
人
間
存
在
と
表
象
・

松
本
長
彦

「
表
象
」
概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て

　
「
表
象
」
と
い
う
語
は
、
様
々
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
意
味
を
一
義
的
に
決
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

的
意
味
を
再
確
認
し
、
こ
の
語
の
基
本
的
意
味
の
範
囲
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
表
象
」
の
辞
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

　
『
大
漢
和
辞
典
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
表
象
」
と
い
う
語
は
『
史
記
』
に
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
史
記
』
の
成
立
は
紀
元

前
九
一
年
頃
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
既
に
紀
元
前
一
世
紀
に
は
こ
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
語
義
は
、
「
表

は
れ
た
し
る
し
。
又
、
表
は
れ
た
す
が
た
。
」
と
い
う
、
文
字
通
り
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
今
日
我
々
が
使
用
す
る
「
表
象
」
と
い
う
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
意
味
と
は
、
少
し
ず
れ
が
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
ち
な
み
に
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
国
木
田
独
歩
の
一
九
〇
〇

年
の
作
品
に
「
現
わ
れ
た
形
、
姿
」
と
い
う
意
味
で
の
「
表
象
」
の
用
例
が
あ
る
そ
う
だ
か
ら
、
一
九
世
紀
ま
で
は
日
本
に
お
い
て
も
、

中
国
伝
来
の
伝
統
的
な
意
味
で
の
用
法
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
現
代
日
本
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
「
表
象
」
と
い
う
語
は
、
や
は
り
基
本
的
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
の
翻
訳
語
と
し
て
成
立
し
た
と

考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
『
大
漢
和
辞
典
』
に
も
、
そ
れ
を
指
示
す
る
語
釈
が
あ
る
。
ま
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
語
義
説
明
と
初
出
を

九
五



九
六

見
る
と
、
「
②
（
一
す
る
）
考
え
な
ど
を
形
に
現
わ
す
こ
と
。
特
に
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
ご
と
を
、
別
の
よ
り
具
体
的
な
も
の
ご
と
に

よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
。
」
と
か
、
「
③
哲
学
で
、
意
識
の
内
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
や
そ
の
内
容
。
」
t
い
う
説
明
が
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、

そ
の
出
典
と
し
て
『
教
育
・
心
理
・
論
理
術
語
詳
解
』
（
一
八
八
五
）
や
『
改
訂
増
補
哲
学
字
彙
』
（
一
八
八
四
）
と
い
っ
た
、
当
時
の
専

門
用
語
辞
典
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
改
訂
増
補
哲
学
字
彙
』
に
は
「
ζ
p
。
葺
①
。
。
霞
δ
昌
表
象
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
「
表
象
」
の
原
語
と
し
て
お
箕
8
0
暮
。
二
8
と
か
く
。
『
Q
・
巨
冒
口
α
q
を
予
想
し
て
い
た
私
に
は
、
『
大
漢
和
辞
典
』
の
鷲
。
ω
〇
三
軒
8

（
紹
介
、
披
露
、
表
示
、
発
表
、
表
象
、
等
）
や
『
改
訂
増
補
哲
学
字
彙
』
の
長
き
密
。
・
聾
δ
口
（
表
明
、
明
示
、
等
）
と
い
う
原
語
指
示

は
少
々
意
外
で
は
あ
っ
た
が
、
と
も
か
く
も
、
現
在
我
々
が
使
用
し
て
い
る
「
表
象
」
と
い
う
語
が
、
「
哲
学
」
や
「
主
観
・
客
観
」
と

い
っ
た
語
と
同
様
に
、
幕
末
か
ら
明
治
期
の
、
欧
米
の
学
術
文
化
輸
入
の
過
程
で
成
立
し
た
翻
訳
語
で
あ
る
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
で
は
、
現
在
我
々
が
使
用
し
て
い
る
「
表
象
」
と
い
う
語
の
意
味
は
、
と
改
め
て
問
い
直
す
た
め
に
、
手
許
に
あ
る
い
く
つ
か
の
国
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

辞
典
を
調
べ
て
み
た
が
、
各
辞
書
の
説
明
に
は
、
多
少
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
比
較
的
大
き
な
国
語
辞
典
で
あ
る
『
広
辞

苑
』
で
は
、
「
知
覚
に
基
づ
い
て
意
識
に
現
れ
る
外
的
対
象
の
像
」
と
い
う
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
語
義
を
採
用
し
て
い
る
が
、
恐
ら
く

こ
れ
は
心
理
学
の
分
野
で
の
用
法
で
あ
っ
て
、
哲
学
の
専
門
家
で
あ
る
私
の
日
常
的
な
用
法
に
照
ら
す
と
、
不
十
分
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る

を
得
な
い
。
む
し
ろ
私
に
は
、
小
型
の
辞
書
の
語
義
説
明
の
方
が
し
っ
く
り
く
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ば
ら
つ
き
の
理
由
を
考
え
て
み
る
と
、
思
い
当
た
る
の
は
、
「
表
象
」
と
い
う
語
が
元
々
は
学
術
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ

る
翻
訳
語
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
外
国
語
の
文
献
に
日
常
的
に
接
し
て
い
る
我
々
に
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
日
本
語

で
定
着
し
た
翻
訳
語
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
語
が
特
に
専
門
的
術
語
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
語
の
基
本
的
な
意
味
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
の



語
の
原
語
が
も
っ
て
い
る
意
味
で
理
解
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
日
本
語
で
の
意
味
と
原
語
で
の
意
味
の
守
備
範
囲
が
違
う
場
合
に
は
、

む
し
ろ
原
語
の
意
味
の
範
囲
を
優
先
し
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
「
表
象
」
と
い
う
語
は
、
未
だ
に
そ
の
よ
う
に
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る

語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
各
種
の
国
語
辞
典
に
お
け
る
語
義
説
明
の
ば
ら
つ
き
も
、
十
分
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
な
る
と
、
「
表
象
」
と
い
う
語
を
理
解
す
る
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
な
分
野
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
分
野
で
の
基
本
的
な
意
味
と
用
法
を
（
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
し
て
の
話
で
は
あ
る
が
）

押
さ
え
た
上
で
、
限
定
的
に
使
用
す
る
必
要
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
単
に
日
本
語
と
し
て
同
じ
「
表
象
」
と
い
う
単
語
を
使
用

し
て
い
る
か
ら
、
同
じ
こ
と
を
論
じ
ら
れ
る
と
い
う
幻
想
は
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
く
「
ふ
す
ま
」
と
言
っ
て
も
、
夜
具
の
「
裳
」

　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

と
か
ら
か
み
の
「
襖
」
と
む
ぎ
か
す
の
「
麩
」
と
で
は
、
全
く
意
味
が
異
な
る
。
「
表
象
」
の
場
合
に
は
、
恐
ら
く
元
の
語
が
同
じ
で
あ

ろ
う
か
ら
、
こ
の
比
喩
は
適
切
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
相
違
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
我
々
は
、
常
に
こ
の
語
が
も
つ
意
味
の

ず
れ
を
意
識
し
、
自
分
が
ど
の
意
味
範
囲
で
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
の
か
を
自
覚
し
て
お
か
な
い
と
、
実
り
あ
る
議
論
が
で
き
な
い
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
、
や
は
り
同
じ
単
語
で
あ
る
以
上
、
共
通
の
最
も
基
本
的
な
語
義
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
を
抱
き

た
く
な
る
の
が
、
人
情
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
『
広
辞
苑
』
で
「
表
象
」
の
原
語
と
さ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
く
。
金
権
毒
σ
q
を
】
）
d
O
閏
Z
の

大
辞
典
で
調
べ
て
み
る
と
、
「
2
．
a
或
る
人
が
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
思
考
の
中
で
作
り
出
す
像
。
そ
の
人
は
、
或
る
事
象
を
一
定
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

仕
方
で
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
像
を
獲
得
す
る
。
」
と
い
う
語
義
が
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
示
し
た
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
③

意
識
の
内
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
や
そ
の
内
容
。
」
に
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
哲
学
を
専
攻
し
て

い
る
私
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
語
義
が
一
番
ぴ
っ
た
り
く
る
が
、
現
代
日
本
語
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
表
象
」
の
語
義
と
し
て
は
、
や
や
物

人
間
存
在
と
表
象

九
七



九
八

足
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
哲
学
の
分
野
で
、
「
表
象
」
の
英
語
訳
と
し
て
真
っ
先
に
思
い
浮
か
ぶ
器
肩
2
①
巨
巴
8
を
『
オ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
』
で
調
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
「
6
．
a
心
或
い
は
想
像
力
に
提
示
す
る
行
為
。
そ
の
よ
う
に
し
て
提
示
さ
れ
た
心

象
。
明
瞭
に
抱
か
れ
た
観
念
或
い
は
概
念
。
b
明
瞭
な
心
象
或
い
は
概
念
を
形
成
す
る
心
の
働
き
。
そ
の
よ
う
な
働
き
の
能
力
」
と
い
う
、

上
述
の
内
容
と
ほ
ぼ
同
じ
語
義
の
他
に
、
「
2
．
c
何
ら
か
の
イ
メ
ー
ジ
ま
た
は
形
で
示
す
と
い
う
行
為
或
い
は
事
実
」
と
い
う
語
義
が

あ
る
。
こ
れ
が
『
日
本
国
語
々
辞
典
』
の
「
②
考
え
な
ど
を
形
に
現
わ
す
こ
と
。
特
に
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
ご
と
を
、
別
の
よ
り
具
体

的
な
も
の
ご
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
。
」
に
ほ
ぼ
対
応
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
恐
ら
く
、
「
表
象
文
化
論
」
で
取
り
扱
わ

れ
る
「
表
象
」
と
は
、
こ
ち
ら
の
意
味
が
強
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
私
と
し
て
は
、
「
意
識
の
内
に
現
わ
れ
て
く
る

も
の
や
そ
の
内
容
。
」
と
「
考
え
な
ど
を
形
に
現
わ
す
こ
と
。
特
に
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
ご
と
を
、
別
の
よ
り
具
体
的
な
も
の
ご
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
。
」
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
語
義
を
「
表
象
」
の
基
本
的
な
意
味
と
し
て
理
解
し
た
い
と
思
う
。

二
　
哲
学
に
於
け
る
「
表
象
」
概
念
に
つ
い
て

　
次
に
、
主
に
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
近
代
哲
学
を
手
引
き
に
哲
学
研
究
を
行
っ
て
い
る
私
が
、
「
表
象
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る

か
を
述
べ
、
哲
学
の
立
場
か
ら
こ
の
概
念
を
解
明
し
て
み
た
い
。

　
「
表
象
」
と
い
う
語
は
、
哲
学
と
い
う
学
問
分
野
の
内
部
で
も
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、
や
っ
か
い
な
概
念
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
ず
、

原
語
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
。
『
広
辞
苑
』
が
「
表
象
」
の
原
語
と
し
て
く
。
三
巴
巨
。
q
を
挙
げ
て
い
た
が
、
確
か
に
哲
学
の
分
野
で

は
哲
学
用
語
と
し
て
の
く
。
卍
巴
琶
α
q
は
「
表
象
」
と
訳
す
の
が
「
般
的
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
第
四
版
で
｝
九
三
〇
年
出
版
と
い
う
か
な

り
古
い
哲
学
辞
典
で
は
あ
る
が
、
出
典
を
精
密
に
網
羅
し
て
い
る
の
で
信
頼
性
が
高
く
定
評
の
あ
る
、
ア
イ
ス
ラ
ー
（
閃
9
α
O
一
剛
団
一
Q
り
一
〇
円
）



　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
『
哲
学
概
念
辞
典
』
で
く
自
。
・
轡
善
き
α
q
を
調
べ
て
み
る
と
、
哲
学
用
語
と
し
て
の
く
。
簗
Φ
　
醒
α
q
に
当
た
る
言
葉
と
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
語

の
S
ミ
ミ
q
ミ
か
ら
始
ま
っ
て
、
ラ
テ
ン
語
の
℃
9
8
嘗
ρ
こ
①
P
お
で
冨
①
。
・
①
三
四
賦
。
、
英
語
の
己
①
P
℃
臼
。
①
℃
ま
⇒
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
乙
瓜
P

℃
興
8
言
自
が
、
見
出
し
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
燈
ミ
ミ
q
ミ
は
表
象
と
訳
さ
れ
る
（
も
っ
と
も
「
想
像
」
「
想
像
力
」
と
訳
さ
れ
る

場
合
も
あ
る
）
こ
と
が
多
い
か
ら
い
い
と
し
て
も
、
他
の
語
は
、
門
①
嘆
。
Φ
。
・
婁
巴
。
を
除
け
ば
す
べ
て
、
一
般
に
は
・
「
表
象
」
と
は
訳
さ
な

い
語
で
あ
る
。
賦
Φ
P
己
魯
は
「
観
念
」
と
訳
す
し
、
℃
巽
8
冨
ρ
究
8
0
℃
瓜
8
は
「
知
覚
」
と
訳
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
も
、
ド

イ
ツ
語
で
初
め
て
く
。
範
亀
毒
α
q
を
学
術
用
語
と
し
て
使
い
始
め
た
と
さ
れ
て
い
る
ヴ
ォ
ル
フ
（
〔
一
げ
門
一
ω
口
鋤
昌
芝
。
一
包
”
　
一
①
刈
⑩
1
一
刈
㎝
鼻
）
の
著
作

を
調
べ
て
み
る
と
、
彼
が
書
い
た
ド
イ
ツ
語
の
形
而
上
学
の
教
科
書
に
添
え
ら
れ
た
ド
イ
ツ
語
と
ラ
テ
ン
語
の
対
照
索
引
に
く
＜
。
簗
巴
巷
α
q
糟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

冠
①
P
＞
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
れ
ば
、
ド
イ
ツ
語
の
く
。
匿
亀
巷
σ
q
に
当
た
る
語
は
、
哲
学
に
於
い
て
は
英
語
や
フ
ラ
ン

ス
語
で
峯
＄
と
か
℃
臼
8
冨
8
と
い
う
の
か
と
思
わ
れ
る
で
あ
．
ろ
う
が
、
例
え
ば
私
が
よ
く
使
用
す
る
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の

英
訳
本
で
は
、
律
儀
に
く
。
蔓
亀
巷
。
q
は
『
①
肩
①
の
8
§
δ
昌
と
訳
し
て
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
哲
学
用
語
と
し
て
の
「
表
象
」
を
意
味
す

る
ド
イ
ツ
語
は
〈
o
鋒
Φ
冒
昌
。
q
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
は
己
①
p
建
＄
や
唱
2
8
嘗
。
昌
及
び
お
窟
①
の
①
三
蝕
。
戸
お
℃
菰
。
・
①
三
銭
8
で
あ
る
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
、
哲
学
用
語
と
し
て
或
る
場
合
に
は
「
知
覚
」
と
か
「
観
念
」
と
か
と
も
表
現
さ
れ
う
る
「
表
象
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
0
＞

　
こ
れ
に
関
し
て
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
い
て
「
表
象
様
式
の
諸
段
階
」
（
の
旨
け
三
舞
9
位
9
＜
。
『
。
・
辞
①
冒
轟
の
銭
）
（
ミ
・
＜
‘

〉
ω
卜
。
ρ
切
ω
刈
①
h
）
と
し
て
述
べ
て
い
る
、
表
象
の
分
類
を
見
て
み
よ
う
。

人
間
存
在
と
表
象

九
九



○
○

経
験
的
概
念

純
粋
概
念

思
念
…
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
　
↓
理
念

（
数
学
的
諸
概
念
）
、
①
8
．

こ
の
よ
う
な
分
類
を
踏
ま
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
「
表
象
」
と
考
え
て
い
る
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
我
々
の
認
識
活
動
（
何
か
を
知
る
と
い
う
意

識
活
動
）
に
於
い
て
見
出
さ
れ
る
意
識
内
容
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
哲
学
に
於
い
て
「
表
象
」
と
い
う
場
合
は
、

既
に
述
べ
た
「
表
象
」
の
基
本
的
な
語
義
「
意
識
の
内
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
や
そ
の
内
容
」
を
意
味
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

　
三
　
表
象
の
構
造
に
つ
い
て
の
哲
学
的
分
析

　
さ
て
、
次
に
「
表
象
」
そ
の
も
の
が
も
つ
構
造
に
つ
い
て
、

一
の
解
説
が
そ
の
概
略
を
教
え
て
く
れ
る
。

哲
学
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
ア
イ
ス
ラ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
表
象
（
＜
。
韓
巴
巨
α
q
）
と
は
、
表
象
す
る
（
＜
。
肇
亀
窪
）
と
い
う
事
象
（
＜
自
σ
q
き
α
q
）
、
或
る
意
識
に
於
け
る
表
象
内
容
の
出
現
、

よ
り
基
本
的
な
意
識
の
諸
事
象
を
結
合
す
る
心
的
過
程
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
表
象
内
容
が
成
立
す
る
こ
と
、
を
意
味
す
る
と
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
、
抽
象
に
於
い
て
は
表
象
事
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
が
、
レ
ア
ー
ル
に
は
分
離
さ
れ
な
い
、
体
験
の
複
合
体
と
し
て
の
表
象
内
容
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
も
の
を
も
意
味
す
る
。
最
後
に
、
「
表
象
さ
れ
た
も
の
」
は
、
表
象
対
象
と
し
て
、
即
ち
客
観
と
し
て
区
別
さ
れ
う
る
。
客
観
は
、

表
象
に
よ
っ
て
代
表
（
く
。
§
①
8
P
掃
嘆
締
。
巨
一
2
①
昌
）
さ
れ
る
。
客
観
を
こ
れ
〔
表
象
〕
が
指
示
す
る
。
確
固
と
し
た
普
遍
妥
当
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
U
）

統
一
と
し
て
の
客
観
に
、
そ
の
都
度
の
、
変
化
す
る
、
主
観
的
に
異
な
り
を
も
つ
表
象
が
、
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
こ
で
は
、
表
象
が
三
つ
の
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
第
一
に
、
意
識
内
容
を
出
現
さ
せ
る
意
識
の
活
動
そ
の
も
の
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
表
象
作
用
」
。
第
二
に
、
そ
の
活
動
に
於
い
て
成
立
す
る
意
識
の
内
容
で
あ
る
「
表
象
内
容
」
。
こ
の
二
つ
は
、
と
も
に
「
表
象
」
と
い

う
語
に
よ
っ
て
包
括
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
表
象
」
と
い
う
語
は
、
「
表
象
作
用
」
を
意
味
す
る
と
同
時
に
「
表
象
内
容
」
を
も
意

味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
「
表
象
内
容
」
は
「
表
象
さ
れ
た
も
の
」
の
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
「
表
象
さ
れ
た
も
の
」
は
「
表
象

対
象
」
或
い
は
「
客
観
」
と
呼
ば
れ
る
。
「
表
象
」
は
、
客
観
を
「
代
表
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
客
観
を
「
指
示
す
る
」
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
二
つ
あ
る
。
↓
つ
は
、
「
表
象
」
が
意
識
（
ゆ
Φ
≦
話
。
・
樽
の
①
邑

う
こ
と
で
あ
り
、
今
一
つ
は
、
「
表
象
」
が
「
客
観
」
を
指
示
し
代
表
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

の
働
き
で
あ
り
そ
の
内
容
だ
と
い

ま
ず
第
一
の
、
「
表
象
」
が
意
識
の
働
き
で
あ
り
そ
の
内
容
だ
、
と
い
う
点
に
関
し
て
。

こ
れ
は
、
表
象
は
意
識
の
活
動
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
意
識
内
在
的
な
性
格
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
間
存
在
と
表
象
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一



〇
二

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
始
ま
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
哲
学
の
根
本
動
向
と
極
め
て
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
思
想
の
実
質
的
な
誕
生
を
宣
言
す
る
と
評
価
し
て
も
よ
い
、
デ
カ
ル
ト
の
有
名
な
命
題
「
我

思
う
、
故
に
我
在
り
。
」
（
O
O
α
q
一
一
〇
田
　
O
層
α
q
O
Q
う
ロ
ヨ
．
）
に
於
い
て
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
他
の
一
切
の
存
在
者
の
存
在
が
否
定
さ
れ

た
と
し
て
も
、
な
お
か
つ
唯
一
確
実
な
も
の
と
し
て
、
意
識
存
在
と
し
て
の
人
間
存
在
だ
け
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
卓
越
し
た
地
位
を
も
つ
意
識
存
在
と
し
て
の
私
か
ら
出
発
し
て
、
他
の
一
切
の
存
在
者
の
存
在
を
基
礎
、
つ
け
る
こ

と
こ
そ
、
デ
カ
ル
ト
が
確
立
し
た
近
代
哲
学
の
基
本
戦
略
で
あ
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
「
表
象
す
る
も
の
」
（
目
①
o
り
　
【
O
℃
同
P
①
0
6
①
昌
一
四
一
P
Q
o
）
と
し
て
の

人
間
存
在
を
、
哲
学
の
原
理
的
な
位
置
に
据
え
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
「
表
象
す
る
も
の
」
が
も
つ
「
意
識
内

容
」
と
し
て
の
「
表
象
」
（
こ
れ
を
デ
カ
ル
ト
は
「
観
念
」
（
δ
①
餌
）
と
呼
ぶ
）
を
手
が
か
り
と
し
て
世
界
を
認
識
す
る
と
い
う
仕
方
で
、

人
間
と
世
界
と
の
関
係
が
構
築
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
表
象
す
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
存
在
を
原
理
的
な
位
置
に
置
く
捉
え
方
は
、

（
こ
こ
で
は
細
か
く
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
）
デ
カ
ル
ト
に
続
く
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
や
バ
ー
ク
リ
ー
、
ヒ
ュ
ー
ム
、
そ
し
て
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
や
カ
ン
ト
と
い
っ
た
哲
学
者
た
ち
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
確
か
に
そ
の
際
、
カ
ン
ト
以
外
の
哲
学
者
た
ち
は
、
「
表
象
」
と

い
う
用
語
で
は
な
く
、
「
観
念
」
（
置
①
㊤
）
や
「
知
覚
」
（
℃
①
目
8
冨
8
）
と
い
っ
た
用
語
を
使
用
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
。

　
こ
の
問
題
は
、
次
に
示
す
表
象
と
客
観
と
の
分
裂
・
乖
離
の
問
題
と
も
直
結
し
て
い
る
。

　
第
二
の
、
「
表
象
」
が
「
客
観
」
を
指
示
し
代
表
す
る
と
い
う
点
に
関
し
て
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
こ
れ
は
英
語
の
お
頸
2
①
三
器
8
の
語
義
に
も
あ
る
が
、
「
表
象
」
は
、
そ
れ
が
指
し
示
す
対
象
を
「
代
表
す
る
」
或
い
は
「
代
理
す
る
」

と
い
う
性
格
を
基
本
的
に
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
於
い
て
「
表
象
の
対
象
」
（
α
2

0
⑦
。
q
①
塗
き
q
q
臼
く
。
匿
巴
ロ
昌
¢
q
8
）
（
ミ
、
〈
　
　
〉
］
「
O
卜
．
　
　
　
　
．
Ψ
）
と
い
う
表
現
を
手
が
か
り
に
考
察
し
た
、
「
表
象
」
の
基
本
的
構
造
で
あ
る
。
「
あ



ら
ゆ
る
表
象
は
、
表
象
と
し
て
、
そ
の
対
象
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
自
身
が
再
び
、
他
の
表
象
の
対
象
で
あ
り
う
る
。
」
（
≧
竃

く
。
曇
亀
旨
α
q
撃
冨
σ
①
戸
p
一
Q
・
く
。
韓
無
二
α
q
①
昌
L
耳
曾
O
①
o
q
①
旨
旨
口
ρ
ロ
自
重
曇
霞
。
・
①
諺
一
惹
①
ユ
①
日
日
O
①
。
q
①
藝
ぎ
ユ
①
き
α
9
9
＜
。
套
巴
巷
。
q
①
ロ

。。

F
⇔
．
）
（
甕
、
一
＼
」
　
〉
一
〇
G
o
■
）
あ
ら
ゆ
る
表
象
は
、
必
ず
そ
の
対
象
を
も
つ
。
と
い
う
こ
と
は
、
表
象
は
、
そ
れ
が
表
し
て
い
る
も
の
（
対

象
）
と
は
異
な
る
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
表
象
」
概
念
の
最
も
注
目
す
べ
き
性
格
が
表
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
表
象
」
と
「
客
観
（
対
象
）
」
が
別
の
存
在
者
で
あ
る
が
故
に
、
対
象
或
い
は
客
観
が
、
認
識
の
目
標
と
し
て
、
ま
さ
に
ア
イ
ス
・
ラ
ー

が
言
う
よ
う
に
「
確
固
と
し
た
普
遍
妥
当
的
な
統
一
」
を
、
即
ち
「
客
観
性
」
（
0
9
①
聴
く
慈
け
）
を
も
っ
と
想
定
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

表
象
は
、
「
そ
の
都
度
の
、
変
化
す
る
、
・
王
観
的
に
異
な
り
を
も
つ
」
も
の
で
し
か
な
い
、
と
い
う
存
在
性
格
の
相
違
が
設
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
て
み
た
い
。

四
　
「
表
象
す
る
も
の
」
（
「
Φ
ω
「
Φ
石
「
m
P
Φ
ω
Φ
＝
一
〇
コ
ω
）
と
し
て
の
人
間
存
在
－
表
象
と
対
象
と
の
乖
離
に
関
す
る
考
察

　
「
表
象
」
が
そ
の
対
象
と
異
な
る
存
在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
表
象
す
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
存
在
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え

る
。
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
人
間
は
、
対
象
を
自
ら
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
表
象
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
人

間
は
対
象
と
の
原
理
的
な
分
裂
・
乖
離
に
於
い
て
対
象
を
捉
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
乖
離
は
、
表
象
そ
の
も
の
が

も
つ
本
質
的
構
造
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
る
が
、
表
象
と
対
象
と
の
原
理
的
乖
離
を
さ
ら
に
詳
し
く
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
カ
ン
ト
の
概
念

装
置
が
役
に
立
つ
で
あ
ろ
う
。

人
間
存
在
と
表
象

〇
三



〇
四

　
周
知
の
ご
と
く
、
カ
ン
ト
は
我
々
人
間
の
認
識
が
「
感
性
」
（
の
ぎ
コ
ぎ
冥
集
）
と
「
悟
性
」
（
ノ
N
①
同
o
o
一
帥
5
像
）
と
い
う
二
つ
の
認
識
能
力
に

よ
っ
て
成
り
立
つ
と
考
え
る
。
自
己
及
び
表
象
と
そ
の
対
象
と
の
乖
離
を
支
え
る
の
は
、
受
容
性
（
閃
①
N
①
℃
穿
惹
け
）
と
し
て
の
感
性
で
あ

る
。
感
性
は
、
対
象
の
在
り
方
を
直
接
的
（
琶
巨
臣
ぎ
碧
）
に
捉
え
る
「
直
観
」
（
〉
霧
9
窪
目
。
q
）
の
能
力
で
あ
る
。
悟
性
は
、
こ
の
感

性
の
直
観
を
介
し
て
「
間
接
的
」
（
ヨ
葺
9
げ
碧
）
に
対
象
と
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
性
が
対
象
の
在
り
方

を
直
接
捉
え
る
と
は
い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も
表
象
と
し
て
受
け
取
る
に
す
ぎ
な
い
。
「
我
々
が
諸
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕
方
に

よ
っ
て
諸
表
象
を
受
け
取
る
性
能
（
受
容
性
）
が
、
感
性
と
呼
ば
れ
る
。
」
（
ミ
、
〈
‘
〉
一
P
切
ω
。
。
．
）
確
か
に
感
性
的
直
観
は
、
対
象
に
つ

い
て
の
直
接
的
表
象
で
は
あ
る
が
、
表
象
で
あ
る
以
上
、
私
の
「
心
の
変
様
」
（
ζ
。
巳
穿
践
。
書
置
ユ
。
。
・
O
o
日
O
邑
（
ミ
、
＜
‘
＞
8
．
）
即
ち

意
識
内
容
で
あ
る
に
す
ぎ
ず
、
対
象
そ
の
も
の
と
の
間
に
は
、
既
に
原
理
的
乖
離
が
生
じ
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
乖
離
は
カ
ン
ト
に
於
い
て
は
二
重
の
形
で
描
き
出
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
我
々
人
間
の
直
観
を
支
え
る
形
式
的
原
理
と

し
て
「
空
間
」
と
「
時
間
」
と
い
う
直
観
形
式
を
指
摘
す
る
。
空
間
は
「
外
的
直
観
の
形
式
」
で
あ
り
、
時
間
は
「
内
的
直
観
の
形
式
」

で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
え
ば
、
空
間
は
「
外
感
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
形
式
、
即
ち
そ
の
下
で
の
み
我
々
に
外
的
直
観
が
可
能
で
あ
る
感

性
の
主
観
的
制
約
」
（
〉
卜
○
①
曽
】
W
鼻
卜
Q
．
）
で
あ
り
、
時
間
は
「
内
感
の
形
式
、
即
ち
我
々
自
身
と
我
々
の
内
的
状
態
を
直
観
す
る
こ
と
の
形
式
」

（
〉
ω
ρ
じ
d
お
）
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
は
外
的
直
観
の
対
象
を
空
間
的
に
表
象
し
、
内
的
直
観
の
対
象
を
時
間
的
に
表
象
す

る
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
こ
こ
で
外
的
直
観
と
か
外
的
現
象
と
い
う
場
合
の
「
外
的
」
（
9
藷
門
）
と
は
、
意
識
存
在
と
し
て
の
私
（
カ

ン
ト
の
概
念
で
は
「
心
」
（
O
§
ε
）
の
「
外
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
内
的
」
（
口
器
目
）
と
は
意
識
存
在
と
し
て
の
私
の
「
内
」
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
従
っ
て
、
外
的
直
観
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
た
対
象
は
、
空
間
的
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
（
空
間
的
に
表
象
さ
れ
る
も
の
は
「
延

長
を
有
す
る
も
の
」
H
Φ
Q
・
。
×
8
屡
。
・
p
即
ち
物
体
で
あ
る
か
ら
）
、
意
識
存
在
と
し
て
の
私
及
び
私
の
変
様
と
し
て
の
表
象
（
こ
れ
も
私
の
一



部
で
あ
る
）
と
は
異
な
っ
た
或
る
も
の
即
ち
他
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
ま
ず
第
一
の
乖
離
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
内
的
直
観
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
る
対
象
は
、
カ
ン
ト
自
身
が
言
う
よ
う
に
「
我
々
自
身
と
我
々
の
内
的
状
態
」
で
あ

る
。
時
間
は
、
内
的
に
直
観
さ
れ
る
経
験
的
自
己
の
形
式
そ
の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
内
的
に
直
観
さ
れ
る
対
象
（
自
己
）
と
内
的
直
観

（
表
象
）
と
の
問
に
乖
離
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
（
。
。
①
一
区
）
は
、
内
的
に
直
観
さ
れ
て
い
る
以
上
、
他
者
で
は
な
く
自

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

己
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
自
己
は
、
直
観
き
れ
て
い
る
即
ち
表
象
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
差
し
当
た
っ
て
は
「
我
々
自
身
に
現

象
し
て
い
る
」
（
ミ
、
一
＼
こ
　
⇔
」
一
㎝
b
の
「
）
自
己
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
そ
の
現
象
す
る
自
己
は
、
表
象
身
分
し
か
も
た
な
い
が
故
に
、
「
あ
ら
ゆ

る
表
象
は
、
表
象
と
し
て
、
そ
の
対
象
を
も
っ
て
い
る
。
」
（
ミ
・
く
こ
〉
一
〇
。
。
．
）
と
い
う
表
象
の
基
本
性
格
に
従
っ
て
、
さ
ら
に
自
ら
と
は

区
別
さ
れ
た
「
表
象
の
対
象
」
と
し
て
の
自
己
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
現
象
す
る
自
己
と
現
象
せ
ざ
る
自
己
と
の
乖
離
が

　
　
（
1
3
）

生
ず
る
。
こ
れ
が
第
二
の
乖
離
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
現
象
す
る
自
己
と
現
象
せ
ざ
る
自
己
と
は
、
時
間
と
い
う
直
観
形
式
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
る
か
捉
え
ら
れ
な

い
か
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
時
間
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
る
自
己
は
つ
ね
に
多
様
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
己
は
、
意
識
内
容
と
し
て
現

象
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ヒ
ュ
ー
ム
が
言
う
よ
う
に
「
思
い
も
っ
か
ぬ
速
さ
で
次
々
と
継
起
し
、
絶
え
ず
変
化
し
、
動
き
続
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
様
々
な
知
覚
の
束
或
い
は
集
合
」
で
あ
り
、
常
住
不
変
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
来
自
己
が
自
己
と
い
わ
れ
る
所
以
は

「
自
己
同
一
性
」
（
の
①
空
嘔
①
⇒
葺
巴
に
あ
る
。
現
象
せ
ざ
る
自
己
は
、
自
己
同
一
性
の
意
識
即
ち
自
己
意
識
（
ω
警
。
・
営
毒
。
・
。
・
密
一
昌
）
そ

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
に
、
本
来
自
己
意
識
は
、
（
「
私
は
私
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
分
析
的
命
題
で
表
さ
れ
る
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
統
覚
の
分
析
的
統
↓
」
（
巳
①
碧
p
望
ぎ
冨
田
魯
且
け
Ω
2
＞
徳
2
N
①
冨
8
）
に
基
づ
い
て
で
は
な
く
、
（
「
私
は
私
の
表
象
を
思
惟
す
る
」

と
い
う
、
諸
表
象
の
総
合
的
統
一
の
作
用
を
含
む
総
合
的
命
題
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
）
「
統
覚
の
総
合
的
統
一
」
（
α
δ
。
・
巻
9
①
晋
・
冨
田
昌
器
詳

α
9
＞
竈
①
門
N
①
嘗
8
）
（
ミ
、
＜
‘
ロ
」
｝
ω
ω
．
）
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
。
即
ち
、
自
己
は
、
時
間
の
中
に
多
様
に
分
散
し
た
自
己
自
身
を
自
己

人
間
存
在
と
表
象

〇
五



〇
六

同
一
性
の
意
識
の
下
に
綜
合
的
に
統
ム
す
る
働
き
に
於
い
て
、
本
来
の
自
己
即
ち
自
己
意
識
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

根
源
的
自
己
意
識
の
働
き
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
、
時
間
の
中
で
多
様
に
現
象
す
る
自
己
が
自
己
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
現
象
す
る
自
己
は
、
時
間
と
い
う
直
観
形
式
の
下
で
は
内
的
直
観
に
於
け
る
多
様
な
分
裂
し
た
現
象
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
内
的

直
観
に
於
い
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
以
上
、
現
象
す
る
自
己
は
他
者
で
は
な
く
意
識
存
在
と
し
て
の
私
に
属
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
保
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
現
象
す
る
自
己
は
、
そ
の
自
己
の
多
様
な
在
り
方
を
一
つ
の
同
一
の
自
己
と
し
て
統
一
す
る
統
覚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

根
源
的
総
合
的
統
一
の
働
き
な
し
に
は
、
自
己
同
一
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
故
に
、
現
象
す
る
自
己
と
な
る
こ
と
す
ら
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
間
と
い
う
直
観
形
式
は
、
一
方
で
は
自
己
を
分
散
さ
せ
多
様
な
現
象
と
す
る
原
理
で
あ
る
と
同
時
に
、
他

方
で
は
自
己
を
本
来
の
自
己
同
一
性
の
意
識
と
し
て
成
立
さ
せ
る
制
約
の
一
つ
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
第
二
の
乖
離
に
於
い
て
は
、
現
象
す
る
自
己
は
表
象
と
し
て
私
自
身
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
象
せ
ざ
る
自

己
は
、
表
象
の
対
象
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
だ
け
で
、
決
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
内
的
直
観
に
於
い
て
は
、
私
は
自
己

自
身
を
表
象
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
表
象
さ
れ
た
私
と
は
、
私
の
変
様
と
し
て
の
私
の
現
象
で
あ
り
、
決
し
て
私
そ
れ
自
身
で
は
な

い
。
従
っ
て
、
外
的
直
観
に
於
い
て
は
、
対
象
は
表
象
と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
時
に
表
象
す
る
私
と
も
区
別
さ
れ
た
が
、
内
的

直
観
に
於
い
て
は
、
対
象
は
表
象
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
表
象
す
る
私
と
は
必
ず
し
も
区
別
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
正
確
に
は
、

内
的
直
観
の
場
合
に
は
対
象
が
二
重
化
し
て
お
り
、
現
象
す
る
自
己
は
表
象
と
同
一
化
し
、
現
象
せ
ざ
る
自
己
は
表
象
と
乖
離
す
る
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
表
象
す
る
も
の
」
（
δ
ω
居
。
肩
器
。
．
①
巨
鎚
・
。
）
と
し
て
の
我
々
人
間
は
、
対
象
を
直
観
に
於
い
て
直
接
的
に
捉
え
る
と

き
、
対
象
を
表
象
と
し
て
自
ら
の
内
に
取
り
込
み
つ
つ
、
同
時
に
表
象
と
対
象
と
の
原
理
的
な
分
裂
・
乖
離
に
直
面
す
る
。
そ
れ
は
対
象



が
他
者
で
あ
ろ
う
と
自
己
自
身
で
あ
ろ
う
と
違
い
は
な
い
。

　
こ
の
こ
と
は
、
否
定
的
に
捉
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
対
象
の
真
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
哲
学

的
真
理
論
の
難
問
を
引
き
起
こ
す
だ
け
で
な
く
、
人
間
存
在
が
そ
こ
に
住
み
着
い
て
い
る
は
ず
の
世
界
と
の
乖
離
を
、
さ
ら
に
は
自
己
自

身
と
の
乖
離
を
も
引
き
起
こ
す
原
理
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
肯
定
的
に
見
れ
ば
、
人
間
は
「
表
象
」
を
介
し
て
世
界
や
自
己
と
関
わ
る

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
我
々
人
間
は
、
「
表
象
」
を
操
作
し
、
こ
れ
を
自
由
に
変
化
さ
せ
る
能
力
（
想
像
力
と
知
性
）
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
人
間
は
、
与
え
ら
れ
た
表
象
に
よ
っ
て
全
面
的
に
そ
の
存
在
を
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
免
れ
て
い
る
。

表
象
の
対
象
と
し
て
の
回
り
の
世
界
（
環
境
）
や
、
同
じ
く
表
象
の
対
象
と
し
て
の
過
去
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
現
在
の
自
己
は
、
「
表

象
す
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
存
在
を
、
そ
の
表
象
内
容
と
い
う
点
で
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
表
象
が
そ
の
対
象
と
何
の
乖
離
も

も
た
ず
一
致
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
「
表
象
す
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
は
、
そ
の
存
在
を
対
象
に
よ
っ
て
全
面
的
に
規
定
さ
れ
、
決

定
さ
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
人
間
は
、
表
象
と
そ
の
対
象
と
の
原
理
的
乖
離
の
お
か
げ
で
、
確
か
に
数
々
の
誤
謬
も
犯
す

で
あ
ろ
う
が
、
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
あ
る
べ
き
世
界
や
あ
る
べ
き
自
己
を
「
表
象
」
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
積
極
的
意
義
を
「
表
象
」
概
念
に
見
出
す
時
、
こ
の
意
義
は
単
に
哲
学
の
分
野
だ
け
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら

れ
る
。
我
々
人
間
の
知
的
活
動
全
体
が
、
こ
の
よ
う
な
「
表
象
す
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
存
在
の
現
れ
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野

に
於
い
て
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
時
に
初
め
て
、
前
半
部
で
提
起
し
た
、

「
表
象
」
の
も
う
一
つ
の
基
本
的
語
義
「
考
え
な
ど
を
形
に
現
わ
す
こ
と
。
特
に
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
ご
と
を
、
別
の
よ
り
具
体
的
な

も
の
ご
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
」
を
、
哲
学
に
於
け
る
基
本
的
語
義
「
意
識
の
内
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
や
そ
の
内
容
」
と
統
一
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
間
存
在
と
表
象

〇
七



○
入

注
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
五
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
表
象
・
文
化
・
社
会
　
平
成
＝
ハ
年
度
愛
媛
大
学
法
文
学
部
学
部
長
裁
量
経
費
研
究
成
果
報
告
書
』
（
愛

媛
大
学
新
ソ
フ
ィ
ア
学
研
究
会
）
に
掲
載
し
た
研
究
報
告
「
人
間
存
在
と
表
象
」
に
大
幅
に
加
筆
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
同
研
究
報
告
は
、

二
〇
〇
四
年
＝
月
一
二
日
に
法
文
学
部
に
於
い
て
開
催
さ
れ
た
、
愛
媛
大
学
新
ソ
フ
ィ
ア
学
研
究
会
二
〇
〇
四
年
度
第
一
回
目
開
研
究
会
に
於
け
る
研

究
報
告
に
基
、
、
つ
い
て
い
る
。

（
1
）
　
諸
橋
轍
次
『
大
漢
和
辞
典
』
修
訂
版
巻
十
、
大
修
館
書
店
、
一
七
八
頁
。

　
　
①
表
は
れ
た
し
る
し
。
又
、
表
は
れ
た
す
が
た
。
〔
史
記
、
亀
叢
書
〕
卜
斎
堂
預
見
表
象
、
先
語
呂
利
。
〔
後
漢
書
、
天
文
志
〕
星
辰
之
愛
、
表
象
之
雁
。

　
　
②
現
實
に
感
豊
を
通
じ
て
白
首
さ
れ
た
も
の
℃
観
念
作
用
又
は
過
去
の
音
聾
の
再
生
で
な
い
も
の
。
英
語
の
写
。
。
・
。
三
重
8
の
課
。

（
2
）
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
第
＝
巻
、
小
学
館
、
二
〇
〇
一
年
、
五
三
五
頁
。

　
　
①
現
わ
れ
た
形
、
姿
。
＊
小
春
（
一
8
0
）
〈
国
木
田
独
歩
．
〉
三
「
自
然
其
物
の
表
象
変
化
を
観
て
」
（
以
下
略
）

　
　
②
（
1
す
る
）
考
え
な
ど
を
形
に
現
わ
す
こ
と
。
特
に
、
あ
る
抽
象
的
な
も
の
ご
と
を
、
別
の
よ
り
具
体
的
な
も
の
ご
と
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
す
こ
と
。
＊
教

　
　
　
育
：
心
理
・
論
理
術
語
詳
解
（
一
Q
。
Q
。
㎝
）
「
尊
爵
ト
ハ
心
意
内
二
起
リ
タ
ル
情
状
殊
二
感
応
等
ヲ
外
面
二
表
ハ
ス
ノ
義
ニ
シ
テ
〈
略
V
表
象
ト
云
フ
モ
異
名

　
　
　
同
義
ナ
リ
」
（
以
下
略
）

　
　
③
哲
学
で
、
意
識
の
内
に
現
わ
れ
て
く
る
も
の
や
そ
の
内
容
。
＊
改
訂
増
補
哲
学
字
彙
（
一
。
。
c
。
鼻
）
「
強
き
幣
。
・
§
δ
昌
表
象
」

　
　
　
　
〔
ち
な
み
に
、
こ
の
『
改
訂
増
補
哲
学
字
彙
』
（
］
八
八
四
年
）
の
初
版
に
当
た
る
一
八
八
一
（
明
治
一
四
）
年
四
月
発
行
の
東
京
大
学
三
学
部
印
行

　
　
　
『
哲
学
字
彙
』
全
一
冊
（
》
b
ミ
篤
§
亀
曼
ミ
、
ミ
象
選
詮
紀
）
に
よ
れ
ば
、
「
ζ
薗
巳
融
の
出
銭
8
表
像
」
「
ぎ
ミ
ミ
§
α
・
観
念
」
「
置
窪
観
念
」
と
な
っ
て
い
る
（
『
現

　
　
　
代
の
エ
ス
プ
リ
Z
。
．
刈
9
哲
学
は
何
の
た
め
に
』
、
至
文
堂
、
一
九
七
四
年
、
二
二
九
頁
、
二
四
四
頁
、
二
二
五
頁
参
照
）
。
〕

　
　
④
心
理
学
で
、
直
観
的
に
浮
か
ぶ
感
覚
的
な
心
象
。
＊
新
し
き
用
語
の
泉
（
H
Φ
誠
）
〈
小
林
花
眠
V
「
表
象
（
ヒ
ョ
ー
シ
ョ
ー
）
心
理
学
上
の
言
葉
と
し
て

　
　
　
は
、
外
界
の
事
物
又
は
其
の
過
程
に
つ
い
て
、
意
識
中
に
生
じ
た
る
心
象
の
こ
と
」

　
　
⑤
象
徴
。
＊
新
し
き
用
語
．
の
泉
（
H
㊤
卜
⊃
一
）
〈
小
林
花
眠
〉
「
表
象
（
ヒ
ョ
ー
シ
ョ
ー
）
〈
略
〉
文
学
上
の
語
と
し
て
は
象
徴
と
同
じ
意
味
に
用
ひ
ら
れ
て
る
る
」



（
3
）
　
と
り
あ
え
ず
、
手
許
に
あ
っ
た
以
下
の
国
語
辞
典
の
語
義
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
◎
　
『
広
辞
苑
』
第
五
版
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
、
二
二
七
七
頁
。

　
　
　
　
①
象
徴
に
同
じ
。

　
　
　
　
②
〔
哲
・
心
〕
（
＜
。
鼠
巴
琶
α
q
ド
イ
ツ
）
知
覚
に
基
づ
い
て
意
識
に
現
れ
る
外
的
対
象
の
像
。
対
象
が
現
前
し
て
い
る
場
合
（
知
覚
表
象
）
、
記
憶
に
よ
っ

　
　
　
　
　
て
再
生
さ
れ
る
場
合
（
記
憶
表
象
）
、
想
像
に
よ
る
場
合
（
想
像
表
象
）
が
あ
る
。
感
覚
的
・
具
体
的
な
点
で
概
念
や
理
念
と
区
別
さ
れ
る
。

　
　
　
◎
　
『
大
辞
林
』
第
三
版
、
三
省
堂
、
二
〇
〇
六
年
、
二
一
六
一
頁
。

　
　
　
　
感
覚
の
複
合
体
と
し
て
心
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
外
的
対
象
の
像
。
知
覚
内
容
・
記
憶
像
な
ど
心
に
生
起
す
る
も
の
。
直
観
的
な
点
で
概
念
や
理
念

　
　
　
　
の
非
直
観
的
作
用
と
異
な
る
。
心
像
。
観
念
。

　
　
　
◎
　
『
新
潮
国
語
辞
典
』
第
二
版
、
新
潮
社
、
一
九
九
五
年
、
一
七
九
五
頁
。

　
　
　
　
①
あ
ら
わ
れ
た
か
た
ち
。

　
　
　
②
心
に
思
い
浮
か
ぶ
物
の
か
た
ち
。

　
　
　
③
〔
心
〕
心
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
外
界
を
対
象
と
し
た
像
で
、
感
覚
的
・
具
体
的
な
も
の
。
過
去
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
再
生
し
た
記
憶
表
象
、
経
験

　
　
　
　
　
を
新
し
く
構
成
す
る
想
像
表
象
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
◎
　
『
新
明
解
国
語
辞
典
』
第
四
版
、
三
省
堂
、
一
九
九
七
年
、
一
一
〇
二
頁
。

　
　
　
①
観
念
と
し
て
頭
に
思
い
浮
か
べ
・
る
こ
と
（
た
も
の
）
。
「
記
憶
1
」
「
想
像
1
」
②
シ
ン
ボ
ル
。

　
　
．
◎
　
『
現
代
国
語
例
解
辞
典
』
第
二
版
、
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
一
〇
七
七
頁
。

　
　
　
①
意
識
に
現
れ
て
く
る
も
の
の
内
容
。
知
覚
表
象
、
記
憶
表
象
、
想
像
表
象
な
ど
。

　
　
　
②
あ
る
抽
象
的
な
物
事
を
、
別
の
よ
り
具
体
的
な
物
事
に
よ
っ
て
表
す
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
表
さ
れ
た
す
が
た
。

（
4
）
b
§
睾
。
湧
。
。
忌
・
き
・
ミ
罫
6
識
譜
・
譜
§
簿
§
曾
ミ
§
」
o
じ
u
響
α
。
葺
∩
ワ
刃
。
宗
円
－
b
碧
雲
。
軒
集
く
婁
一
8
・
。
．
O
H
巳
一
勺
募
も
器
ρ
◎
b
。
O
O
O

　
　
O
＆
2
〈
①
＝
ゆ
σ
q
L
≦
き
弓
臥
日
’

（
5
）
o
慧
ミ
穿
ぴ
・
N
蓉
b
§
。
壽
ミ
（
b
。
巳
宗
門
8
）
8
Ω
〉
菊
。
旨
く
①
H
・
ω
．
ρ
o
き
a
¢
量
．
霧
。
・
。
・
層
。
×
h
。
『
P
卜
。
o
o
卜
。
．

人
間
存
在
と
表
象

〇
九



○

（
6
）
　
二
〇
〇
四
年
度
の
新
ソ
フ
ィ
ア
学
公
開
研
究
会
で
の
討
論
結
果
を
踏
ま
え
て
も
、
基
本
的
に
は
こ
の
よ
う
な
理
解
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
。

　
　
た
だ
、
第
一
回
の
研
究
会
の
際
に
、
以
下
の
資
料
に
示
さ
れ
た
語
釈
が
、
「
表
象
」
の
語
釈
と
し
て
最
も
理
解
し
や
す
い
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た
こ
と
は
、

　
　
記
録
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
冨
罵
窃
窪
齢
薗
ま
昌
（
『
リ
ー
ダ
ー
ス
英
和
辞
典
』
第
二
版
、
研
究
社
、
一
九
九
九
年
）

　
　
　
1
　
a
表
示
、
表
現
、
描
写
、
描
出
。
〔
言
〕
（
符
号
な
ど
に
よ
る
）
表
示
。
肖
像
（
画
）
、
絵
画
、
彫
像
。
b
想
像
（
力
）
、
概
念
作
用
。
表
象
。
〔
美
〕

　
　
　
具
象
主
義
．
（
器
嘆
①
。
。
窪
重
δ
墨
＝
。
・
日
）
。
c
上
演
。
演
技
。

　
　
　
2
　
代
表
、
代
理
、
代
表
行
為
。
代
表
が
出
て
い
る
こ
と
［
を
出
す
権
利
］
。
代
表
制
、
代
議
制
。
代
表
団
、
議
員
団
。

　
　
　
3
　
〔
事
実
な
ど
の
〕
提
示
、
説
明
。
申
し
立
て
、
抗
議
（
声
明
）
、
陳
情
。
〔
法
〕
表
示
（
契
約
に
関
す
る
事
項
［
事
実
］
に
つ
い
て
な
さ
れ
る
陳
述
）
。

（
7
）
寄
塗
詰
芭
・
ひ
ぎ
譜
・
寒
き
奪
、
ミ
禽
毫
ミ
§
§
b
⇔
ミ
薄
輩
．
ぎ
頃
．
b
①
島
駈
り
ω
ρ
u
ご
α
．
ω
ひ
■
お
S

（
8
）
∩
巨
。
・
匿
昌
芝
。
霧
雪
ミ
魯
Q
。
恥
Q
僑
§
募
§
ぐ
§
O
§
譜
・
豆
倒
§
織
奪
貯
老
翁
ミ
§
慧
§
闇
§
さ
ミ
§
b
藷
§
き
肉
・
ぎ
二
日
一
『
ら
ミ
§
§

　
　
き
ミ
Q
題
§
ミ
貯
き
譜
一
・
＞
9
b
」
9
卜
。
曽
蕎
、
ミ
暮
商
爵
§
募
§
へ
8
へ
O
§
旨
譜
さ
弩
す
募
ン
密
。
ま
§
屏
Ω
q
＞
ロ
。
・
。
・
呂
①
田
＝
。
H
δ
一
w
＝
ま
①
。
・
匿
ヨ

　
　
む
O
Q
ρ
堕
①
謡
．

（
9
）
　
実
際
、
日
本
に
於
け
る
最
も
新
し
い
哲
学
事
典
で
あ
る
『
岩
波
　
哲
学
・
思
想
辞
典
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
八
年
初
は
、
こ
の
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。

（
1
0
）
　
巨
巳
磐
器
｝
囚
き
戸
隠
、
ミ
神
§
・
曇
声
§
寄
ミ
冒
愚
Ψ
空
σ
q
巴
刈
。
。
一
一
層
嵩
。
。
刈
吋
．
慣
例
に
従
っ
て
、
第
一
版
の
頁
数
を
〉
…
、
第
二
版
の
頁
数
を
b
u
…
と
表
記
す
る
。

（
1
1
）
穿
頁
曽
』
．
O
．

（
1
2
）
　
前
掲
の
注
（
6
）
『
リ
ー
ダ
ー
ス
英
和
辞
典
』
第
二
版
参
照
。

（
1
3
）
　
こ
の
思
惟
主
観
と
し
て
の
自
己
と
現
象
的
自
己
と
の
関
係
は
、
思
惟
主
観
と
し
て
の
自
己
の
思
惟
の
働
き
（
綜
合
的
統
一
の
働
き
）
に
よ
る
自
己
触
発

　
　
に
よ
っ
て
内
感
の
多
様
が
生
じ
、
経
験
的
自
己
の
現
象
が
成
立
す
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
於
け
る
内
的
触

　
　
発
に
つ
い
て
一
『
純
粋
理
性
批
判
』
§
2
4
の
一
考
察
1
」
（
『
哲
學
』
第
三
九
集
、
広
島
哲
学
会
、
一
九
八
七
年
、
三
〇
1
四
四
頁
）
を
参
照
。

（
1
4
）
9
邑
麹
室
ρ
｝
寄
月
§
聴
ミ
竈
置
ミ
§
ミ
ミ
ミ
ヒ
・
§
α
。
ぎ
〉
譜
ミ
こ
。
帖
ミ
ミ
§
こ
譜
ξ
免
、
§
§
ミ
さ
ミ
ミ
ミ
寄
舞
§
譜
執
壽
討
ミ
ミ
ミ
動
§
ミ
摯

　
　
一
認
P
｝
謹
ρ
】
W
o
o
餌
飼
℃
壁
ら
Ψ
の
①
o
ま
口
ρ
ぎ
き
肉
Q
ミ
肉
ミ
§
肉
栽
ミ
§
ミ
ミ
鴨
き
罫
同
魚
O
ミ
ミ
ミ
竃
ミ
轟
》
『
蒸
ミ
詳
ミ
鳶
竃
ミ
§
慈
、
ミ
魯
＞
6
、
ミ
6
ミ
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