
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

松
　
本
長
彦

な
ん
だ
か
兄
貴
、
分
か
ン
な
く
な
つ
ち
ゃ
っ
た
な
こ
り
や
。

　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

ど
こ
の
誰
だ
ろ
う
。

抱
か
れ
て
ン
の
は
確
～
か
に
俺
な
ん
だ
が
、
抱
い
て
る
俺
ア
い
っ
て
え

は
　
じ
　
め
　
に

　
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
デ
ル
ポ
イ
神
殿
に
は
「
汝
自
身
を
知
れ
」
（
芝
9
9
q
ρ
¢
d
ひ
ぐ
）
と
い
う
箴
言
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
私
が
私

を
知
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
一
見
す
る
と
何
気
な
い
こ
と
が
、
実
は
最
も
難
し
い
事
柄
の
一
つ
で
あ
る
。
例
え
ば
昨
今
の
流
行
語
の
一
つ

で
あ
る
「
自
分
探
し
」
。
自
分
と
は
何
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
知
る
た
め
に
若
者
た
ち
は
、
社
会
的
に
認
め
ら
れ
た
人
生
の
コ
ー
ス
か
ら
あ

え
て
外
れ
、
大
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
無
駄
と
も
思
わ
れ
る
回
り
道
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
を
単
に
社
会
心
理
学
的
な
事
象
の
一
つ
と

し
て
片
づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
哲
学
的
に
見
る
と
き
、
「
自
分
探
し
」
に
は
、
貼
る
深
刻
な
事
態
が
潜

ん
で
い
る
。
そ
も
そ
も
「
私
」
は
、
私
自
身
を
本
当
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
深
刻
な
問
題
を
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲

一
二
三
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一
四

学
が
提
示
し
て
い
る
と
言
う
と
、
人
は
驚
く
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
、
カ
ン
ト
の
特
に
理
論
哲
学
に
於
い
て
は
、
「
私
」
を
知
る

こ
と
に
は
、
特
有
の
困
難
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
冒
頭
に
引
用
し
た
「
粗
忽
長
屋
」
の
能
天
熊
さ
ん
の
言
葉
に
も
似
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へ

た
状
況
を
呈
す
る
。
私
が
知
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
に
し
て
も
、
知
ら
れ
る
私
が
、
知
る
私
と
本
当
に
同
一
で
あ
る
の
か
。
私
が
私
を

知
る
と
は
、
哲
学
的
に
ど
の
よ
う
な
事
態
で
あ
る
の
か
。
こ
の
問
題
を
、
カ
ン
ト
の
哲
学
に
即
し
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
、

u
私
」
（
一
〇
，
）
と
「
私
が
思
惟
す
る
」
（
一
〇
7
α
Φ
コ
天
Φ
．
）

　
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
（
特
に
『
純
粋
理
性
批
判
」
や
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
）
に
於
い
て
は
、
「
私
」
（
ざ
ぴ
）
と
い
っ
て
も
、
「
自
我
」
（
H
。
げ
）

と
い
っ
て
も
、
「
自
己
」
（
ω
①
一
び
9
）
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
純
粋
に
日
常
的
な
意
味
で
著
者
で
あ
る
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
を
指
す
場
合

を
除
い
て
、
意
味
の
上
で
基
本
的
な
差
は
な
い
。
そ
こ
で
指
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
認
識
や
意
識
の
主
体
（
つ
ま
り
認
識
主
観
）
と
し
て

の
「
私
」
で
あ
る
。

　
あ
え
て
「
自
我
」
と
「
私
」
と
を
区
別
し
、
「
自
我
」
に
何
か
特
別
な
哲
学
的
意
味
を
込
め
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
そ
れ
を
端

的
に
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
次
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
一
節
で
あ
る
。

芝
ざ
昌
昌
§
。
・
智
叔
§
こ
S
亀
§
巻
く
8
締
旨
H
。
巨
量
器
8
ぴ
ω
①
ま
ω
け
碧
ω
。
富
鼻
巷
け
①
窃
。
鉱
巴
露
（
冒
島
①
ヨ
ざ
げ
毒
口
8
。
げ

き
Ω
①
話
諺
房
。
9
毒
畠
の
胃
け
≦
①
巳
α
q
ω
け
Φ
冨
巴
の
ヨ
α
σ
q
ま
げ
く
。
凄
け
。
ま
つ
冨
自
）
琶
O
号
9
巨
け
似
一
①
ω
Φ
巳
。
茸
霞
①
β
巴
の
量
ω
ω
Φ
ま
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ω
〇
三
①
葬
巴
昌
①
匹
臨
の
①
ダ
：
（
b
d
嵩
㎝
●
イ
タ
リ
ッ
ク
の
強
調
は
筆
者
）

「
し
か
し
、
如
何
に
し
て
思
惟
す
る
私
が
、
自
己
自
身
を
直
観
す
る
私
か
ら
区
別
さ
れ
（
と
い
う
の
は
、
私
は
さ
ら
に
別
の
直
観
様



式
を
少
な
く
と
も
可
能
な
も
の
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
）
、

と
し
て
同
一
で
あ
る
の
か
、
…
…
」

そ
し
て
ま
た
こ
の
直
観
す
る
私
と
同
じ
主
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
　

こ
の
量
ω
H
。
F
号
＝
9
島
Φ
艮
Φ
を
、
ハ
ン
ス
・
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
量
の
H
魯
」
器
価
魯
葬
と
校
訂
す
べ
き
だ
と
提
案
し
て
い
る
。
確

か
に
、
文
法
的
に
厳
密
に
考
え
れ
ば
、
量
の
H
号
は
中
性
名
詞
で
あ
り
、
ま
た
直
後
の
〈
o
ロ
山
①
筥
H
。
F
創
器
ω
8
げ
き
の
。
げ
捲
け
と
の
整
合

性
を
考
え
合
わ
せ
て
も
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
校
訂
の
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
人
称
代
名
詞

一
9
の
特
殊
な
語
法
一
。
国
号
二
。
げ
…
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
量
。
・
H
。
貫
号
三
。
び
号
島
①
と
表
記
し
た
と
い
う
事
実
に
注
目
す
べ
ぎ
で
あ
る
。

即
ち
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
自
我
」
（
H
。
『
）
は
、
あ
く
ま
で
も
人
称
代
名
詞
一
人
称
単
数
で
語
ら
れ
る
「
私
」
（
ざ
げ
）
を
名
詞
化
し
た
も

の
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
一
節
は
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
一
方
で
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
よ
う
に
、
「
自
我
」
は
あ
く
ま
で
も
哲
学
的
な
意
味
を
有
す
る
「
自
我
」
で
あ
る
、
と
主
張
し

た
く
な
る
の
も
無
理
は
な
い
。
上
述
の
引
用
箇
所
は
、
有
名
な
「
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」
第
二
五
節
で
あ
り
、
こ
れ
に
先
立

つ
数
節
に
わ
た
っ
て
、
号
ω
H
o
吊
雲
口
9
匹
曾
犀
①
と
語
ら
れ
る
「
私
（
自
我
）
」
は
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
あ
る
い
は
認
識
論
の
最
も
中

心
的
で
基
礎
的
な
役
割
を
果
た
す
「
根
源
的
統
覚
」
（
臼
Φ
霞
ω
頁
ぎ
σ
q
ぎ
げ
①
〉
薯
Φ
霞
①
宮
δ
づ
）
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
最
も
明
確
に
示
し
て
く
れ
る
の
が
、
第
一
六
節
冒
頭
か
ら
の
一
連
の
文
章
で
あ
る
。

「
私
が
思
惟
す
る
、
と
い
う
こ
と
（
H
）
帖
一
ω
　
H
O
】
P
島
①
目
」
h
①
）
が
、
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ

ば
、
全
く
思
惟
さ
れ
え
な
い
怠
る
も
の
が
私
の
内
で
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
表
象
が
不
可
能
で
あ

る
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
無
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
等
し
い
。
」
（
b
d
一
G
。
一
h
．
）

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

一
二
五



一
二
六

「
従
っ
て
、
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
多
様
は
、
こ
れ
ら
の
多
様
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
同
一
の
主
観
に
於
け
る
私
が
思
惟
す
る
（
q
霧
”

H
。
げ
聖
遷
①
）
と
必
然
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
［
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
］
表
象
は
、
自
発
性
の
作
用
で
あ
る
。

…
（
中
略
）
…
私
は
こ
の
表
象
を
、
純
粋
統
覚
（
器
5
①
〉
釜
屋
N
①
暮
δ
ロ
）
と
名
づ
け
、
そ
れ
を
経
験
的
統
覚
か
ら
区
別
す
る
。
ま

た
そ
れ
を
根
源
的
統
覚
と
も
名
づ
け
る
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る

意
識
に
於
い
て
一
に
し
て
同
一
で
あ
る
、
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
表
象
を
生
み
出
す
が
故
に
、
決
し
て
他
の
表
象
に
こ
れ
以
上
伴
わ

　
　
　
　
ヰ
　

れ
え
な
い
自
己
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
b
d
一
。
。
卜
。
［
］
内
筆
者
補
足
）

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
思
惟
の
自
発
性
の
作
用
を
表
す
表
象
を
、
「
純
粋
統
覚
」
あ
る
い
は
「
根
源
的
統

覚
」
と
呼
び
（
演
繹
第
一
版
で
は
「
超
越
論
的
統
覚
」
（
＆
①
時
讐
の
N
。
巳
①
暮
露
①
＞
b
冨
謡
①
暮
一
〇
⇒
）
と
も
呼
ぶ
。
〈
σ
q
ピ
〉
一
8
h
』
の
≦
．
）
、

そ
れ
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
（
客
観
的
妥
当
性
の
証
明
）
の
最
も
重
要
な
概
念
と
し
て
使
用
し
た
。
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
に
極
め
て
重
要

な
役
割
を
果
た
す
「
統
覚
」
の
主
体
と
し
て
の
「
私
」
を
、
哲
学
的
に
深
い
意
味
を
も
っ
た
「
自
我
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
強
調
す
る
こ
と

に
何
の
問
題
が
あ
ろ
う
か
、
と
思
い
た
く
な
る
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
我
々
は
上
述
の
引
用
を
注
意
深
く
読
む
必
要
が
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
根
源
的
統
覚
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
つ
ね
に

「
私
が
思
惟
す
る
」
（
匿
ω
箸
置
Ω
①
鳥
①
）
と
い
う
「
作
用
」
（
〉
算
諾
）
あ
る
い
は
「
表
象
」
（
＜
o
議
け
亀
諺
α
q
）
で
あ
っ
て
、
む
き
出
し

の
「
自
我
」
（
H
o
げ
）
で
は
な
い
。
理
論
哲
学
の
超
越
論
的
原
理
の
一
つ
と
し
て
の
「
自
我
」
を
語
る
と
き
に
は
、
必
ず
「
思
惟
す
る
」
と

い
う
そ
の
働
き
に
即
し
て
語
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
作
法
で
あ
る
。
こ
の
点
は
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
を
見
落
と
す
と
き
、
我
々
は
、
カ

ン
ト
が
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
で
論
じ
た
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
」
に
陥
る
危
険
性
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
号
の
　
H
島
島
①
鳥
。
と
聞
い
て
、
哲
学
史
を
知
る
者
で
あ
れ
ば
誰
で
も
思
い
浮
か
べ
る
の
は
、
デ
カ
ル
ト
の
所
謂
8
σ
q
騨
ρ
零
α
q
o



磐
巨
．
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
デ
カ
ル
ト
は
、
所
謂
「
方
法
的
懐
疑
」
の
末
に
「
哲
学
の
第
一
原
理
」
と
し
て
、
「
私
は
思
惟
す
る
、
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

に
私
は
在
る
。
」
（
q
Φ
b
①
塁
ρ
q
O
琴
」
①
の
ε
ω
．
）
と
い
う
命
題
に
到
達
し
た
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
の
場
合
に
は
、
こ
の
「
私
は
思
惟
す
る
」

（
ラ
テ
ン
語
で
言
え
ば
①
σ
q
o
8
σ
q
詫
ρ
）
を
、
伝
統
的
な
「
実
体
－
属
性
」
モ
デ
ル
の
存
在
論
の
枠
組
み
で
理
解
し
、
実
体
（
の
昌
ω
鐙
巨
冨
）

と
し
て
の
私
（
①
σ
q
o
）
が
、
思
惟
（
8
α
q
詳
暮
δ
）
と
い
う
作
用
を
そ
の
属
性
（
碧
算
8
暮
⊆
B
）
と
し
て
も
ち
、
遂
行
し
て
い
る
、
と
考
え

　
　
　た

。
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
「
私
が
疑
う
」
（
9
嘗
8
）
と
い
う
行
為
を
遂
行
し
て
い
る
が
故
に
、
「
私
は
存
在
す
る
」
（
Φ
σ
q
O
ω
o
芦
①
σ
q
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

①
凶
ω
け
ρ
）
と
宣
言
し
、
そ
こ
か
ら
直
接
、
そ
の
「
私
」
（
①
碧
）
を
「
実
体
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
と
こ
ろ
が
、
ま
さ
に
こ
の
考
え
方
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
「
誤
謬
推
理
」
（
勺
鷲
巴
○
σ
q
貯
臼
話
）
と
し
て
批
判
し
た
も
の
で
あ
る
。

二
、
実
体
と
し
て
の
「
私
」
？
・

純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理

　
確
か
に
デ
カ
ル
ト
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
「
私
」
は
思
惟
す
る
。
そ
し
て
そ
の
事
実
は
、
私
自
身
が
そ
の
思
惟
に
於
い
て
も
つ
自
己
自

身
に
つ
い
て
の
意
識
［
自
己
意
識
］
（
M
W
①
≦
d
「
⑳
け
の
①
甘
P
　
ω
①
一
］
P
Φ
村
ω
O
一
σ
ω
け
）
に
よ
っ
て
、
直
接
意
識
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
も
認

め
て
い
る
（
＜
σ
q
ピ
し
d
　
一
㎝
刈
）
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
こ
の
直
接
的
な
自
己
意
識
が
即
座
に
実
体
と
し
て
の
私
の
存
在

を
証
示
す
る
、
と
は
認
め
な
い
。
そ
れ
を
明
確
に
指
摘
し
た
の
が
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の
「
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」

第
二
五
節
で
あ
る
。
ほ
ぼ
必
要
に
し
て
十
分
な
記
述
が
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
少
々
長
め
で
は
あ
る
が
、
引
用

し
て
お
こ
う
。

「
こ
れ
に
対
し
て
、
私
は
、
表
象
「
般
の
多
様
の
超
越
論
的
綜
合
に
於
い
て
、

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

従
っ
て
統
覚
の
綜
合
的
根
源
的
統
一
に
於
い
て
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



皿
二
八

自
身
を
意
識
し
て
い
る
。
私
が
私
に
現
象
す
る
が
ま
ま
に
で
は
な
く
、
ま
た
私
が
私
そ
れ
自
体
に
於
い
て
在
る
が
ま
ま
に
で
も
な
く
、

た
だ
私
が
在
る
と
い
う
こ
と
を
、
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表
象
は
、
思
惟
で
あ
っ
て
、
直
観
作
用
で
は
な
い
。
さ
て
、
我
々

自
身
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
直
観
の
多
様
を
統
覚
の
統
一
に
も
た
ら
す
思
惟
の
働
き
の
他
に
、
さ
ら
に
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
の
多
様
が
与
え
ら
れ
る
一
定
の
種
類
の
直
観
が
必
要
で
あ
る
が
故
に
、
確
か
に
私
自
身
の
現
存
在
は
現
象
で
は
な
い
（
ま

し
て
や
単
な
る
仮
象
で
は
な
い
）
け
れ
ど
も
、
私
の
現
存
在
の
規
定
は
、
た
だ
内
感
の
形
式
に
合
致
し
、
私
が
結
合
す
る
多
様
が
内

的
直
観
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
特
殊
な
仕
方
に
従
っ
て
、
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
私
が
有
す
る
私
に
つ
い
て
の
認
識
は
、

ど
の
よ
う
に
私
は
在
る
か
で
は
な
く
、
単
に
ど
の
よ
う
に
私
は
私
自
身
に
現
象
す
る
か
、
と
い
う
認
識
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
自

己
意
識
は
未
だ
と
う
て
い
自
己
認
識
で
は
な
い
。
…
（
中
略
）
…
自
己
認
識
の
た
め
に
は
、
意
識
の
他
に
、
あ
る
い
は
私
が
私
を
思

惟
す
る
と
い
う
こ
と
の
他
に
、
さ
ら
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
が
こ
の
思
考
を
規
定
す
る
私
に
於
け
る
多
様
の
直
観
を
、
私
は
必
要
と

す
る
の
で
あ
る
。
」
（
u
d
一
雪
h
■
）

　
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
自
身
に
つ
い
て
の
認
識
に
は
或
る
特
殊
な
事
情
が
絡
ん
で
い
る
た
あ
に
、
「
私
（
自
我
）
」
は
純
粋

思
惟
に
於
い
て
直
接
捉
え
ら
れ
る
、
と
考
え
る
の
が
、
カ
ン
ト
以
前
の
独
断
的
形
而
上
学
の
主
張
で
あ
っ
た
。
そ
の
特
殊
な
事
情
と
は
、

上
述
の
引
用
箇
所
に
於
い
て
カ
ン
ト
も
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
「
私
が
思
惟
す
る
」
（
H
O
げ
鮎
①
】
ρ
閃
①
．
）
に
於
い
て
、
「
私
が
在
る
」

（
HD
び
甘
・
）
つ
ま
り
「
私
の
現
存
在
」
（
8
。
8
0
器
①
言
）
が
直
接
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
私
が
思
惟
す
る
、
と
い
う
の
は
、

れ
て
い
る
。
」
（
じ
d
一
㎝
刈
〉
昌
巨
．
）

私
の
現
存
在
を
規
定
す
る
作
用
を
表
す
。
従
っ
て
、
現
存
在
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
既
に
与
え
ら



し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
意
識
に
於
い
て
直
接
自
ら
の
現
存
在
の
意
識
が
与
え
ら
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、

が
実
体
で
あ
る
こ
と
を
証
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。

そ
の
こ
と
が
「
私
」

「
し
か
し
、
ど
の
よ
う
に
私
が
そ
の
現
存
在
を
規
定
す
べ
き
で
あ
る
の
か
、
即
ち
ど
の
よ
う
に
私
が
そ
の
現
存
在
に
属
し
て
い
る
多

様
を
私
の
内
で
定
立
す
べ
き
で
あ
る
の
か
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
①
σ
卑
）

　
既
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
自
己
意
識
は
未
だ
と
う
て
い
自
己
認
識
で
は
な
い
。
」
単
な
る
「
現
存
在
の
意
識
」
と
「
実
体
の
認
識
」
と

は
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
我
々
が
、
或
る
存
在
者
の
現
存
在
の
意
識
（
1
1
そ
の
存
在
者
が
存
在
す
る
と
い
う
意
識
）
を
も

っ
と
し
て
も
、
そ
の
存
在
者
が
実
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
（
1
1
単
な
る
私
の
思
い
込
み
で
は
な
く
、
客
観
的
に
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
）

た
め
に
は
、
そ
の
存
在
者
は
必
ず
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
合
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
、
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
図

式
（
o
っ
0
9
ヨ
p
）
が
要
求
す
る
条
件
を
、
そ
の
存
在
者
は
満
た
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
図
式
は
、

「
時
問
に
於
け
る
実
在
的
な
も
の
の
持
続
性
」
（
し
d
箆
鷺
島
魯
屏
①
詳
q
。
ω
口
①
p
ざ
ロ
B
Ω
亀
N
Φ
邑
（
＞
H
念
一
し
d
一
。
。
G
。
）
で
あ
る
。
分
か
り
や

す
く
言
え
ば
、
量
る
一
定
の
時
間
引
き
続
い
て
我
々
の
感
覚
が
、
触
発
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も

な
く
、
「
時
間
」
は
我
々
人
間
の
感
性
的
直
観
の
形
式
で
あ
り
、
「
感
覚
」
は
受
容
器
と
し
て
の
感
性
が
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
「
結

果
」
（
薯
マ
蒔
直
σ
q
）
で
あ
る
（
＜
内
ド
＞
6
h
こ
し
d
G
。
ら
）
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
要
求
す
る
条
件
は
、
感
性
及
び

感
性
的
直
観
を
前
提
し
て
い
る
。
即
ち
、
一
般
に
カ
ン
ト
哲
学
が
要
求
す
る
よ
う
に
、
対
象
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
必
ず
感
性
的
直
観

を
必
要
と
す
る
と
い
う
制
約
が
、
「
私
」
の
認
識
の
場
合
も
例
外
な
く
妥
当
す
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

一
二
九



＝
二
〇

　
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
の
枠
内
で
は
、
「
自
己
認
識
」
は
「
自
己
直
観
」
を
ま
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「
私
」
は
経
験
の
中
で
初
あ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
経
験
か
ら
離
れ
た
純
粋
な
知
性
的
認
識
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え
な
い

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
、
伝
統
的
な
独
断
的
形
而
上
学
を
信
奉
す
る
人
々
は
納
得
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト

は
、
彼
ら
が
行
っ
て
き
た
自
己
認
識
に
関
す
る
論
証
を
吟
味
し
、
そ
れ
を
誤
謬
推
理
と
し
て
退
け
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
第
二
篇
第
一
章
「
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
に
つ
い
て
」
に
於
い
て
、
主
に
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
「
合
理

的
心
理
学
」
（
蝕
①
冨
江
。
づ
巴
Φ
o
っ
①
①
一
。
巳
。
ξ
①
一
b
鶏
島
。
｝
o
σ
q
賦
茜
証
。
昌
p
｝
一
ω
）
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
独
断
的
形
而
上
学
が
陥
る
「
超
越
論

的
誤
謬
推
理
」
（
訂
碧
ω
N
①
＆
Φ
暮
巴
臼
剛
霞
巴
。
σ
q
δ
B
話
）
を
批
判
す
る
。

　
合
理
的
心
理
学
と
は
畢
寛
、
「
私
が
思
惟
す
る
」
（
H
O
】
P
　
創
①
一
ρ
一
h
①
）
と
い
う
「
概
念
あ
る
い
は
判
断
」
（
諺
G
。
傘
w
し
d
ω
㊤
⑩
）
だ
け
に
基
づ
い

て
、
そ
こ
か
ら
「
魂
」
（
の
①
巴
Φ
）
に
つ
い
て
の
純
粋
な
（
口
経
験
に
基
づ
か
な
い
）
認
識
を
得
よ
う
と
す
る
学
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
言

え
ば
、
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
命
題
か
ら
、
「
思
惟
す
る
存
在
者
」
（
巴
5
島
窪
屏
①
＆
芝
Φ
の
窪
）
と
し
て
の
「
私
（
自
我
）
」
を
取
り
出

し
、
そ
れ
を
（
形
而
上
学
の
一
部
門
た
る
）
心
理
学
の
対
象
で
あ
る
「
魂
」
と
見
な
し
て
、
そ
れ
に
非
経
験
的
な
述
語
（
カ
ン
ト
の
言
い

方
で
は
「
超
越
論
的
述
語
」
）
を
付
加
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

「
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
私
（
H
。
口
留
ω
号
艮
①
巳
）
は
、
内
感
の
対
象
で
あ
り
、
魂
と
呼
ば
れ
る
。
外
感
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の

私
は
、
身
体
と
呼
ば
れ
る
。
だ
か
ら
、
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
の
私
と
い
う
表
現
は
、
既
に
心
理
学
の
対
象
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
の
心
理
学
は
、
も
し
私
が
魂
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
欲
す
る
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
（
こ
れ
が
私
を
よ
り
詳
細
に
具
体
的
に
規
定

す
る
の
で
あ
る
が
）
か
ら
独
立
に
、
あ
ら
ゆ
る
思
惟
に
際
し
て
現
れ
る
限
り
で
の
こ
の
私
［
自
我
］
と
い
う
概
念
か
ら
推
論
さ
れ
う

る
こ
と
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
合
理
的
心
理
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
（
＞
G
。
曲
”
じ
d
鼻
O
O
）



　
　
「
そ
れ
故
、
私
が
思
惟
す
る
、
は
合
理
的
心
理
学
の
唯
一
の
主
題
（
餌
円
呂
9
巳
σ
q
Φ
目
①
蓉
）
で
あ
る
。
合
理
的
心
理
学
は
そ
の
知

　
　
恵
の
す
べ
て
を
こ
こ
か
ら
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
〉
ω
お
”
b
d
軽
ヨ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
理
的
心
理
学
は
、
魂
に
非
経
験
的
述
語
と
し
て
、
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
魂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
認
識
を
獲
得

す
る
と
称
す
る
。

　
　
「
　
　
　
　
　
　
二
、
そ
の
性
質
か
ら
見
て
単
純
。

　
　
一
、
魂
は
実
体
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
、
空
間
中
の
可
能
的
諸
対
象
と
関
係
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
、
魂
が
そ
こ
に
於
い
て
現
存
在
す
る
様
々
な
時
間
か
ら
見
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
的
に
－
同
一
、
即
ち
単
一
（
多
数
で
な
い
）
。
　
　
」
（
〉
ω
禽
魑
し
d
軽
8
）

そ
し
て
、
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
、
魂
の
述
語
と
し
て
「
非
物
質
性
」
（
一
目
b
P
g
e
Φ
居
一
P
一
一
け
餌
け
）
「
不
朽
性
」
（
遊
げ
。
時
き
江
σ
巳
薮
け
）
「
人

格
性
」
（
℃
Φ
村
。
り
O
］
P
P
一
一
け
餌
け
）
「
唯
心
性
」
（
の
b
貯
詳
定
年
騨
）
「
物
体
と
の
相
互
作
用
」
（
囚
。
B
巨
①
旨
ご
巨
巨
け
囚
α
唇
零
P
）
「
生
命
性
」

（
〉
巳
ぎ
巴
8
讐
）
「
不
滅
性
」
（
H
葺
8
0
詳
論
詳
騨
）
等
々
の
概
念
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
（
〈
ひ
q
｝
■
〉
恕
伊
じ
d
お
ω
。
）
。

　
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
合
理
的
心
理
学
に
於
い
て
魂
に
付
加
さ
れ
る
と
称
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
諸
述
語
は
、
誤
謬
推
理
（
勺
9
・
茜
δ
σ
q
お
ヨ
g
の
）

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
批
判
す
る
。
そ
の
誤
謬
推
理
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
三
段
論
法
の
形
を
取
る
。

　
　
「
主
語
と
し
て
以
外
に
思
惟
さ
れ
え
な
い
も
の
は
、
ま
た
主
語
と
し
て
以
外
に
は
実
在
せ
ず
、
そ
れ
故
実
体
で
あ
る
。

　
　
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
＝



一
三
二

さ
て
、
思
惟
す
る
存
在
者
は
、
単
に
思
惟
す
る
存
在
者
と
し
て
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
主
語
と
し
て
以
外
に
は
思
惟
さ
れ
え
な
い
。

故
に
、
思
惟
す
る
存
在
者
は
ま
た
、
た
だ
主
語
と
し
て
の
み
現
実
存
在
す
る
、
即
ち
実
体
と
し
て
現
実
存
在
す
る
。
」
（
し
d
自
O
ご

漠
然
と
眺
め
る
と
正
し
い
推
論
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
こ
に
カ
ン
ト
は
、
「
媒
概
念
多
義
の
虚
偽
」
（
の
8
ぼ
。
。
ヨ
p
h
蒔
醇
心
象
。
試
。
巨
の
）

（
じ
u
軽
一
一
）
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
大
前
提
に
於
い
て
言
わ
れ
る
存
在
者
（
「
主
語
と
し
て
以
外
に
思
惟
さ
れ
え
な

い
も
の
」
）
は
、
「
総
じ
て
あ
ら
ゆ
る
観
点
に
於
い
て
、
従
っ
て
ま
た
直
観
に
於
い
て
与
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
思
惟
さ
れ
う
る
」

（
①
げ
餌
．
）
存
在
者
で
あ
る
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
思
惟
」
（
U
①
爵
§
）
は
、
「
客
観
一
般
を
目
指
す
思
惟
」
で
あ
り
、
そ
こ
で
語
ら
れ
る
存

在
者
と
は
、
「
客
観
一
般
」
で
あ
り
「
物
」
（
U
冒
σ
q
）
で
あ
る
（
国
自
一
〉
づ
幹
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
小
前
提
に
於
い
て
語
ら
れ
る
存
在

者
は
、
「
そ
れ
が
自
己
自
身
を
、
主
語
と
し
て
、
単
に
思
惟
と
意
識
の
統
｝
と
へ
の
関
係
で
考
察
し
、
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
存

在
者
が
客
観
と
し
て
思
惟
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
直
観
へ
の
関
係
に
於
い
て
は
考
察
し
な
い
限
り
で
の
」
（
b
d
自
H
）
存
在
者

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
「
思
惟
」
は
、
「
単
に
自
己
意
識
へ
の
関
係
に
於
い
て
成
立
す
る
」
（
b
d
心
一
］
．
〉
］
p
ご
p
．
）
思
惟
で
あ
り
、
そ
こ
で

語
ら
れ
る
存
在
者
と
は
、
（
こ
の
場
合
す
べ
て
の
客
観
は
捨
象
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
）
「
物
」
で
は
な
く
「
思
惟
」
、
つ
ま
り
「
そ
こ
に
於

い
て
私
が
つ
ね
に
意
識
の
主
体
と
し
て
役
立
つ
と
こ
ろ
の
思
惟
」
（
ω
偽
］
．
卜
。
＞
昌
膏
’
）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
大
前
提
に
於

い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
主
語
と
し
て
以
外
に
思
惟
さ
れ
え
な
い
も
の
」
と
、
小
前
提
に
於
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
主
語
と
し
て
以
外

に
は
思
惟
さ
れ
え
な
い
」
と
さ
れ
る
存
在
者
と
は
、
そ
の
概
念
の
内
包
が
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
同
一
概
念
と
し
て
用
い
る
と
こ
ろ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
媒
概
念
多
義
の
虚
偽
」
が
存
し
、
そ
れ
故
に
上
述
の
推
論
は
「
誤
謬
推
理
」
と
な
る
、
と
カ
ン
ト
は
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

「
そ
れ
故
、
思
惟
一
般
に
於
け
る
私
の
自
己
意
識
の
分
析
に
よ
っ
て
は
、
客
観
と
し
て
の
私
の
自
己
認
識
に
関
し
て
は
少
し
も
得
る



と
こ
ろ
は
な
い
。
思
惟
一
般
の
論
理
的
究
明
が
、
間
違
っ
て
客
観
の
形
而
上
学
的
規
定
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
b
J
お
O
）

言
い
換
え
れ
ば
、
合
理
的
心
理
学
は
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
表
象
（
自
己

意
識
で
あ
る
根
源
的
統
覚
）
に
於
け
る
自
己
関
係
的
思
惟
を
対
象
関
係
的
思
惟
と
す
り
替
え
、
思
惟
の
働
き
に
於
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る

主
体
を
思
惟
の
客
観
と
見
な
す
と
い
う
、
「
私
の
意
識
の
他
の
物
へ
の
転
移
」
（
C
げ
①
詳
茜
σ
q
§
σ
q
賢
①
ω
①
ω
目
Φ
甘
①
ω
切
①
≦
識
し
Q
訂
①
営
の
p
亀

p
巳
①
話
U
B
σ
q
①
）
（
》
ω
禽
w
し
d
お
㎝
）
と
い
う
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
結
局
、
合
理
的
心
理
学
が
頼
り
に
し
て
い
る
の
は
、
「
私
」
（
一
心
）
と
い
う
「
単
純
で
、
そ
れ
自
身
で
は
内
容
的
に
全
く
空
虚
な
表
象
」

（
〉
○
○
鼻
㎝
h
こ
ゆ
蔭
O
幽
）
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
私
と
い
う
表
象
」
は
、
「
そ
れ
が
概
念
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
す
ら
で
き
ず
、

あ
ら
ゆ
る
概
念
に
伴
う
単
な
る
意
識
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
け
」
（
〉
ω
心
①
　
b
d
心
O
心
）
の
表
象
で
あ
る
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、

極
め
て
興
味
深
い
表
現
を
し
て
い
る
。

「
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
自
我
（
H
o
げ
）
、
あ
る
い
は
彼
（
国
N
）
、
あ
る
い
は
そ
れ
（
国
の
）
（
物
α
帥
ω
U
B
σ
q
）
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る

の
は
、
思
考
の
超
越
論
的
主
体
1
1
x
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
主
体
は
、
そ
の
述
語
で
あ
る
思
考
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
。
そ
し

て
我
々
は
、
こ
の
主
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
だ
け
を
分
離
し
て
は
、
い
さ
さ
か
の
概
念
も
決
し
て
も
っ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
我
々
は
そ
の
主
体
の
周
り
を
不
断
の
循
環
を
な
し
て
回
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、
我
々
が
そ
の
主
体
に
つ
い
て
何

か
鳴
る
こ
と
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
つ
ね
に
既
に
そ
の
主
体
の
表
象
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
、
こ
の
主
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
え
な
い
不
便
さ
で
あ
る
。
何
故
に
切
り
離
さ
れ
え
な
い
か
と
言
う
と
、
意
識
自
体
は
、
或
る
特

殊
な
客
観
を
区
別
す
る
表
象
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
そ
れ
が
認
識
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
限
り
で
の
表
象
一
般
の
形
式
で
あ
る
か

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

一
三
三



一
三
四

ら
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
形
式
に
つ
い
て
の
み
私
は
、
私
が
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か
或
る
も
の
を
思
惟
す
る
、

か
ら
で
あ
る
。
」
（
＞
G
。
心
9
じ
d
鼻
O
蔭
）

と
言
う
こ
と
が
で
き
る

思
惟
す
る
も
の
を
「
自
我
」
と
呼
ぼ
う
と
、
「
彼
」
と
呼
ぼ
う
と
、
「
そ
れ
」
あ
る
い
は
「
物
」
と
呼
ぼ
う
と
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。

ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
と
し
て
も
、
「
思
惟
す
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
表
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
思
考
の
超
越
論
的
主
体
」
（
①
ぎ

自
磐
の
N
①
づ
Ω
①
曇
巴
①
ω
ω
⊆
豆
①
葬
α
霞
Q
。
候
鳥
①
づ
）
に
他
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
そ
れ
自
体
に
於
い
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
も
は

や
そ
れ
は
「
x
」
と
名
づ
け
る
し
か
な
い
、
我
々
に
は
認
識
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
量
の
」
跨

9
艮
①
の
H
島
を
、
そ
れ
だ
け
で
（
1
1
号
艮
①
つ
か
ら
切
り
離
し
て
）
考
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
い
さ
さ
か
の
概
念
も
も

っ
こ
と
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
改
め
て
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
こ
の
主
体
は
、
そ
の
述
語
で
あ
る
思
考
に
よ
っ
て
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

認
識
さ
れ
る
。
」
「
私
」
は
、
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
働
き
に
於
い
て
、
し
か
も
そ
の
思
惟
の
対
象
を
込
み
に
し
て
、
初
め
て
認
識
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　

れ
る
。
そ
れ
が
、
「
意
識
自
体
は
、
…
…
そ
れ
が
認
識
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
限
り
で
の
表
象
一
般
の
形
式
で
あ
る
」
と
い
う
一
文
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
は
、
「
私
」
を
そ
の
「
思
惟
す
る
」
と
い
う
働
き
か
ら
切
り
離
し
、
「
私
」
が
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
相

を
認
識
し
よ
う
と
す
る
試
み
（
合
理
的
心
理
学
が
行
っ
て
い
る
こ
と
）
を
、
徹
底
的
に
批
判
し
た
。
「
私
」
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
決
し

て
実
体
と
し
て
は
認
識
さ
れ
な
い
し
、
ま
た
単
純
な
も
の
と
し
て
も
、
単
一
な
も
の
と
し
て
も
、
身
体
と
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て

も
認
識
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。



三
、
「
経
験
的
命
題
」
と
し
て
の
「
私
が
思
惟
す
る
」

　
「
私
」
は
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
働
き
に
於
い
て
、
し
か
も
そ
の
思
惟
の
対
象
を
込
み
に
し
て
、

こ
の
事
態
を
、
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
も
表
現
し
て
い
る
。

初
め
て
認
識
さ
れ
る
、
と
い
う

「
私
が
思
惟
す
る
（
H
）
P
ω
　
H
O
］
P
　
画
①
ゆ
吋
①
）
は
、
既
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
一
つ
の
経
験
的
命
題
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

（
8
げ
。
凶
ω
江
霞
①
）
と
い
う
命
題
を
そ
の
内
に
含
ん
で
い
る
。
」
（
切
畠
b
。
〉
づ
目
■
）

私
が
現
実
存
在
す
る

こ
れ
は
、
一
見
す
る
と
奇
妙
な
文
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
H
9
匹
自
冨
は
根
源
的
（
あ
る
い
は
純
粋
）
統
覚
と
も
呼
ば
れ
る
、

認
識
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
を
な
す
純
粋
自
己
意
識
で
あ
り
、
と
て
も
「
経
験
的
」
と
形
容
さ
れ
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
「
経
験
的
命
題
」
（
①
ぎ
Φ
露
b
三
の
跨
霞
ω
鉾
N
）
と
呼
ぶ
。
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
よ
り
い
っ
そ
う
理
解
す
る
こ
と
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
今
少
し
煩
を
厭
わ
ず
に
、
カ
ン
ト
の
語
る
こ
と
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。

「
私
が
思
惟
す
る
、
と
い
う
命
題
は
、
一
つ
の
未
規
定
の
経
験
的
直
観
（
①
ぎ
Φ
5
暮
①
ω
四
日
目
げ
①
。
日
b
三
の
。
げ
①
〉
話
。
ワ
き
巷
σ
q
）
を
、

即
ち
知
覚
を
表
し
て
い
る
（
従
っ
て
こ
の
命
題
は
、
既
に
感
覚
が
、
従
っ
て
感
性
に
属
す
も
の
が
、
こ
の
現
実
存
在
命
題
の
根
底
に

存
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
。
し
か
し
こ
の
［
思
惟
］
命
題
は
、
知
覚
の
客
観
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
時

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五



一
三
六

間
に
関
し
て
規
定
せ
ね
ば
な
ら
な
い
経
験
に
先
行
す
る
。
そ
し
て
現
実
存
在
は
、
こ
こ
で
は
未
だ
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
認
る
規
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
与
え
ら
れ
た
客
観
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
、
そ
れ
に
つ
い
て
我
々

が
或
る
概
念
を
も
ち
、
そ
れ
が
こ
の
概
念
の
外
で
も
措
定
さ
れ
る
か
否
か
を
我
々
が
知
ろ
う
と
欲
す
る
客
観
に
関
係
し
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
こ
こ
で
未
規
定
の
知
覚
と
い
う
の
は
、
与
え
ら
れ
て
い
る
、
し
か
も
た
だ
思
惟
「
般
に
対
し
て
の
み
与
え
ら
れ
て
い
る
、

怠
る
実
在
的
な
も
の
（
①
け
朝
m
ド
の
H
｛
①
即
一
Φ
ω
）
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
ま
た
事
象
そ
れ

自
体
（
ヌ
ー
メ
ノ
ン
）
と
し
て
で
も
な
く
、
実
際
に
現
実
存
在
し
、
そ
し
て
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
命
題
に
於
い
て
配
る
実
在
的
な

も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
も
の
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
次
の
点
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

私
が
思
惟
す
る
と
い
う
命
題
を
経
験
的
命
題
と
私
が
呼
ぶ
場
合
、
こ
れ
に
よ
っ
て
私
は
、
こ
の
命
題
に
於
け
る
私
［
自
我
］
が
経
験

的
表
象
で
あ
る
、
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
表
象
は
、
思
惟
一
般
に
属
し
て
い
る
が
故
に
、
純
粋
に
知
性

的
（
語
鼠
冒
け
亀
①
轟
轟
5
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
惟
に
対
し
て
素
材
を
与
え
る
何
ら
か
の
経
験
的
表
象
な
し
に
は
、
私
が

思
惟
す
る
と
い
う
作
用
は
、
や
は
り
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
経
験
的
な
も
の
は
、
た
だ
純
粋
に
知
性
的
な
能
力
の
適
用
あ
る

い
は
使
用
の
制
約
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
b
d
島
b
。
瞥
》
嵩
日
．
山
内
筆
者
補
足
）

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
ず
、
H
魯
創
魯
ぽ
①
命
題
が
「
一
つ
の
未
規
定
の
経
験
的
直
観
」
即
ち
「
未
規
定
の
知
覚
」
を

「
表
し
て
い
る
」
（
母
口
番
Φ
昌
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
こ
の
命
題
が
そ
の
よ
う
な
直
観
あ
る
い
は
知
覚
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
「
こ
の
命
題
に
於
け
る
私
」
そ
の
も
の
が
、
知
覚
に
於
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
「
経
験
的
」

表
象
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
、
こ
の
「
私
」
の
表
象
は
、

「
思
惟
一
般
に
属
し
て
い
る
が
故
に
、
純
粋
に
知
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
断
っ
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
「
表
し
て
い
る
」



と
い
う
こ
と
の
意
味
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
は
馬
こ
の
H
三
号
艮
Φ
命
題
が
、
実
は
「
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
作
用
」
（
島
①
N
＞
屏
ε
。
Q
』
。
げ
伽
①
づ
ぎ
）
（
そ
し
て
こ
れ
は
、
既
に

「
純
粋
統
覚
」
あ
る
い
は
「
根
源
的
統
覚
」
と
呼
ば
れ
た
作
用
で
あ
る
）
を
表
す
命
題
で
あ
り
、
こ
の
作
用
は
、
「
思
惟
に
対
し
て
素
材
を

与
え
る
何
ら
か
の
経
験
的
表
象
な
し
に
は
、
生
じ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
確
か
に
H
。
げ
9
魯
吋
①
と
い
う
作
用
は
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
自
体
で
は
「
純
粋
に
知
性
的
」
で
あ
り
、
舌
感
性
的
（
1
1
知
性
的
）
で
非
経
験
的
（
1
ー
ア
プ
リ
オ
リ
）
な
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
純
粋
悟
性
概
念
の
超
越
論
的
演
繹
」
の
成
果
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
作
用
は
、
感
性
的
直
観
に
於
け
る
多
様
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

示
さ
れ
る
規
則
に
則
っ
て
綜
合
的
に
統
一
す
る
働
き
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。
従
っ
て
そ
の
作
用
は
、
実
際
に
作
用
と
し
て
成
立
す
る

（
「

ｱ
の
命
題
に
於
け
る
私
」
の
表
象
が
成
立
す
る
）
た
め
に
は
、
つ
ね
に
感
性
的
直
観
に
於
い
て
多
様
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要

　
　
　
　
　

と
す
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
可
能
的
経
験
に
於
い
て
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
確
か
に
、
感
性
的
直
観
に
於
い
て
多
様
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
可
能
的
経
験
に
於
い
て
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
は
、

厳
密
に
言
え
ば
、
異
な
る
事
態
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
に
は
、
経
験
的
多
様
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
だ
け
で
は
な
く
、
純
粋
な
あ
る
い

は
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
が
与
え
ら
れ
て
い
る
場
合
も
考
え
ら
れ
う
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
即
座
に
「
経
験
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
危
険

で
あ
り
、
今
我
々
が
論
じ
て
い
る
事
柄
と
は
別
の
文
脈
に
於
い
て
は
、
誤
謬
と
言
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
々
の
文

脈
に
於
い
て
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
を
経
験
的
多
様
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
純

粋
な
あ
る
い
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
と
は
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
空
間
と
時
間
を
構
想
力
が
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で

　
　
　
　
　
　

あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
具
体
的
な
個
々
の
経
験
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
経
験
的
な
（
1
1
感
覚
を
含
む
）
多
様
の
形
式
そ
の
も
の
で
あ
り
、
当

然
そ
の
形
式
は
、
そ
れ
を
満
た
す
質
料
で
あ
る
感
覚
を
（
自
ら
は
も
っ
て
は
い
な
い
が
）
必
然
的
に
要
求
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
個
々
具
体
的
な
経
験
的
直
観
あ
る
い
は
知
覚
を
規
定
す
る
も
の
は
、
感
覚
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
「
経
験
の
質
料
的
弓
制

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

＝
二
七



＝
二
八

約
（
感
覚
）
と
連
関
し
て
い
る
も
の
は
、
現
実
的
で
あ
る
。
」
（
＞
b
。
一
。
。
巳
u
」
b
。
①
①
）
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
実
際
に
感
覚
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
経
験
は
、
現
実
的
経
験
（
鼠
蒔
一
一
。
げ
①
国
諏
9
畔
巷
σ
q
）
と
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
可
能
的
経
験
（
目
α
σ
q
ま
冨

図
臥
讐
謹
⇒
σ
q
）
と
は
、
あ
く
ま
で
も
感
覚
と
の
内
的
連
関
を
保
ち
つ
つ
も
、
実
際
に
具
体
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
は
未
だ
規
定
さ
れ
て
い

な
い
経
験
で
あ
り
、
従
っ
て
可
能
的
経
験
に
於
け
る
直
観
と
は
、
具
体
的
な
感
覚
に
よ
っ
て
は
未
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
「
未
規
定
の
経

験
的
直
観
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
「
未
規
定
の
経
験
的
直
観
」
が
表
す
も
の
は
、
当
然
物
そ
れ
自
体
（
事
象
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
自
体
・
ヌ
ー
メ
ノ
ン
）
で
は
な
く
、
感
覚
と
の
連
関
を
も
つ
が
故
に
「
蹴
る
実
在
的
な
も
の
」
（
①
暑
器
国
①
巴
①
。
・
）
と
呼
ば
れ
る
が
、

感
覚
に
よ
る
規
定
を
も
た
な
い
が
た
め
に
、
未
だ
現
象
と
も
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
「
何
か
」
（
①
け
≦
餌
Q
。
）
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
①
碁
器
因
Φ
巴
①
ω
で
あ
る
以
上
、
全
く
の
無
（
乞
一
〇
げ
け
の
）
で
も
あ
り
え
ず
、
そ
の
も
の
が
「
何
で
有
る
か
」
（
芝
p
の
の
Φ
ぎ
）
は
知
ら
れ

な
い
に
し
て
も
、
そ
の
も
の
が
有
る
こ
と
即
ち
「
現
実
存
在
」
（
国
）
（
一
ω
け
①
］
P
N
）
は
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
未
規
定
の
経
験

的
直
観
は
、
空
間
及
び
時
間
と
い
う
そ
の
形
式
及
び
そ
の
限
定
態
と
し
て
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
を
も
つ
だ
け
で
、
具
体
的
な
経
験
的
多

様
（
従
っ
て
ま
た
感
覚
）
を
可
能
的
に
も
っ
て
は
い
る
が
現
実
的
に
は
ま
だ
も
た
な
い
、
と
い
う
点
で
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
が
与
え

ら
れ
て
い
る
だ
け
の
感
性
的
直
観
と
、
同
じ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
感
性
的
直
観
に
於
い
て
多
様
が
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
可
能
的
経
験
に
於
い
て
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
を
、
あ
え
て
区
別
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
故
に
、
H
筈
号
爵
①
と
い
う
作
用
は
、
そ
れ
が
認
識
の
最
も
根
本
的
な
制
約
と
し
て
真
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
可
能
的
経
験
に

於
い
て
対
象
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
即
ち
「
未
規
定
の
経
験
的
直
観
」
あ
る
い
は
「
未
規
定
の
知
覚
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

必
要
と
す
る
。
H
筈
号
づ
屏
①
命
題
あ
る
い
は
そ
の
命
題
が
表
し
て
い
る
「
作
用
」
は
、
そ
れ
が
我
々
の
認
識
に
於
い
て
意
識
さ
れ
る
と
き

に
は
、
つ
ね
に
既
に
何
ら
か
の
経
験
的
直
観
と
と
も
に
、
そ
の
経
験
的
直
観
に
於
け
る
多
様
を
総
合
的
に
統
一
す
る
と
い
う
働
き
に
即
し

て
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
H
臼
α
①
爵
①
命
題
は
、
そ
れ
が
表
し
て
い
る
作
用
に
於
い
て
経
験
的
直
観
と



切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
が
、
H
魯
号
爵
①
命
題
が
二
つ
の
未
規
定
の
経
験
的
直
観
」

て
い
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
り
、
「
経
験
的
命
題
」
と
呼
ば
れ
る
意
味
な
の
で
あ
る
。

即
ち
「
未
規
定
の
知
覚
」
を
「
表
し

四
、
「
私
」
の
超
越
論
的
構
造
と
自
己
認
識
の
問
題

　
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
我
々
は
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲
学
に
於
け
る
「
私
」
の
特
質
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
「
私
」
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

っ
ね
に
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
作
用
に
於
い
て
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
用
を
離
れ
て
、
そ
れ
自
体
で
意
識
さ
れ
る
こ
と

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
な
い
し
、
ま
し
て
や
そ
れ
自
体
で
認
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
れ
が
ま
ず
大
切
な
点
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
理
論
的
認
識
に
於
け
る
「
私
」
の
特
殊
な
構
造
を
同
時
に
表
し
て
い
る
。
私
は
、
理
論
的
認
識
に
於
い
て
は

「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
作
用
（
根
源
的
統
覚
）
と
し
て
、
認
識
の
最
も
根
本
的
な
原
理
の
役
割
を
果
た
す
の
で
あ
る
が
、
既
に
述
べ

た
よ
う
に
、
そ
の
作
用
は
同
時
に
、
私
は
私
自
身
を
意
識
す
る
（
ま
げ
σ
冒
巨
星
目
①
巨
零
ω
①
ぎ
ω
け
ぴ
①
≦
β
¢
○
ご
と
い
う
自
己
意
識

（
ω
Φ
一
ぴ
ω
け
一
∪
Φ
≦
¢
「
h
W
け
ω
①
一
腎
［
）
の
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
＜
σ
q
冒
ゆ
一
ω
b
。
h
．
）
。
し
か
し
そ
の
自
己
意
識
と
は
、
単
な
る
自
己
の
論
理
的
同

一
性
を
そ
れ
自
体
で
意
識
す
る
に
す
ぎ
な
い
自
己
意
識
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
自
己
に
と
っ
て
は
他
者
で
あ
る
感
性
的
直
観
の
対

象
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
働
き
（
統
覚
の
綜
合
的
統
一
）
に
於
い
て
、
自
己
を
自
己
と
し
て
意
識
す
る
、
即
ち
対
象
認
識
に
即
し
て
成
立

す
る
自
己
意
識
で
あ
る
。
即
ち
、
「
私
」
は
、
対
象
に
於
け
る
綜
合
的
統
一
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
自
己
自
身
の
統
一

（
自
己
同
一
性
）
を
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
私
」
は
、
理
論
的
認
識
に
於
い
て
は
、
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
働

き
に
於
い
て
、
そ
の
働
き
と
と
も
に
初
め
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
私
は
私
自
身
を
、
私
そ
れ
自
体
に
於
い
て
認
識
す
る
こ
と
も
意

識
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
認
識
の
対
象
に
於
い
て
、
そ
れ
を
認
識
す
る
と
い
う
働
き
に
於
い
て
意
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

＝
二
九



一
四
〇

私
は
私
自
身
を
意
識
す
る
た
め
に
、
自
己
自
身
を
超
え
て
、
認
識
の
対
象
の
側
に
超
越
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
「
私
」
が

も
つ
構
造
を
、
筆
者
は
「
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
」
（
蝕
。
富
讐
ω
N
①
巳
①
耳
巴
①
ω
げ
歪
畔
霞
号
ω
ω
巴
ぴ
の
甚
①
≦
g
ゆ
δ
ω
①
冒
ω
）
と
名
づ
け

　
　
　
　
　
レ
　

た
い
と
思
う
。

　
こ
の
よ
う
な
特
有
の
構
造
を
も
つ
自
己
意
識
に
於
い
て
意
識
さ
れ
る
「
私
」
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
さ
ら
に

自
己
直
観
が
必
要
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
直
観
と
は
元
来
、
私
な
ら
ざ
る
も
の
（
他
者
）
を
私
の
意
識
に
受
け
入
れ
る
た
め
の
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　

接
的
手
段
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
直
観
（
ω
Φ
H
げ
ω
け
聾
ω
。
再
転
昌
σ
q
）
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
私
（
自
己
）
は
、
一
方
で
自
己
意
識
に

於
い
て
自
己
と
し
て
意
識
さ
れ
る
私
で
あ
り
つ
つ
、
他
方
で
は
自
己
意
識
だ
け
に
よ
っ
て
は
決
し
て
与
え
ら
れ
え
な
い
と
こ
ろ
の
、
即
ち

純
粋
な
自
己
意
識
に
於
い
て
は
決
し
て
意
識
さ
れ
え
な
い
具
体
的
な
多
様
を
伴
っ
た
自
己
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
私
」
の
中
に
、

「
自
我
の
単
純
な
表
象
」
（
臼
①
①
ヨ
貯
。
重
く
。
議
け
①
＝
o
ロ
σ
q
号
ω
H
。
げ
）
で
あ
る
「
自
己
意
識
（
統
覚
）
」
（
小
器
じ
d
①
≦
仁
ゆ
訂
O
醇
の
①
区
O
困
。
。
①
一
面
け

（
諺
薯
①
震
9
鉱
8
）
）
（
b
d
①
。
。
）
と
は
異
な
っ
た
、
そ
の
意
味
で
は
自
己
意
識
に
と
っ
て
は
他
者
性
を
も
っ
た
、
旦
ハ
体
的
な
私
の
限
定
さ
れ

た
姿
（
内
感
の
多
様
）
が
、
こ
の
自
己
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
直
観
を
ま
っ
て
初
あ
て
私
は
認
識
さ

れ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
自
己
直
観
は
、
あ
く
ま
で
も
感
性
的
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
故
に
、
そ
こ
に
於
い
て
与
え
ら
れ
る
多
様

は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
直
観
す
る
能
力
で
あ
る
「
内
感
」
（
9
Φ
胃
一
つ
P
①
門
Φ
ω
一
］
P
］
P
）
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
内

感
は
自
己
を
直
観
す
る
能
力
で
あ
る
。
「
外
感
」
（
島
Φ
肘
餌
信
ゆ
Φ
憎
Φ
ω
一
づ
⇒
）
が
、
私
な
ら
ざ
る
も
の
を
空
間
的
（
感
信
巨
一
。
げ
）
に
表
象
す
る

能
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
内
感
は
私
の
「
心
」
（
Q
o
日
暮
）
の
状
態
を
時
間
的
（
N
①
一
岳
自
）
に
表
象
す
る
能
力
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
於

い
て
も
、
「
私
が
思
惟
す
る
」
に
於
け
る
「
私
」
は
、
デ
カ
ル
ト
と
同
様
に
、
決
し
て
身
体
的
（
1
1
物
体
的
）
存
在
と
し
て
の
私
で
は
な

い
。
純
粋
な
思
惟
の
作
用
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
る
、
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
空
問
的
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。



何
故
な
ら
ば
、
夕
闇
と
は
物
体
的
存
在
者
の
存
在
様
式
だ
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
「
あ
ら
ゆ
る
外
的
直
観
の
純
粋
形
式
と
し
て
の
空
間

は
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
約
と
し
て
は
、
単
に
外
的
現
象
に
限
ら
れ
て
い
る
。
」
（
＞
G
。
魚
拓
α
0
　
　
　
　
1
）
と
い
う
場
合
の
「
外
的
」
（
習
ゆ
零
）
と

は
、
私
の
心
あ
る
い
は
意
識
の
外
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
心
の
外
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
空
間
的
な
表
現
で
は
な
く
、
心
と
い
う
在
り

方
あ
る
い
は
意
識
と
い
う
在
り
方
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
、
心
の
外
に
在
っ
て
、
外
的
直
観
を

通
し
て
我
々
に
直
接
知
ら
れ
る
も
の
を
、
カ
ン
ト
は
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
哲
学
の
伝
統
に
従
っ
て
「
物
体
」
（
国
α
唇
霞
）
と
名
づ
け
る
。

そ
れ
故
、
「
私
」
は
こ
の
よ
う
な
物
体
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私
は
、
「
内
的
直
観
」
（
岳
①
一
巨
㊦
話
〉
湧
。
ロ
豊
§
σ
q
）
に
よ
っ
て
直
接
知
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
内
感
は
、
外
感
の
よ
う
に
心
（
あ
る
い
は
意
識
存
在
）
と
し
て
の
私
な
ら
ざ
る
或
る
も
の
を
直
観
す

る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
自
身
を
直
観
す
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
直
観
さ
れ
る
私
自
身
と
は
、
如
何
な
る
在
り
方
を
し
て
い
る
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
内
感
の
形
式
で
あ
る
「
時
間
」
の
内
に
あ
り
、
時
間
の
諸
関
係
に
於
い
て
規
定
さ
れ
た
、
「
現
象
と
し
て
の
私
」
（
H
駐

巴
ω
国
盃
。
げ
①
汐
臼
昌
σ
q
）
で
し
か
な
い
。

「
も
し
自
己
を
意
識
す
る
能
力
が
、
心
の
内
に
存
し
て
い
る
も
の
を
探
し
求
め
る
（
把
捉
す
る
）
べ
き
場
合
に
は
、
そ
の
能
力
は
、

こ
の
心
を
触
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
の
み
、
自
己
直
観
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
の
自
己
直
観
の
形
式
は
、
予
め
心
の
内
で
根
底
に
存
し
て
お
り
、
そ
の
形
式
は
、
多
様
が
心
の
内
で
共
在
す
る
仕
方
を
、
時
間
表

象
に
於
い
て
規
定
す
る
。
そ
の
際
、
自
己
を
意
識
す
る
能
力
は
自
己
自
身
を
直
観
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
能
力
が
直
接
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

己
活
動
的
に
自
ら
を
表
象
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
内
か
ら
触
発
さ
れ
る
仕
方
に
従
っ
て
、
従
っ
て
、
そ
れ
が
在

る
が
ま
ま
に
で
は
な
く
、
そ
れ
が
自
ら
に
現
象
す
る
が
ま
ま
に
、
自
己
自
身
を
直
観
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
し
d
①
。
。
ご

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題
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四
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一
四
二

　
私
は
、
私
自
身
を
現
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
、
決
し
て
自
ら
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に

は
認
識
で
き
な
い
。
確
か
に
私
は
、
対
象
を
認
識
す
る
ま
さ
に
そ
の
働
き
に
於
い
て
、
自
己
自
身
を
意
識
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
認
識

の
対
象
を
自
己
自
身
と
す
る
と
き
、
即
ち
認
識
の
志
向
を
自
己
自
身
に
向
け
た
と
き
、
確
か
に
私
は
私
自
身
を
純
粋
な
知
性
的
作
用
と
し

て
意
識
す
る
。
そ
こ
で
意
識
さ
れ
る
私
は
、
実
体
で
は
な
い
に
せ
よ
、
純
粋
に
知
性
的
な
自
発
性
（
ω
b
o
9
き
①
面
縛
）
の
作
用
で
あ
り
、

「
知
性
体
」
（
H
巨
Φ
巨
σ
q
Φ
嵩
）
（
切
望
。
。
〉
づ
8
．
）
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
決
し
て
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
認
識

で
は
な
い
。
認
識
さ
れ
る
の
は
、
感
性
的
（
内
的
）
直
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
多
様
（
私
の
内
的
状
態
）
を
そ
の
内
容
（
質
料
）
と
し

て
も
つ
「
現
象
と
し
て
の
私
」
で
あ
る
。
認
識
し
て
い
る
の
は
、
確
か
に
私
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
自
身
の
自
己
意
識
に
於
い
て
意
識

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
認
識
さ
れ
る
の
は
、
自
己
意
識
に
於
い
て
直
接
捉
え
ら
れ
て
い
る
私
で
は
な
く
、
内
的
直
観
を
通
し
て
与
え
ら

れ
た
私
な
の
で
あ
る
。

「
し
か
し
、
如
何
に
し
て
思
惟
す
る
私
が
、
自
己
自
身
を
直
観
す
る
私
か
ら
区
別
さ
れ
（
と
い
う
の
は
、
私
は
さ
ら
に
別
の
直
観
様

式
を
少
な
く
と
も
可
能
な
も
の
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
）
、
そ
し
て
ま
た
こ
の
直
観
す
る
私
と
同
じ
主
観

と
し
て
同
一
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
故
、
如
何
に
し
て
私
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
、
即
ち
、
知
性
体
で
あ
り
思
惟
す
る
主
観
で
あ

る
私
は
、
　
　
私
が
思
惟
さ
れ
た
客
観
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
、
他
の
現
象
体
と
同
様
に
、
私
が
悟
性
に
対
し
て
在
る
が

ま
ま
に
で
は
な
く
、
た
だ
私
が
自
ら
に
対
し
て
現
象
す
る
が
ま
ま
に
、
直
観
に
於
い
て
自
ら
に
対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
に
於

い
て
　
　
私
自
身
を
思
惟
さ
れ
た
客
観
と
し
て
認
識
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
は
、
如
何
に
し

て
私
が
私
自
身
に
対
し
て
、
一
般
に
客
観
で
あ
る
こ
と
が
、
し
か
も
直
観
と
内
的
知
覚
の
客
観
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
と
全
く
同
じ
困
難
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
（
ゆ
一
円
h
．
）



こ
の
自
己
意
識
に
於
い
て
直
接
捉
え
ら
れ
る
（
と
言
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
「
私
が
思
惟
す
る
」
と
い
う
作
用
に
即
し
て
捉
え
ら
れ
る
）

私
と
内
的
直
観
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
る
私
、
こ
の
二
つ
の
私
の
自
己
同
一
性
は
、
認
識
の
最
も
根
源
的
な
制
約
で
あ
る
自
己
意
識
（
根
源

的
統
覚
）
に
於
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
自
己
同
一
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
意
識
に
於
い
て
意
識
さ
れ
る
私
と
自
己

直
観
に
於
い
て
直
観
さ
れ
る
私
と
は
、
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
前
者
は
直
観
の
多
様
を
含
ま
な
い
「
単
純
な
表
象
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
直
観
の
多
様
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
具
体
的
な
経
験
の
対
象
で
あ
る
私
だ
か
ら
で
あ
る
。

結
　
語

　
粗
忽
長
屋
の
能
天
熊
さ
ん
の
嘆
き
は
、
単
に
並
は
ず
れ
た
粗
忽
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
カ
ン
ト
の
理
論
哲

学
に
於
け
る
「
認
識
す
る
私
」
と
「
認
識
さ
れ
る
私
」
と
の
ず
れ
か
ら
生
じ
る
、
「
認
識
し
て
い
る
私
は
、
確
か
に
私
で
あ
る
と
意
識
さ

れ
て
い
る
が
、
認
識
さ
れ
る
私
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
認
識
さ
れ
る
私
が
確
か
に
私
だ
と
し
た
ら
、
認
識
す
る
私
と
は
い
っ
た

い
誰
だ
ろ
う
。
」
と
い
う
問
い
は
、
極
め
て
深
刻
な
折
口
学
的
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
こ
の
よ
う
な
困
難
は
、
ど

の
理
論
に
も
共
通
で
あ
る
。
」
（
b
d
①
。
。
）
と
い
う
、
極
め
て
突
き
放
し
た
態
度
を
表
明
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
無
責
任
な
態
度
と
考
え

る
こ
と
は
、
間
違
っ
て
い
る
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
我
々
の
認
識
能
力
を
詳
細
に
分
析
し
批
判
し
た
結
果
、
我
々
人
間
の
有
限
な
認
識
能
力

を
も
っ
て
し
て
は
、
理
論
的
認
識
に
於
い
て
は
そ
こ
ま
で
し
か
言
え
な
い
、
と
い
う
極
め
て
誠
実
な
態
度
表
明
な
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
踏
み
止
ま
る
こ
と
が
で
き
た
理
由
、
い
や
む
し
ろ
踏
み
止
ま
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
は
、
実
践
的
認

識
に
於
け
る
自
己
認
識
へ
の
展
望
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
し
く
論
じ
る
必
要
が
あ
る
が
、
本
稿
に

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

一
四
三



一
四
四

於
い
て
は
、
最
後
に
こ
れ
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
だ
け
に
し
て
、
詳
細
な
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。

　
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
実
践
的
認
識
に
於
い
て
は
、
理
論
的
認
識
に
於
け
る
よ
う
に
、
自
己
認
識
に
際
し
て
「
私
」
に
ず
れ
や
分
裂
を
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

め
る
必
要
は
な
い
。
「
理
性
の
事
実
」
（
国
碧
ε
筆
頭
霞
〈
Φ
葺
巷
ε
で
あ
る
「
道
徳
法
則
の
意
識
」
は
、
自
己
意
識
に
於
い
て
直
接
捉

え
ら
れ
、
そ
れ
が
ま
さ
に
自
由
の
主
体
で
あ
る
私
自
身
の
在
り
方
と
し
て
、
実
践
的
認
識
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、

所
謂
「
自
分
探
し
」
に
於
い
て
求
め
ら
れ
る
べ
き
真
の
私
の
在
り
方
と
は
何
か
、
と
カ
ン
ト
に
問
う
な
ら
ば
、
彼
は
た
あ
ら
い
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
＞

そ
れ
は
道
徳
法
則
（
あ
る
い
は
定
言
的
命
法
）
に
従
う
「
人
格
」
（
目
零
ω
0
5
）
と
し
て
の
、
即
ち
「
善
意
志
」
（
q
零
σ
q
暮
①
芝
巳
Φ
）
そ
の

も
の
と
し
て
の
、
即
ち
自
由
の
主
体
と
し
て
の
「
私
」
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
、
と
答
え
る
で
あ
ろ
う
。

注

（
1
）
落
語
「
粗
忽
長
屋
」
よ
り
。
「
粗
忽
長
屋
」
の
演
者
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
現
代
を
代
表
す
る
名
人
で
人
間
国
宝
の
五
代
目
柳
家
小
さ
ん
の
下
げ
を

　
引
用
し
た
。
斎
藤
忠
市
郎
下
編
『
名
人
名
演
落
語
全
集
第
十
巻
昭
和
篇
5
』
（
立
風
書
房
、
「
九
八
二
年
）
四
九
頁
。
た
だ
し
、
読
み
や
す
く
す

　
る
た
め
に
、
　
一
部
漢
字
等
の
表
記
を
変
更
し
た
。

（
2
）
H
琴
醤
p
肇
巴
曳
き
白
目
葺
一
吋
自
白
肘
9
つ
書
く
霞
巨
巳
け
．
以
下
、
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
雷
　
o
ω
o
b
巨
ω
。
冨
b
d
崔
δ
け
冨
屏
し
d
α
．
G
。
♂
）
暮
景
σ
q
．
＜
8

　
即
巴
B
巨
α
の
。
『
巳
鼻
－
撒
餌
罎
げ
⊆
村
西
一
〇
㎝
9
に
よ
り
、
慣
例
に
な
ら
っ
て
第
一
版
（
一
七
八
一
年
）
の
丁
数
を
〉
…
、
第
二
版
（
一
七
八
七
年
）
の
頁

　
数
を
じ
d
…
と
い
う
形
で
、
本
文
中
に
指
示
す
る
。
他
の
カ
ン
ト
の
著
作
よ
り
の
引
用
は
、
所
謂
『
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ン
ト
全
集
』
（
囚
助
暮
．
の

　
Q
Φ
ω
p
菖
露
巴
け
①
ω
魯
艮
坤
①
P
げ
話
σ
q
．
〈
8
9
霞
囚
α
巳
σ
q
ぎ
げ
勺
村
Φ
o
し
。
6
0
げ
Φ
⇔
〉
訂
創
Φ
巨
δ
匹
只
言
δ
の
8
ω
警
昧
8
昌
）
に
よ
り
、
同
全
集
の
巻
数
と
頁



　
数
を
、
｝
》
’
切
匹
…
こ
ω
．
…
と
い
う
形
で
指
示
す
る
。

（
3
）
く
α
q
ピ
℃
げ
自
。
ω
o
b
臣
ω
o
ロ
①
し
u
8
一
一
〇
爵
Φ
屏
じ
d
9
．
G
。
『
p
Y
げ
腎
の
σ
q
■
＜
o
昌
国
巴
目
‘
づ
α
ω
o
強
目
賦
戸
団
円
筥
σ
o
腎
σ
q
お
㎝
◎
ω
．
嵩
b
。
σ
’

（
4
）
こ
の
「
伴
わ
れ
え
（
げ
Φ
巴
Φ
詳
Φ
け
≦
貧
α
o
昌
染
汚
昌
摩
）
な
い
」
を
Ω
○
己
の
。
げ
8
こ
け
や
Ω
α
二
p
5
匙
は
、
「
導
出
さ
れ
え
（
p
ぴ
出
駕
①
詳
簿
≦
需
創
Φ
⇒
吋
p
謬
嵩
）

　
な
い
」
と
校
訂
す
べ
き
と
提
案
し
て
い
る
。
＜
σ
q
レ
矧
げ
し
u
し
d
臼
G
。
団
Y
O
Q
．
一
己
豆
H
巨
曄
p
巨
Φ
｝
囚
p
⇔
訂
芝
。
蒔
Φ
し
d
島
G
。
全
話
σ
q
．
〈
8
≧
σ
Φ
詳
Q
α
二
p
昌
9

　
し
d
Φ
急
口
竈
一
G
。
－
Q
っ
．
に
9
こ
れ
に
も
一
理
は
あ
る
が
、
原
文
の
ま
ま
で
も
理
解
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

（
5
）
口
①
融
U
①
ω
。
葺
け
Φ
の
一
b
尉
。
。
ミ
。
。
譜
片
言
謙
ぎ
爵
ぼ
禽
g
ミ
恥
。
・
魯
b
§
ミ
駐
噂
目
配
一
ひ
Φ
ω
冨
門
○
『
〉
量
日
塵
℃
■
癖
寡
①
界
層
露
岩
①
＝

　
b
臥
の
。
⇔
＄
菖
o
P
げ
。
筥
Φ
‘
鴇
唱
蝉
ユ
ρ
這
Q
。
卜
。
甲
b
■
G
。
b
。
’

（
6
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
コ
ギ
ト
と
真
理
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
文
学
科
編
』
第
二
五
号
、
↓
九
九
二
年
）
注

　
（
1
！
）
、
一
四
九
－
一
五
〇
頁
参
照
。

（
7
）
Q
h
「
國
』
①
の
。
9
・
詳
Φ
ρ
§
ミ
§
§
翁
譜
鳶
§
9
b
ミ
。
。
・
起
ミ
鼻
ζ
Φ
魯
聾
・
F
接
客
§
、
Q
。
・
§
b
鳴
。
・
§
、
§
も
昏
ま
①
の
8
居
9
．
〉
量
旨
卸
や

　
弓
p
旨
コ
霞
ざ
詳
o
o
＜
巴
H
b
a
給
づ
ぴ
9
試
。
戸
け
。
白
Φ
＜
目
－
℃
帥
ユ
の
1
6
c
O
G
o
叫
b
b
．
卜
⊃
㎝
－
卜
O
S

（
8
）
℃
p
・
腎
巴
。
σ
q
δ
仁
B
器
と
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
嚢
0
9
ン
。
≦
q
唇
の
に
由
来
し
、
間
違
っ
た
（
養
D
9
）
－
計
算
・
推
理
（
ざ
さ
q
τ
ひ
の
）
を
意
味
す
る
。

（
9
）
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
「
我
々
は
こ
こ
で
、
単
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
手
引
き
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
ま
ず
或
る
物
が
、
つ

　
ま
り
自
我
が
、
思
惟
体
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
確
か
に
我
々
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
に
於
い
て
表
さ
れ
て
い
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
相
互
の
先
に

　
述
べ
た
順
序
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
そ
れ
自
体
が
表
さ
れ
て
い
る
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
始
め
て
、

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
系
列
を
逆
に
辿
る
で
あ
ろ
う
。
」
（
＞
Q
Q
心
心
”
］
W
偽
O
卜
⊃
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
、
合
理
的
心
理
学
の
推
論
は
、
我
々

　
人
間
が
確
実
に
非
経
験
的
述
語
と
し
て
頼
る
こ
と
が
で
き
る
、
我
々
自
身
の
思
惟
の
形
式
を
表
す
概
念
で
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
手
引
き
に
し
て
い
る

　
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
系
列
を
逆
に
辿
る
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
本
来
は
「
一
、
量
・
二
、
質
・
三
、
関

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

↓
四
五



一
四
六

　
係
・
四
、
様
相
し
と
い
う
順
序
で
並
べ
ら
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
綱
目
を
、

　
量
・
四
、
様
相
」
と
辿
っ
て
適
用
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
1
0
）
こ
れ
を
記
号
で
分
か
り
や
す
く
表
記
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
合
理
的
心
理
学
が
行
っ
て
い
る
（
と
思
っ
て
い
る
）
推
論
は
、

「
実
体
」
が
含
ま
れ
る
「
三
、
関
係
」
か
ら
始
め
て
、
以
下
「
二
、
質
・
一
、

P
M

⊃
⊃M

S
P⊃

3
●

と
い
う
形
（
典
型
的
な
三
段
論
法
第
一
格
）
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
は
、
こ
れ
が
実
は
、

P
M

⊃
⊃M

S
P⊃

3
．
。

　
で
あ
っ
て
（
ζ
ド
汁
ζ
N
）
、
実
は
三
段
論
法
を
な
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
そ
し
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
誤
謬
推
理
を
、
魂
に
付
加
さ
れ
る
と
称
さ
れ
る
上
述
の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
綱
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
吟
味
し
、
批

　
判
し
て
い
る
Q
＜
σ
q
ピ
b
d
き
刈
ム
O
⑩
．

（
1
1
）
何
故
〈
そ
の
思
惟
の
対
象
を
込
み
に
し
て
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
「
認
識
と
名
づ
け
ら
れ
る
べ
き
限
り
で
の
」
と
い
う
限
定
は
、

　
そ
の
表
象
が
、
認
識
の
実
在
性
・
客
観
性
を
保
証
し
て
く
れ
る
制
約
の
一
つ
で
あ
る
「
感
性
的
直
観
」
と
の
関
係
（
従
っ
て
認
識
の
対
象
と
の
関
係
）



　
を
も
っ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
1
2
）
「
表
象
一
般
の
形
式
」
（
。
冒
①
剛
。
一
挙
α
霞
く
。
話
8
＝
o
口
㎎
）
と
い
う
表
現
は
、
少
々
難
解
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
私
が
思
惟
す
る
、
と
い
う
こ

　
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
私
の
表
象
に
伴
い
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
じ
d
一
。
。
一
）
と
い
う
こ
と
の
帰
結
で
あ
り
、
「
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
命
題
は
、
…

　
（
中
略
）
…
あ
ら
ゆ
る
悟
性
判
断
一
般
の
形
式
を
含
み
、
す
べ
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
そ
の
支
持
者
と
し
て
伴
う
。
」
（
レ
G
。
心
。
。
噛
じ
d
色
①
）
と
表
現
さ
れ
た

　
こ
と
と
同
じ
事
態
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

（
1
3
）
こ
の
文
に
於
い
て
カ
ン
ト
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
明
ら
か
に
デ
カ
ル
ト
の
8
㎎
詳
ρ
貧
σ
q
o
ω
g
日
．
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
文
に
続
く
叙
述
か

　
ら
一
目
瞭
然
で
あ
る
。

「
し
か
し
私
は
、
思
惟
す
る
も
の
は
す
べ
て
現
実
存
在
す
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
場
合
に
は
、
思
惟
と
い
う
性
質
が
、

そ
の
性
質
を
所
有
す
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
、
必
然
的
な
存
在
者
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
私
の
現
実
存
在
も
ま
た
、

デ
カ
ル
ト
が
そ
う
考
え
た
よ
う
に
、
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
命
題
か
ら
推
論
さ
れ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
何
故
な
ら
ば
、
そ
う

で
な
い
と
す
る
と
、
思
惟
す
る
も
の
は
す
べ
て
現
実
存
在
す
る
、
と
い
う
大
前
提
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
）
、
そ
う
で
は
な
く

て
、
私
の
現
実
存
在
は
、
私
が
思
惟
す
る
と
い
う
こ
の
命
題
と
同
一
で
あ
る
。
」
（
b
」
お
b
。
〉
富
日
．
）

　
　
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
の
8
㎝
q
詳
9
霞
σ
q
o
垂
目
．
に
つ
い
て
、
所
謂
「
推
論
説
」
の
解
釈
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
直
観
説
」
に
近
い
解
釈
を

　
採
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

（
1
4
）
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
研
究
者
に
と
っ
て
は
常
識
の
範
囲
内
に
属
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
於
け

　
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
文
学
科
白
』
第
二
四
号
、
一
九
九
一
年
）
七
言
ー
八
六
頁
参
照
。

カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
認
識
の
問
題

↓
四
七



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
八

（
1
5
）
既
に
、
第
二
版
の
「
演
繹
」
に
於
い
て
カ
ン
ト
は
「
私
が
与
え
ら
れ
た
表
象
の
多
様
を
一
つ
の
意
識
に
於
い
て
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

　
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
が
こ
れ
ら
の
表
象
に
於
け
る
意
識
の
同
一
性
そ
の
も
の
を
表
象
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
即
ち
、
統
覚
の

　
分
析
的
統
「
は
、
何
ら
か
の
綜
合
的
統
「
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
」
（
b
u
一
。
。
。
。
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
1
6
）
こ
れ
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
綜
合
と
統
一
　
　
超
越
論
的
綜
合
の
構
造
に
つ
い
て
一
」
（
『
哲
學
』
第
三
八
集
、
広
島
哲
学
会
、

　
一
九
八
六
年
）
二
ニ
ー
二
二
五
頁
参
照
。

（
1
7
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
於
け
る
自
己
意
識
の
超
越
論
的
構
造
」
八
一
1
八
六
頁
参
照
。

（
1
8
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
経
験
と
自
己
意
識
　
　
　
カ
ン
ト
超
越
論
的
哲
学
の
｝
考
察
一
」
（
隈
元
忠
敬
編
『
知
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
　
　
ド

　
イ
ツ
的
知
の
位
相
　
　
』
ナ
カ
ニ
シ
や
出
版
、
一
九
九
六
年
）
一
〇
一
1
一
〇
四
頁
参
照
。

（
1
9
）
こ
こ
に
は
、
「
自
己
触
発
」
と
い
う
重
要
な
問
題
が
潜
ん
で
い
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
る
余
裕
は
な
い
。
自
己
触
発
の
問
題
に

　
関
し
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
於
け
る
内
的
触
発
に
つ
い
て
　
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
§
2
4
の
一
考
察
　
　
」
（
『
哲
學
』
第
三
九
集
、
広
島
哲
学
会
、

　
】
九
八
七
年
）
三
〇
一
四
四
頁
参
照
。

（
2
0
）
囚
p
9
囚
鼻
貯
号
弓
博
更
蕗
ω
9
魯
〈
Φ
毎
巷
搾
⑳
『
■
》
〉
」
W
α
■
μ
o
Q
．
ω
ド

（
2
1
）
〈
σ
q
レ
囚
き
寸
Q
、
巷
巳
Φ
σ
q
§
び
q
巽
腎
ζ
Φ
貯
喜
冨
時
鮎
霞
の
§
①
拝
〉
〉
。
b
d
鮎
．
企
の
．
曲
Q
。
h

（
2
2
）
＜
σ
q
憎
P
P
O
こ
Q
Q
．
G
。
㊤
＝
こ
心
G
。
刈
』
ω
≦
．


