
人
間
と
い
う
特
殊
な

生
物
が
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
う
な
か
で
次
第
に
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
、
知
ら
な
い
間
に
身
に

つ
け
た
錯
覚
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。「
我
」
と
い
う
錯
覚
こ
そ
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
を
生
み
出
す
元
凶
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い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
仏
教
を
非
常
に
単
純
化
し
て
と
ら
え
る
と
、
変
な
方
向
に
い
く
可
能
性
が
あ
り
、
注
意
す
べ
き

だ
と
思
い
ま
す
。
仏
教
は
緻
密
な
情
報
の
集
合
体
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
い
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

仏
教
の
基
本
原
理
は
「
無
我
」

で
は
、
釈
迦
は
本
質
的
に
自
分
の
心
を
み
て
分
析
し
た
結
果
、
ど
ん
な
結
論
に
達
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

れ
は
ご
存
じ
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。
仏
教
の
基
本
中
の
基
本
の
原
理
、「
無
我
」
の
思
想
で
す
。
仏
教
以

前
の
イ
ン
ド
で
は
、「
我
（
ア
ー
ト
マ
ン
）」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
神
（
ブ
ラ
フ
マ
ン
）
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
わ
れ
わ
れ
は
救
わ
れ
、
永
遠
の
幸
せ
を
得
る
と
い
う
宗
教
で
し
た
。
つ
ま
り
、
私
と
神
が
一
体
化
す
る
と

こ
ろ
に
ほ
ん
と
う
の
救
い
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
釈
迦
が
現
れ
て
そ
れ
を
根
本
的
に
否
定
し

ま
す
。
外
部
に
は
わ
れ
わ
れ
を
救
っ
て
く
れ
る
超
越
者
は
い
な
い
と
い
う
の
が
釈
迦
の
本
質
的
な
考
え
方
で
す

か
ら
、
そ
れ
と
一
体
化
す
べ
き「
我
」、
つ
ま
り
自
分
も
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

で
は
、
そ
れ
ま
で
い
わ
れ
て
い
た
個
々
の「
自
分
」、「
我
」
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

釈
迦
の
結
論
は
、
そ
れ
は
錯
覚
で
、
わ
れ
わ
れ
に
は
「
我
」
は
な
い
と
し
て
い
ま
す
。
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
精
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
な
か
で
、
あ
た
か
も
そ
う
い
う
も
の
が
一
個
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
錯
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科
学
の
人
間
化

こ
の
答
え
は
、
脳
科
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
定
量
的
な
実
験
に
よ
っ
て
解
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
領
域
で
、
私

は
大
変
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
脳
科
学
を
中
心
と
し
た
科
学
一
般
の
長
い
歴
史
の
な
か
で
、
今
次
第
に
自
分

は
ほ
ん
と
う
に
存
在
す
る
の
か
、
自
分
が
思
っ
て
い
る
よ
う
な
世
界
は
ほ
ん
と
う
に
あ
る
の
か
と
い
う
疑
問
が

膨
ら
ん
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
私
は
以
前
そ
う
い
う
本
を
書
い
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
科
学
の

人
間
化
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

私
た
ち
は
従
来
、
頭
の
な
か
で
作
り
上
げ
た
理
想
的
な
世
界
で
生
き
て
い
る
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
科
学
が
進
歩
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
外
界
の
情
報
を
取
り
入
れ
て
い
く
と
、
そ
の
情
報
と
、
自
分
が
思
い
込

ん
で
い
る
素
晴
ら
し
い
理
想
の
世
界
と
の
差
が
だ
ん
だ
ん
は
っ
き
り
現
れ
て
き
て
、
ど
う
し
て
も
う
ま
く
い
か

な
く
な
り
ま
す
。
理
想
の
世
界
が
次
第
に
下
へ
落
と
さ
れ
、
主
体
性
を
失
っ
た
世
界
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
こ
と

を「
人
間
化
」
と
呼
び
ま
す
。
脳
の
研
究
も
そ
の
方
向
へ
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
物
理
学
の
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
基
本
は
、
こ
の
全
宇
宙
を
神
の
目
で
み
た
ら
ど
の
よ
う
に
み
え

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
な
か
に
は
時
間
の
要
素
が
ほ
と
ん
ど
は
い
っ
て
き

ま
せ
ん
。
変
な
表
現
で
す
が
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
場
合
、
す
べ
て
の
現
象
を
一
瞬
の
う
ち
に
一
目
で
理
解
で

き
る
よ
う
な
存
在
を
ま
ず
想
定
し
ま
す
。
神
で
す
。
太
陽
が
あ
り
、
そ
の
周
り
を
水
星
、
金
星
が
回
っ
て
と
い

う
よ
う
に
、
神
が
太
陽
系
を
上
か
ら
眺
め
て
い
る
様
子
を
数
式
で
記
述
す
る
の
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
で
す
。
神
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だ
と
し
、
そ
の
錯
覚
を
元
に
戻
せ
と
い
い
ま
す
。

二
千
五
百
年
前
に
、
あ
る
種
人
類
共
通
の
ク
オ
リ
ア
を
、「
錯
覚
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
人
が
い
る
こ
と
は

非
常
に
面
白
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
脳
科
学
的
に
ど
の
よ
う
に
解
決
さ
れ
る
の
か
は
私
は
知
り
ま
せ
ん
が
、

た
と
え
ば
、
私
と
い
う
も
の
が
意
識
の
な
か
に
生
ま
れ
て
く
る
の
を
生
物
学
的
、
進
化
学
的
に
解
明
す
る
こ
と

は
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ゾ
ウ
リ
ム
シ
や
ミ
ド
リ
ム
シ
に
我
が
あ
る
か
ど
う
か
き
い
て
み
な
け
れ
ば
わ
か
り

ま
せ
ん
し
、
き
い
て
も
ゾ
ウ
リ
ム
シ
は
答
え
て
く
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
多
分
、
外
界
か
ら
の
刺
激
に
対
し
て
自

動
的
に
反
応
す
る
一
種
の
機
械
と
し
て
の
存
在
で
は
あ
る
に
し
て
も
、「
私
は
ミ
ド
リ
ム
シ
だ
」
と
思
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
脳
科
学
の
一
説
に
、
サ
ル
か
ら
人
間
へ
の
進
化
の
間
に
道
具
を
使
う
よ
う
に
な

っ
て
、
使
う
私
と
使
わ
れ
る
対
象
と
い
う
区
分
が
現
れ
、
そ
こ
で
初
め
て
「
自
分
」
が
現
れ
て
く
る
と
い
う
説

が
あ
り
ま
す
。
私
は
そ
れ
を
、
妥
当
な
考
え
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
私
た
ち
が
思
っ
て
い
る
「
私
」
と
い
う
概
念
は
、
生
物
の
進
化
の
な
か
の
人
間
と
い
う
特

殊
な
生
物
種
が
身
に
つ
け
た
一
つ
の
概
念
で
あ
る
だ
け
で
、
普
遍
的
な
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
の
錯
覚
を
一
度
元
に
戻
す
と
き
、
私
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
苦
し
み
は
消
え
て
い
く
で
し
ょ
う
。
そ
の
か

わ
り
、
我
が
消
え
る
こ
と
は
自
己
に
と
っ
て
は
非
常
に
つ
ら
い
仕
事
で
す
。
自
己
否
定
に
な
り
ま
す
。
自
分
と

は
錯
覚
だ
と
思
う
こ
と
は
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
み
た
ら
ど
う
か
と
い
う

の
が
釈
迦
の
仏
教
の
一
つ
の
提
案
で
す
。
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