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デ
カ
ル
ト
は
精
神
を
物
質
と
峻
別
し
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
二
元
論
を
も
と
に
、
精
神
を
主
体
と
し
た
哲
学
の
体
系
を
築
き
、

ま
た
そ
れ
は
近
代
の
諸
学
問
の
基
践
と
も
な

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
的
二
一
元
論
に
対
し
て
、

の
概
念
は
根
本
的
な
訂
正
を
求
め
る
こ
と
に
な
り
う
る
が
、

デ
カ
ル
ト
自
身
は
、

み
ず
か
ら
の
二
元

論
の
難
点
に
気
づ
い
て
い
た
。

デ
カ
ル
ト
は
、
「
精
神
は
、

身
体
(
物
体
)
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
実
体
」

で
あ
る
と
し
て
、

精
神
と
身
体
の

「
実
在
的
区
別
」
を
彼
の
体
系
の
基
礎
と
し
た
。

し

か
し
デ
カ
ル
ト
は
ま
た
、

こ
の
「
精
神
い
が
あ
る
別
の
側
面
を
も
つ
こ
と
を
見
落
し
て
い
な
い
。
『
方
法
叙
説
』
第
六
部
で

「
精
神
は
、

身
体
器
官
の
状
態
と
諸
関
係
と

に
、
か
く
も
緊
密
に
依
存
し
て
い
る
の
で
、
人
間
を
よ
り
賢
く
、
創
意
的
に
す
る
手
段
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
求
む
べ
き
は
医
学
の
う
ち
に
だ
と
思
う
」
と
述
べ
て

い
る
し
、
『
省
察
』
引
で
も
、
「
私
い
(
精
神
)

は
、
「
自
分
の
身
体
に
宿
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
、
私
は
身
体
と
き
わ
め
て
緊
密
に
結
ば
れ
、

か
く
も
、
混
合
し

て
い
る
」
と
一
一
一
一
向
い
、

そ
の
こ
と
を

「ι
目
然
が
私
に
教
え
る
」

と
い
う
表
現
で
、

心
身
結
合
が
意
識
を
越
え
二
元
論
を
越
え
た
次
元
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い

司令。

(
1〉

西
洋
思
想
史
に
お
い
て
も
、
「
意
識
一
に
対
す
る
「
無
意
識
」
が
問
題
と
な
る
の
は
デ
カ
ル
ト
以
降
で
あ
る
が
、
「
明
断
な
イ
デ
!
の
総
体
一
た
る
べ
き
デ
カ
ル
ト
の
理

性
の
体
系
の
、

い
わ
ば
裏
面
に
残
さ
れ
た
問
題
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
、
現
代
の
精
神
分
析
や
「
無
意
識
」
と
の
関
わ
り
で
明
ら
か
に
な
る
う
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
よ
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O

う
に
思
わ
れ
る
。

2 

と
ノ

l
ト
に
記
し
て
お
り
、
そ
こ
で
新
し
い
学

問
を
構
築
す
る
啓
示
を
え
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
名
な
一
連
の
夢
に
つ
い
て
、
デ
カ
ル
ト
研
究
で
い
く
つ
か
の
蓄
を
著
わ
し
た
マ
ク
シ
ム
・
ル
ロ
ワ
は
、
当
時
フ
ラ
ン

(

3

)

(

4

〉

ス
で
や
っ
と
知
ら
れ
始
め
た
精
神
分
析
の
創
設
者
で
あ
る
フ
ロ
イ
卜
に
た
ず
ね
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

デ
カ
ル
ト
は
二
ハ
一
九
年
一
一
月
二
三
才
の
と
き
、
連
続
し
た
夢
を
み
、
「
驚
く
べ
き
学
問
の
基
礎
を
み
い
だ
し
た
」

そ
れ
を
受
け
た
フ
ロ
イ
ト
は
ま
ず
、
「
最
初
の
印
象
は
激
し
い
不
安
の
印
象
」
だ
と
い
い
、
仕
事
の
困
難
さ
を
予
感
さ
せ
、
歴
史
上
の
人
物
の
夢
の
分
析
は
、
「
一
般
的

原
則
と
し
て
は
貧
弱
な
結
果
し
か
も
た
ら
さ
な
い
」
と
い
う
。

さ
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
の
夢
を

ハ
5
〉

夢
だ
と
す
る
。
ま
た
他
方
、
こ
の
夢
が
特
殊
な
象
徴
性
を
も
つ
こ
と
も
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
夢
を
見
た
者
と
夢
と
を
、
実
際
に
条
件
づ
け
て
い
る
事
柄
に
つ
い
て
の
情

「
上
か
ら
の
夢
」

叫
イ
此
ロ
ョ
。

〈
。
ロ
。
寸
め
ロ

と
い
っ
て
、

大
多
数
の
夢
が

「
下
か
ら
の
夢
」

で
あ
る
の
に
対
し
て
例
外
的
な

報
が
ま
っ
た
く
欠
除
し
て
い
る
こ
と
が
最
大
の
困
難
と
な
り
、

フ
ロ
イ
ト
は
、
「
こ
の
夢
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
結
論
す
る
。

た
だ
し
次
の
よ
う
な
留
保
を
つ

け
て

i
i
「
だ
が
夢
を
見
た
者
(
:
:
・
〉

は
そ
れ
を
直
接
的
に
困
難
な
く
解
釈
で
き
る
。

夢
の
内
容
が
彼
の
意
識
的
思
考
に
と
て
も
近
接
し
て
い
る
か
ら
」
と
。

し
か

し
ま
た

「
夢
を
見
た
者
が
諮
る
こ
と
の
で
き
な
い
い
く
つ
か
の
部
分
が
残
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
ま
さ
し
く
無
意
識
に
属
す
る
部
分
で
あ
る
」
と
も
付
け
加
え
て
い

る。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

い
く
つ
か
の
重
大
な
留
保
を
残
し
つ
つ
も

フ
ロ
イ
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
の
夢
の
解
釈
を
不
可
能
だ
と
し
た
わ
け
で
あ
り
、
精
神
分
析
の
創
始
者
フ
ロ
イ

ト
と
デ
カ
ル
ト
の
接
触
は
こ
の
よ
う
な
結
果
に
終

っ
た
が
、
以
下
こ
の
論
文
で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
歩
み
を
、
精
神
分
析
、

と
く
に
ラ
カ
ン
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
た
諸
点
を

出
発
点
と
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
て
み
よ
う
。

(
l
)

デ
カ
ル
ト
以
降
フ
ロ
イ
ト
登
場
以
前
に
西
洋
の
思
想
に
み
ら
れ
る
「
無
意
識
」
の
諸
相
に
つ
い
て
は
次
の
本
が
便
利
。
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フ
ロ
イ
ト
は
「
神
秘
的
な
意
味
で
な
く
て
心
理
的
な
意
味
」
で
こ
の
語
を
解
す
る
よ
う
注
記
し
て
い
る
。
以
下
は
、

ω
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司
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デ
カ
ル
ト
が
企
て
た
の
は
、
全
面
的
な
知
の
変
革
で
あ
り
、
新
し
い
学
問
(
科
学
)

の
基
礎
を
創
り
だ
す
こ
I
乙
で
あ
っ
た
。
『
方
法
叙
説
』
の
題
に
あ
る
よ
う
に
、
「
諾

学
問
に
お
い
て
真
理
を
求
め
」
、
「
自
ら
の
理
性
」
に
よ
っ
て
の
み
、
判
断
し
、
真
な
る
も
の
を
受
け
い
れ
て
い
く
。
『
叙
説
』
第
一
部
末
尾
で
、
「
教
育
者
た
ち
に
お
と
な

し
く
従
わ
な
く
て
も
よ
い
年
齢
に
な
る
や
否
や
、
文
字
に
よ
る
学
問
の
研
究
を
全
面
的
に
放
棄
し
、
も
は
や
(
:
:
:
)
私
自
身
の
う
ち
か
、
世
界
と
い
う
大
き
な
書
物
の

う
ち
に
，.-、

¥ーノ

み
い
だ
さ
れ
る
学
問
を
し
か
求
め
ま
い
」
と
決
意
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
外
的
真
理
を
斥
け
、
そ
れ
ま
で
の
偏
見
や
観
念
を
解
体
し
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で

は
、
新
し
い
学
問
を
支
え
築
い
て
い
く
「
主
体
」
の
確
立
が
問
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
『
省
察
』
冒
頭
の
「
書
簡
L

に
あ
る
よ
う
に
、
「
神
の
認
識
に
到
達
す
る
」
こ
と
ま

で
も
が
「
自
然
の
理
性
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ラ
カ
ン
は
『
セ
ミ
ネ
!
ル
M
M
』
(
以
下

ω・M

内
同
と
略
す
〉

で、

あ
る
意
味
で
の
デ
カ
ル
ト
読
解
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
年
後
に
審
か
れ
た
『
科
学
と
真
理
』
に
お

い
て
「
精
神
分
析
で
わ
れ
わ
れ
が
扱
う
主
体
は
、
科
学
(
学
問
)

の
主
体
で
し
か
あ
り
え
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。

ラ
カ
ン
の
示
す
精
神
分
析
の
諸
概
念
の
い
く
つ
か

は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
基
礎
概
念
や
、
デ
カ
ル
ト
の
真
理
探
求
の
道
程
と
対
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
で
も
あ
る
。

さ
て
デ
カ
ル
ト
の
真
理
の
探
求
は
、
懐
疑
に
よ
っ
て
始
ま
る
。
そ
れ
は
懐
疑
論
者
た
ち
の
懐
疑
と
は
正
反
対
に
、

み
ず
か
ら
の
理
性
を
確
立
す
る
た
め
の
懐
疑
で
あ

る
。
「
疑
う
た
め
に
だ
け
疑
い
、

つ
ね
に
不
決
断
で
い
よ
う
と
す
る
懐
疑
論
者
た
ち
を
ま
ね
た
の
で
は
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

私
の
計
画
は
た
だ
確
信
を
得
る
こ
と
で

あ
り
、
泥
土
と
砂
を
払
い
の
け
、
山
石
と
粘
土
を
み
い
だ
す
こ
と
な
の
だ
」

(
P
、H
J

〈
H

・
N
U
V
。
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懐
疑
論
を
打
ち
破
っ
た
の
だ
、

P
MハO
M
A
P

は
こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
を
、
懐
疑
論
者
た
ち
の
懐
疑
を
乗
り
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
懐
疑
論
者
た
ち
固
有
の
武
器
で
あ
る
懐
疑
に
よ
っ
て
、

と
い
え
感
覚
的
な
も
の
、
身
体
的
な
も
の
を
懐
疑
の
括
孤
に
い
れ
、

存
在
す
る
外
的
事
物
す
べ
て
を
虚
構
と
し
、

数
学
的
観
念
ま
で

も
疑
う
:
:
:
「
悪
霊
」
の
仮
設
を
も
ち
だ
し
、
懐
疑
論
の
ロ
ジ
ッ
ク
を
究
極
に
ま
で
押
し
進
め
る
:
:
:
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
に
耐
え
う
る
、
「
わ
れ
思
う
」
の
明
噺
さ

と
、
「
わ
れ
有
り
」
の
確
実
さ
が
、
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

半
世
紀
前
に
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
し
た
同

0
1
P
を
う
け
て
、
現
代
、
デ
カ
ル
ト
と
精
神
分
析
の
基
礎
を
検
討
し
て
∞

gω
什

N
色
。
認
可
の
は
、

(
8〉

展
開
す
る
。

さ
ら
に
次
の
よ
う
に

懐
疑
論
者
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
循
環
的
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
の
デ
ィ
ア
レ
ロ
ス
巳
ぽ
=
己
oω

は
循
環
論
法
(
悪
循
環
)
と
し
て
、
判
断
停
止
を
正
当
化
す
る
。
た
と
え

ば
、
「
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
を
確
証
す
べ
き
も
の
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
事
柄
に
よ
っ
て
精
密
に
-
証
明
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
る
。

(
9
)
 

一
方
を
も
他
方
を
も
選
び
取
る
こ
と
が
-
証
明
さ
れ
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
一
方
に
つ
い
て
も
他
方
に
つ
い
て
も
判
断
を
差
控
え
る
」
。

ゆ
え
に
、

他
方
を
み
い
だ
す
た

め
に
、こ

の
よ
う
な
懐
疑
論
の
い
わ
ば
「
共
時
的
」
循
環
論
法
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
は
直
接
的
な
、
「
通
時
的
」
モ
デ
ル
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
幾
何
学
者
の
用
い
る
理

性
の
長
い
連
鎖
」
の
よ
う
に
、

み
ず
か
ら
の
理
性
に
よ

っ
て
真
理
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
思
考
の
連
鎖
は
、
連
鎖
の
連
続
し
た
展
開
が
或
る
一
点
か
ら
始
ま

る
直
線
的
・
連
続
的
・
発
展
的
な
も
の
と
な
り
、
す
べ
て
を
理
性
の
連
鎖
に
よ
っ
て
-
証
明
し
て
い
く
こ
と
を
め
ざ
す
。
『
省
察
』
冒
頭
の
「
書
簡
」

で、

人
間
精
神
の
不

滅
と
神
の
存
在
と
を
「
自
然
の
理
性
」
に
よ
っ
て
証
明
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
た
あ
と
、
デ
カ
ル
ト
は
懐
疑
論
者
の
循
環
論
法
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
。

「
聖
書
に
教
え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
を
信
ず
る
べ
き
で
す
。
そ
し
て
他
方
、

聖
書
聞
は
神
か
ら
由
来
す
る
が
ゆ
え
に
信
ず
る
べ
き
で
す
。
信
仰

は
神
の
賜
物
な
の
で
す
か
ら
、
他
の
こ
と
を
信
じ
さ
せ
る
た
め
に
恩
寵
を
与
え
て
い

る
神
は
、

神
が
存
在
す
る
こ
と
を
信
じ
さ
せ

る
よ
う
に
、
私
た
ち
に
恩
寵
を
下
す

」
と
も
で
き
る
か
ら
で
す
。

し
か
し
、

こ
れ
を
不
信
仰
者
に
も
た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
し

ょ
う
。
…論
理
学
者
が
循
環
論
法
と
よ
ぶ
誤
り
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
で
し

ょ
う
か
ら
。
」

こ
こ
で
デ
カ
ル
ト
が
循
環
論
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
や
り
方
は
、

同
時
代
の
パ
ス
カ
ル
が
権
威
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
の
宗
教
の
真
理
を
納
得
さ
せ
る
方
法
が
二
つ
あ
る
。

は

理
性
の
力
に
よ
る
も
の
、
他
は
、

語
る
人
の
権
威
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
人
は
後
者
を
用
い

な
い
で
前
者
を
用
い
る
。

〈
こ
れ
は
信
ず
べ
き
だ
、

そ
れ
を
し
る
し
て
い
る
聖
書
は
神
聖
だ
か
ら
〉
と
は
一
一呂
わ
な
い
で
、

八
そ
れ
は
こ
れ
こ
れ
の
理
由
に
よ

っ
て
信
じ



(ω) 

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
一
言
う
。
こ
れ
は
薄
弱
な
議
論
で
あ
る
。
理
性
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
屈
す
る
で
は
な
い
か
。
」
(
句
パ
ン
セ
』
)

ま
た
デ
カ
ル
ト
が
聖
書
に
つ
い
て
言
う
こ
と
は
、
現
代
の
ラ
カ
ン
が
宗
教
的
啓
示
の
機
能
に
つ
い
て
、
「
(
:
:
:
)
啓
示
が
そ
こ
で
演
じ
て
い
る
役
割
は
、
原
因
と
し
て

の
真
理
を
否
定
す
る
こ
と
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
を
受
取
人
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
言
う

(
日
〉

こ
と
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。
(
「
科
学
と
真
理
」
)

が
と
も
か
く
、

デ
カ
ル
ト
の
企
て
は
、
学
問
に
お
け
る
理
性
の
連
鎖
H
真
理
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
の
、

主
体
を
確
立
す
る
意
士
山
を
根
本
に
も
つ
。
懐
疑
論
の
循
潔
を
逃

れ
、
懐
疑
の
ゆ
る
が
し
え
な
い
確
実
な
あ
る
一
点
を
み
い
だ
し
、
そ
れ
を
出
発
点
と
し
て
、
連
続
的
な
理
性
の
連
鎖
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
意
志
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
、

そ
の
出
発
点
を
得
る
た
め
の
経
験

i
l生
き
ら
れ
た
経
験
で
は
な
く
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
ー
ー
ー
で
あ
る
。
懐
疑
論
者
の
よ
う
に
判
断
停

止
で
止
ま
る
こ
と
な
く
、
い
わ
ば
、
無
限
な
る
神
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
被
造
物
す
べ
て
に
内
在
す
る
欠
除
を
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
有
限
な
る
も
の
の
リ

(ロ)

、
ッ
ト
と
欠
除
の
経
験
な
の
で
あ
る
。

懐
疑
は
、
感
覚

・
夢
、
外
的
世
界
、
私
の
身
体
を
括
孤
に
い
れ
、
悪
霊
に
よ
っ
て
内
的
観
念
ま
で
も
疑
い
、

い
わ
ば
主
体
が
自
ら
に
与
え
る
表
象
対
象
を
す
べ
て
排
除

し
た
あ
と
で
、
考
え
る
主
体
の
み
を
残
す
。

「
し
か
し
:
:
:
そ
の
よ
う
に
す
べ
て
が
偽
り
だ
と
考
え
よ
う
と
思
っ
て
い
る
あ
い
だ
に
も
、
そ
う
考
え
て
い
る
自
分
が
何
か
で
あ
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
必
要
だ
と
い

う
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
そ
し
て
こ
の
八
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
有
り
〉
守

宮
口
ω
P
己
。
ロ
の
〕

0
2
2
と
い
う
真
理
は
、

か
く
も
堅
固
で
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
た
め
、
懐
疑
論
者
た
ち
の
ど
ん
な
に
並
は
ず
れ
た
想
定
を
残
ら
ず
も
ち
い
て
も
こ
れ
を
揺
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
の
を
み
て
と
っ
て
、
私
は
こ
の
真
理
を
、
求
め
て

い
た
哲
学
の
第
一
の
原
理
と
し
て
疑
う
こ
と
な
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
、
と
判
断
し
た
」
(
〉
-
H
J

〈同・
ω
N
)

コ
ギ
ト
の
確
実
性
が
、
懐
疑
の
ゆ
る
が
す
こ
と
の
な
い
真
理
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
学
問
構
築
の
連
鎖
の
始
ま
り
の
一
点
と
な
る
。
そ
れ
は
「
す
べ
て
の
こ
と
を
(
:
:
:
)

あ
ま
す
こ
と
な
く
考
え
つ
く
し
た
果
て
に
」
獲
得
し
た
真
理
で
あ
り

(
P凶
J

H

M

内

i
y
S
)
、
そ
し
て
、
「
正
し
い
順
序
で
考
え
る
者
に
示
さ
れ
る
、

第
一
の
も
っ
と
も

確
実
な
結
論
」
(
『
哲
学
原
理
』
同
l
斗
)

で
あ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
理
性
の
連
鎖
の
出
発
点
と
な
る
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
展
望
と
目
的
を
も
ち
、

そ
れ
ゆ
え
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
デ
カ
ル
ト
自
身
、
先
ほ
ど
の
テ
ク
ス
ト
に

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

ー....... 
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回

続
け
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
(
;
;
:
〉
自
分
に
は
ど
ん
な
身
体
も
、
ど
ん
な
世
界
も
、
自
分
が
い
る
ど
ん
な
場
所
も
な
い
、

と
仮
想
す
る

(
向
。
一
口
仏
門

mw)

」
と
は
で
き
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自

分
が
無
い
と
仮
想
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
(
〉
・
づ

〈円・

ω
N
)

」
の
な
宮
(
凶
円
。
(
仮
想
す
る
〉
、
そ
し
て

ω
ロ℃勺

8
2
(想
定
す
る
〉
、

pzmw(物
語
)
な
ど
デ
カ
ル
ト
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
に
、
意
図
的
に
フ

ィ
ク

シ
ョ
ン
性
を
示
す

(
日
)

み
ら
れ
る
。

重
要
な
動
詞
が
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
懐
疑
に
関
わ
る
テ
ク
ス
ト
の
部
分
で
こ
の
な
5
仏
月
は
、
『
方
法
叙
説
』
に
お
い
て
も
『
省
察
』
に
お
い
て
も
、

さ
て
懐
疑
は
経
験
で
あ
る
が
、
生
き
ら
れ
た
経
験
で
は
な
く
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
そ
の
経
験
の
行
き
つ
く
と
こ
ろ
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
リ
ミ
ッ
ト
と
な
る
。
そ

こ
が
思
考
す
る
主
体
の
現
わ
れ
る
地
点
で
あ
る
。

阿ハ。山、円かは、

懐
疑
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
懐
疑
論
者
た
ち
の
懐
疑
を
乗
り
超
え
た
の

だ
‘
と
言
っ
た
。
懐
疑
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

(
日
仮
構
さ
れ
た
も
の
)

で
な
け
れ
ば
、
超
理
的
懐
疑
に
よ
っ
て
主
体
の
存
在
そ
の
も
の
が
不
確
実
に
な
っ
て
し
ま
う
。
超
理
的

懐
疑
に
よ
っ
て
み
ち
び
か
れ
、
思
考
の
表
象
対
象
す
べ
て
を
消
し
去
る
、
懐
疑
の
リ
ミ
ッ
ト
は
、

ラ
カ
ン
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
、

い
わ
ば
「
消
失
の
地
点
」
と
な
る
。

(ω
・
u
Q・日
)
-
N
C
A
)

。
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
懐
疑
の
終
局
で
、
懐
疑
を
逃
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
を
確
立
し
た
。
確
実
な
も
の
は
、
懐
疑
の
経
験
の
尖
端
に
お
い
て
現
わ
れ

た
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
は
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
歩
み
を
フ
ロ
イ
卜
と
対
比
す
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
真
理
へ
の
渇
望
の
な
か
で
医
者
と
し
て
、
も
っ
と
も
抑
圧
さ
れ
、
も
っ
と
も
覆
い
隠
さ

れ
、
も
っ
と
も
斥
け
ら
れ
て
い
る
現
実
、

ヒ
ス
テ
リ
ー
と
い
う
現
実
を
経
験
す
る
な
か
で
、
無
意
識
が
一
万
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
現
実
は
、

(
日
〉

ヒ
ス
テ
リ
ー
の
欲
望
と
い
う
抑
圧
さ
れ
た
現
実
の
発
見
が
そ
の
始
ま
り
で
あ

っ
た
が
、
理
論
は
、
先
行
す
る
発
見
の
あ

い
わ
ば
「
欺

く
」
記
号
に
よ
っ
て
し
る
し
づ
け
ら
れ
て
い
た
。

と
に
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
ゆ
え
に
す
べ
て
が
作
り
直
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
無
意
識
の
領
野
に
お
け
る
フ
ロ
イ
ト
の
仕
事
の
歩
み
を
し
る
し
。つ
け
る
た
め
に
は
遡
行

的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

(ω
・
〉巳・

ω品
lω
日
)

フ
ロ
イ
ト
は
夢
の
経
験
か
ら
出
発
す
る
が
、
夢
の
伝
達
に
は
、
「
生
き
ら
れ
た
も
の
」
と
「
語
ら
れ
る
も
の
」
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
大
き
な
溝
か
ら
生
じ
る
懐
疑
が
あ

る
。
語
ら
れ
報
告
さ
れ
た
夢
が
、
夢
見
た
人
の
加
工
や
解
釈
か
ら
自
由
で
は
な
い
こ
と
か
ら
も
懐
疑
は
生
じ
る
。
夢
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
る
意
味
で
デ
カ

ル
ト
の
よ
う
に
、
固
有
の
経
験
・

八
省
察

V
か
ら
、
懐
疑
の
果
て
に
無
意
識
の
思
考
を
み
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
デ
カ
ル
ト
と
「
ま
っ
た
く
類
似
な
仕
方
で
、

ブ
ロ
イ
ト

は
懐
疑
す
る
地
点
で
(
:
;
:
)
或
る
思
考
が
そ
こ
に
有
る
こ
と
を
確
信
す
る
。

そ
れ
が
無
意
識
で
あ
り
、

不
在
と
し
て
示
さ
れ
る
思
考
で
あ
る
」

と
一
ブ
カ

γ
は
い
う
。



〈∞・
M
門
戸

ω凸
)

ア
ン
ナ
・

O
と
い
う
女
性
患
者
と
と
も
に
始
め
ら
れ
た
分
析
経
験
で
、

フ
ロ
イ
ト
と
ブ
ロ
イ
ア

l
は
、
外
傷
性
と
よ
ば
れ
る
病
図
的
事
件
を
発
見
す
る
に
至
っ
た
の
だ

が
、
そ
れ
は
、

患
者
の
「
物
語
り
」
の
な
か
に
あ
る
も
の
が
言
葉
化
さ
れ
、

そ
れ
が
他
の
或
る
も
の
を
起
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
を
決
定
し
た
の
で
あ
る

(
「
精
神
分
析
に

お
け
る
言
葉
と
言
語
活
動
の
機
能
と
領
野
」
)
。
過
去
に
お
い
て
体
験
さ
れ
た
も
の
の
ヒ
ス
テ
リ
ー
性
発
現
の
あ
い
ま
い
さ
の
大
部
分
は
、
そ
れ
が
言
葉
と
い
う
も
の
の
な

か
で
の
真
実
の
誕
生
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
、

ま
た
そ
れ
を
通
し
て
こ
そ
、

わ
れ
わ
れ
が
真
実
で
も
な
く
偽
り
で
も
な
い
よ
う
な
こ
と
の
現
実
に
対
す
る
の
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
発
現
の
真
実
を
ア
ク
テ
ュ
ア
ル
な
現
実
の
な
か
で
証
拠
だ
て
る
も
の
は
、
現
に
提
示
さ
れ
て
い
る
言
葉
な
の
で
あ
る
。
(
目
立
広
・
〉

さ
て
分
析
者
の
技
法
は
、
夢
を
語
る
被
分
析
者
の
最
後
の
幻
影
さ
え
も
消
え
去
る
ほ
ど
に
被
分
析
者
の
確
信
を
中
断
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
は
ず
だ
。
被
分
析
者
の
幻
影

が
明
僚
に
歌
い
出
さ
れ
る
の
は
、
話
が
表
面
上
の
意
味
に
お
い
て
う
け
と
ら
れ
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
話
が
何
も
の
も
伝
え
な
い
場
合
も
伝
達
作
用
の
存
在
を
示
す
し
、

話
が
明
証
を
否
定
す
る
場
合
で
も
、
そ
れ
は
一
一
一
一
口
葉
が
真
実
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
肯
定
す
る
。
精
神
分
析
者
は
、
日
常
の
物
語
を
寓
話
と
し
て
開
く
し
、
ひ
と
つ
の
単

純
な
言
い
誤
り
を
非
常
に
複
雑
な
表
明
と
し
て
開
く
。
こ
の
よ
う
な
巧
み
な
句
読
法
に
よ
っ
て
、
精
神
分
析
者
は
、
被
分
析
者
の
話
に
意
味
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
(
円
E
4
・)

(
口
)

た
と
え
ば
夢
の
テ
ク
ス
ト
性
・
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
の
研
究
と
し
て
、
精
般
を
き
わ
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
夢
の
分

フ
ロ
イ
ト
の
懐
疑
は
無
意
識
の
、
不
在
の
思
考

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
夢
の
物
語
の
分
析
は
、

析
は
、
主
体
の
「
無
意
識
」
を
み
ち
び
き
だ
し
、
デ
カ
ル
ト
の
懐
疑
が
己

G
E
Z
か
ら
の
。
住
吉
を
み
ち
び
く
よ
う
に
、

を
み
ち
び
き
だ
す
の
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
は
、

ヒ
ス
テ
リ
ー
の
経
験
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
は
夢
の
領
野
の
な
か
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
先
行
す
る
者
の

な
い
大
胆
さ
を
も
っ
て
前
進
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
詮
が
そ
れ
を
無
意
識
と
一
一
一
日
い
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

ブ
ロ
イ
ト
は
そ
れ
を
、
意
識
が
呼
び
起
し
伸
展
さ
せ
標

定
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
く
て
、
意
識
に
斥
け
ら
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
の
だ
っ
た
。

フ
ロ
イ
ト
は
そ
れ
を
、
デ
カ
ル

ト
が
基
軸
点
を
指
し
示
し
た
語
、
の
め
丸
山
口
}
内

8
2
2

日

)gmか
め
る
と
い
う
語
で
表
わ
し
さ
え
し
た
の
で
あ
る
。

(ω
・

〉
n
H
・

匂
-
h
H
九
時
)

確
実
な
る
も
の
を
求
め
た
デ
カ
ル
ト
の
主
体
に
と
っ
て
、
懐
疑
は
い
ず
れ
の
表
象
段
階
に
お
い
て
も
、
或
る
欠
如
、
知
の
欠
如
を
示
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
懐
疑
の

尖
端
か
ら
、
主
体
に
と
っ
て
確
実
な
も
の
、
す
な
わ
ち
「
思
考
す
る
私
(
エ
ゴ
)
」
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

ブ
ロ
イ
ト
に
お
い
て
は
同
様
に
、

夢
を
物
語
る
と
き
の

「
確
実
で
な
い
も
の
」
、

つ
ま
り
「
疑
わ
し
き
も
の
」
や
、
夢
を
不
連
続
に
し
、

夢
の
物
語
に
句
読
点
を
つ
け
て
い
る
不
確
実
な
間
関
、

」
れ
ら
す
べ
て
が
い
わ
ば
或
る

確
実
性
に
変
換
し
、
も
う
ひ
と
つ
の
別
の
思
考
八
不
在
の
思
考

V
を
み
ち
び
き
だ
す
、

と
い
う
の
が
ラ
カ
ン
の
指
摘
す
る
デ
カ
ル
ト
と
フ
ロ
イ
ト
の
類
似
の
歩
み
な
の
で
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品
¥
」
¥

」
ノ
」
ノ

あ
る
。

(ω
・
}内山・℃・
ω
O〉

2 

だ
が
懐
疑
の
果
て
に
、
デ
カ
ル
ト
の
主
体
は
み
ず
か
ら
を
見
出
す
。

そ
れ
は
思
考
す
る
自
我
と
し
て
の
明
証
的
意
識
で
あ
り
、
純
粋
な
現
前
で
あ
る
。

ヴ
ァ
レ
リ
!
の

言
葉
に
あ
る
4
う
に
、
「
自
ら
の
意
識
、

す
な
わ
ち
自
ら
の
注
意
の
う
ち
に
集
注
さ
れ
た
彼
の
全
存
在
の
意
識
で
あ
り
、

自
ら
の
思
考
の
操
作
の
透
徹
し
た
意
識
で
あ

る
」
(
『
ヴ
ァ
リ
エ
テ
』

N
)。

ラ
カ
ン
は
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
主
体
を
、
「
無
意
識
の
予
想
さ
れ
る
前
提
」
だ
(
「
無
意
識
の
位
置
」
)
と
言
う
と
と
も
に
、
「
主
体
を
決
定
し
て
い
る
記
号
表
現
の
不
透
明

性
と
い
う
犠
牲
を
払
っ
て
、
現
実
態
と
し
て
の
八
私
〉
の
透
明
性
を
欺
縞
的
に
強
調
し
た
」
と
言
う
(
「
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
に
お
け
る
主
体
の
壊
乱
と
欲
求
の
弁
証

〈

団

山

〉

と
断
言
し
、
フ
ロ
イ
ト
の
有
名
な
章
句
巧

o
g
tと
お
子

ω
O
Z

仙
の
『
君
。

a
g
で一亦

法
」
)
。
そ
し
て
ラ
カ
ン
は
「
主
体
と
は
思
考
す
る
主
体
で
は
な
い
い

(ω
・

M
ハ
》
門
・

N
日
)

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

J

ア
イ

λ
p
l
h

被
分
析
者
の
4

一
一
口
説
の
八
あ
い
だ
吉
宮
〈
包

}}OVに
み
い
た
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

エ
ス
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
、

そ
こ
に
主
体
と
し
て
、
私
は
生
じ
る
は
ず
だ
、

と
言
う
の
で
あ
る

(
「
科
学
と
真
理
」
)
。

無
意
識
は
、

夢
を
語
る
者

主
体
が
み
ず
か
ら
を
無
意
識
に
適
合
さ
せ
る
の
で
は
決
し
て
な
い
。

或
る
〈
思
考

V
が
あ
る
の
だ
、

と
い
う
だ
け
で
あ
り
、
ラ
カ
ン
の
表
現
に
よ
れ
ば
八
木
在
の
思
考

V
で
あ
り
、
ゆ
え
に
、
主
体
の
同
一
性
を
構
成
す
る
も
の
で
は
ま
っ

た
く
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
カ
ン
に
と
っ
て
無
意
識
は
、
あ
ら
ゆ
る
話
の
う
ち
に
、

(
印
)

そ
の
言
表
行
為
の
う
ち
に
探
ら
れ
て
、
無
意
識
の
前
提
が
八
他
者
]
辰
巳
門
門

ov--大
文
字
の
ー
ー
ー
の
場
所

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
言
表
は
ま
ず
初
め
に
、

そ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
自
分
に
代
っ
て
果
す
機
能
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
、

そ
れ
ゆ
え
記
号
表
現
な
の
で
あ
る
。

一
一
一
一
口
語
活
動
(
人
間
的
な
〉

の
結
果
の
欠
け
て
い
る
動
物
に
お
け
る
無
意
識
を
想
像
で
き
な
い
こ
と
で
、

平
一
一
口
表
行
為
の
結
果
と
無
意
識
の
つ
な
が
り
が
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
し
、
無
意
識
の
観
念
と
木
能
の
観
念
の
断
層
も
た
し
か
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
(
「
無
意
識
の
位
置
」
)

言
語
活
動
の
結
果
は
、
主
体
に
も
た
ら
さ
れ
る
原
因
で
あ
る
。
こ
の
原
因
と
は
、

そ
れ
を
欠
い
て
は
現
実
界
の
な
か
に
い
か
な
る
主
体
も
存
在
で
き
な
い
よ
う
な
記
号

表
現
で
あ
る
が
、

こ
の
主
体
と
は
、
記
号
表
現
が
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
記
号
表
現
の
領
域
は
、
あ
る
-記
号
表
現
が
主
体
を
も
う
ひ
と
つ
別
の
記
号
表
現
に
差
し
向

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
こ
れ
は
、
夢
・
号
一
口
い
ま
ち
が
い
・
し
ゃ
れ
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
無
意
識
の
形
成
の
構
造
で
も
あ
る
。
記
号
表
現
は
、
別
の
も
う
ひ
と
つ
の



記
号
表
現
に
対
し
て
、

つ
ま
り

聞
い
て
い
る
主
体
が
た
だ
ち
に
そ
れ
に
帰
す
る
、
も
う
ひ
と
つ
の
記
号
表
現
に
対
し
て
何
か
を
示
す
以
外
は
、
何
も
示
す
こ
と
が
で
き

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、

ひ
と
は
主
体
に
向
か
っ
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、

エ
ス
、
が
こ
れ
に
つ
い
て
話
す
の
で
あ
る
。

エ
ス
が
主
体
に
向
か
っ
て
話
し
か
け
る

と
い
う
ひ
と
つ
の
事
実
に
よ
っ
て
、
主
体
が
自
分
を
つ
か
ま
え
る
の
も
そ
乙
で
あ
る
。
主
体
は
記
号
表
現
の
下
に
隠
れ
る
以
前
に
は
、
ま
っ
た
く
何
も
の
で
も
な
か
っ
た

の
だ
か
ら
。
だ
が
こ
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
も
の
は
、

い
ま
や
八
他
者

V
の
な
か
で
第
二
の
記
号
表
現
に
対
し
て
な
さ
れ
る
呼
び
か
け
を
と
お
し
て
生
み
出
さ
れ
る
、

み
ず
か
ら
の
到
来
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
一
一
一
一
口
語
活
動
の
結
果
、

主
体
は
こ
の
よ
う
な
本
源
的
分
割
か
ら
生
れ
、
主
体
の
最
初
の
分
裂
も
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

る
。
い
ま
だ
位
置
決
定
さ
れ
て
い
な
い
八
他
者

V
の
代
り
に
姿
を
現
わ
す
記
号
表
現
は
、

い
ま
だ
言
葉
を
も
っ
て
い
な
い
存
在
か
ら
主
体
を
生
じ
さ
せ
る
け
れ
ど
も
、

そ

九
土
、

;lv 
こ
の
存
在
を
身
動
き
の
で
き
な
い
も
の
に
す
る
と
い
う
代
償
と
引
き
か
え
で
あ
る
。
(
円
σ一
件
)

ラ
カ
ン
に
と
っ
て
主
体
の
成
立
は
、
対
象
の
欠
除
に
も
深
く
か
か
わ
る
。
一
フ
カ
ン
は
精
神
分
析
の
独
自
性
を
、
「
人
間
で
は
な
く
、

(
知
)

わ
る
と
説
い
て
い
る
が
、
主
体
が
構
成
さ
れ
る
上
で
、
対
象
の
欠
如
の
次
元
は
重
要
な
位
置
を
し
め
て
い
る
。
そ
れ
は
、
『
エ
ク
リ
』
や
多
数
の
「
セ
ミ
ネ

l
ル
』
な
ど
、

人
間
に
欠
如
す
る
も
の
」
に
か
か

ラ
カ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
多
く
で
、
欠
如
〈

5
8
A
S
)
や

こ
れ
に
類
似
の
、
・
裂
け
目

(UbN52)、
裂
孔
〈
門
g
c
)
、

切
断

(
g
c
b
c
E
)
な
ど
の
用
語
が
、
無
意
識
や

主
体
の
問
題
を
論
じ
る
と
き
に
ひ
ん
ぱ
ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
よ
う
。

へれ〉

フ
ロ
イ
ト
も
ま
た
、
主
体
の
分
裂
に
つ
い
て
〈

r
Z
3
F
g
m
Vを
、
主
体
の
分
裂
の
う
ち
よ
り
も
、
対
象
の
分
裂
の
う
ち
に
基
礎
つ
け
て
い
た
。

ラ
カ
ン
は
、
「
主
体

は
喪
失
の
な
か
に
自
己
を
実
現
」
す
る
が
、

主
体
は
そ
こ
で
、
そ
れ
が
フ
ロ
イ
ト
が
も
っ
と
も
根
底
的
な
衡
動
と
し
た
死
の
衡
動
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
足
跡
に

従
っ
て
、
八
他
者

V
の
な
か
に
生
み
出
す
欠
如
を
と
お
し
て
、
無
意
識
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
た
、

と
一
一
一
一
口
い
、
具
体
例
を
あ
げ
て
い
る
。

エ
ト
ナ
山

ι身
を
投
じ
た
エ
ン
。
へ

ド
ク
レ
ス
の
行
為
と
そ
の
意
志
に
ふ
れ
て
、
ミ
九
(
わ
れ
わ
れ
の
主
体
が
、
受
け
取
ら
れ
る
べ
き
あ
る
意
味
か
、
さ
も
な
く
ば
化
石
化
と
い
う
〈
止
の
状
態
に
お
か
れ
て

い
る
)
が
ど
ミ
な
(
H
H

〈
O
己
。
一
円
意
志
す
る
)

に
立
ち
帰
る
こ
と
を
、

示
唆
し
て
い
る
。

ω
O
B
5
2
「
分
か
つ
」
は
、
印
ゆ
匂

ω
5
5
「
み
ず
か
ら
を
生
み
出
す
」

に
つ
な
が

り
、
ラ
テ
ン
語
の
語
源
の

3
3
「
部
分
、
持
ち
分
」
の
共
通
の
組
合
せ
に
基
い
て
い
る
こ
と
を
、
ラ
カ
ン
指
摘
し
て
い
る
は
。
(
「
無
意
識
の
位
置
」
)

欠
如
の
原
型
は
、

ま
ず
八
母
親
宮
廷
令
。

V
も
し
く
は
八
女
性

E
P
2
5
0
V
に
代
表
さ
れ
る
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
が
直
接
知
る
こ
と
も
出
会
う
こ
と
も
で
き
た
い

主
体
の
存
在
に
と
り
根
源
的
な
、
対
象
の
喪
失
に
か
か
わ
る
。
ラ
カ
ン
は
『
セ
ミ
ネ
l
ル
刊
』
で
、
こ
の
根
源
的
な
対
象
喪
失
を
、
八
も
の
自
体

E
C
5お
w

け
れ
ど
も
、

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

六
七



デ
カ
ル
，
ト
と
精
神
分
析

六
八

広
告
口
一
口
ぬ

V
と
い
う
概
念
の
も
と
に
主
題
化
し
、
「
も
の
自
体
」
は
、
「
主
体
の
絶
対
的
八
他
者

V
T
k
g門
誌
阿
佐
ω
♀
芝
、
「
忘
却
不
能
な
前
歴
史
的
八
他
者

V
」
で
あ
り
、

主
体
の
中
心
に
位
置
し
な
、
が
ら
、
主
体
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
。
も
の
自
体
は
、

缶
詰
活
動
の
始
源
を
し
る
し
づ
け
、
「
主
体
が
命
名
し
、

分
節
し

は
じ
め
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
分
離
さ
れ
る
最
初
の
も
の
」
で
あ
る
。

も
の
自
体
は
八
母
親

V
A女
性

V
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

ブ
ロ
イ
ト
の
初
期
の
論
稿
に
み
ら
れ
る
次
の
見
解
か
ら
も
、

は
、
わ
れ
わ
れ
が
性
格
づ
け
知
る
こ
と
の
で
き
る
部
分
と
、
も
の

〈

お

〉

一
フ
カ
ン
は
そ
の
若
想
を
え
て
い
る
。
身

の近
も・な
の・人

~ z 
(t 

v 
(t 

ロ
B 
(t 

ロ
r.n 
の
::r' 
'--〆

(
巴
山
口
ぬ
)
を
ラ
カ
ン
は
、

(
ロ
古
関
)
と
し
て
の
他
者
と
の
、

2
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。

つ
ま
り
「
も
の
自
体
」
と
し
て
い
く
。
「
も
の
自
体
は
す
べ
て
の
物
に
存

こ
の
後
者

わ
れ
わ
れ
の
外
部
に
あ
っ
て
不
可
知
な
ま
ま
で
あ
る
も
の
、

〈
川
比
〉

在
し
て
い
る
」
と
〉
・

Y
S口
三
一
一
ゆ
が
い
う
よ
う
に
、
人
を
含
め
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
す
る
対
象
す
べ
て
に
、

在
と
も
い
え
る
も
の
自
体
の
次
元
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
定
の
形
に
分
節
さ
れ
る
以
前
の
、

い
わ
ば
裸
形
の
存

主
体
の
根
源
的
欠
除
は
さ
ら
に
、
主
体
を
構
造
化
す
る
象
徴
界

(
}
O
ω
百
回
寸
O
Z
心ロ
σ)

の
あ
り
方
と
も
か
か
わ
る
。
も
の
自
体
を
直
接
に
さ
し
示
す
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の

ヂ、、谷ハ
L
ブ

て

寸

U

F

L

、

ん
け
/
W
H
L
V
、引

μ
ヲ布、
Y
す
A

V

大
文
字
の
八
他
者
で
〉

5
2
V
に
お
け
る
裂
孔
や
、

S

ハ
広
〉
す
な
わ
ち
八
他
者

V
に
お
け
る
欠
如
の
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
な
ど
で
示
さ
れ
る
根
源
的
欠
如

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
は
、
欲
望
を
め
ぐ
っ
て
交
換
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
起
源
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
隠
さ
れ
た
も
の
」
と
し
て
、
八
他

(
お
)

者

V
の
な
か
に
欠
け
て
い
る
も
の
と
し
て
の
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
で
あ
る
。
も
の
自
体
の
欠
如
は
、
象
徴
界
に
お
け
る
欠
如
に
一
畏
打
ち
き
れ
、
こ
れ
ら
は
主
体
を
構
成
す
る
条

件
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
の
自
体
は
、
「
象
徴
化
の
外
に
存
在
す
る
領
域
」
で
あ
る
現
実
界
(
貯
芯
巳
)

に
位
置
す
る
。
そ
れ
は
、

シ
ニ
ア
イ
ア
ン
や
シ
ニ
ア
ィ
エ
の
外
部
の
、

非

i
意
味

(ロ
O
ロ
lωEMω
〉

の
場
所
で
あ
り
、
現
実
界
は
、

そ
れ
自
体
と
し
て
は
、

何
の
亀
裂
も
な
い
充
満
、
「
同
じ
場
所
に
い
つ
も
立
ち
戻
る
」
自
向
性
(
百
冊
目
立
か
)
と
し
て
性
格

づ
け
、
ら
れ
る
。
主
体
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
現
実
界
そ
の
も
の
は
、
出
会
う
こ
と
も
知
る
こ
と
も
原
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
現
実
界
は
、
主
体
に
と
っ
て
そ
の
ま
ま
現
れ

る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
裂
孔
の
形
で
し
か
存
在
し
な
い
。

一
一
一
一
日
語
の
第
一
の
機
能
は
、
現
実
界
の
「
裂
孔
の
縁
、
ど
り
」
に
あ
る
。
こ
れ
が
原
象
徴
化
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、

れ
」
、
現
実
界
が
そ
れ
と
し
て
確
立
す
る
。
原
象
徴
化
は
、
も
の
自
体
の
喪
失
を
一
一
一
一
口
語
の
レ
ベ
ル
で
反
復
す
る
こ
と
を
意
味
し
、

〈

川

内

)

か
っ
同
時
に
、
現
実
界
の
裂
孔
を
保
持
し
機
能
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。

」
れ
を
介
し
て
「
現
実
界
は
象
徴
界
に
よ
っ
て
支
配
さ

そ
の
効
果
は
、

こ
の
根
源
的
欠
如
の
直

接
の
露
呈
を
回
避
し
、



(
幻
〉

主
体
は
、
ま
ず
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
連
鎖
に
自
己
の
指
標
を
み
い
だ
す
。
主
体
は
本
来
た
だ
ひ
と
つ
の
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
別
の
シ
ニ

ア
イ
ア
ン
へ
と
さ
し
向
け
ら
れ
る
な
か
で
構
成
さ
れ
る
。

そ
れ
は
先
ほ
ど
、
記
号
表
現
・

一言
表
と
主
体
の
問
題
に
お
い
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。
「
ひ
と
つ
の
シ
ニ
フ

ィ
ア
ン
は
別
の
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
に
対
し
て
主
体
を
代
理
表
象
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
主
体
は
つ
ね
に
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
八
あ
い
だ

E
Z
2巳
Z
Vに
位
置
す
る
の

で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
有
り
」
を
、

ラ
カ
ン
は
、
試
し
に
、

わ
れ
思
う
、

八
ゆ
え
に
わ
れ
有
り

V
と
、
第
二
句
を
引
用
符
で
く
く
っ
て
み
る
。
そ
し

て
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
読
む
l

l
思
考
は
、
あ
ら
ゆ
る
働
き
が
そ
こ
に
お
い
て
言
語
活
動
の
本
質
に
触
れ
る
パ
ロ

l
ル
の
な
か
で
結
ば
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
存
在

を
基
礎
つ
け
る
、

と
。
(
「
科
学
と
真
理
」
)

行
為
合
。
ロ
己
主
。
コ
」

(
も
の
を
一
一
一
一
口
う
行
な
い
)

の
区
別
は
、

そ
の
つ
ど
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
一
一
一
一口
表
吉
O
ロ
の
ご
(
一
言
わ
れ
た
こ
と
)
と
「
一
一
一
一
口
表

言
語
学
の
領
域
で
指
摘
さ
れ
た
が
、
ラ
カ
ン
は
そ
れ
を
用
い
て
言
表
に
お
け
る
主
語
八
私
〉
(
守
〉
と
号
一
口
表

ハ
ロ
!
ル
と
し
て
、

さ
て
デ
カ
ル
ト
の
「
わ
れ
思
う
」
は
、

言
表
行
為
に
よ
っ
て
、

っ
て
、

シ
ニ
ア
イ
ア
ン
と
し
て
の
八
私
〉
守
(
:
:
:
)
そ
こ
で
は
、

そ
れ
が
現
に
話
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
主
体
を
指
示
す
る
の
は
、
転
換
子

(ω
の

rsm
あ
る
い
は
直
説
法
〈

E
庁
丘
町
内
)
以
外
は
な
に
も
な
い
。
(
:
・
)
そ
れ
は
、

主
体
の
分
裂
を
示
し
て
い
る
。
「
(
:
:
:
)

表
現
さ
れ
た
も
の
の
主
語
に
よ

行
為
を
す
る
主
体
を
区
別
し
、

一一=ロ
表
行
為
の
主
体
を
指
示
し
て
は
い
る
が
、
こ
の
主
体
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
な
い
(
:
:
:
)
。
言
表
行
為
の
主
体
の
い
か
な
る
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
も
、
一
マ
一
口
表
さ
れ
た
も
の

の
な
か
で
は
(
:
;
:
)
欠
け
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
〈
私
〉
し
す
と
は
異
な
っ
た
だ
れ
か
が
い
る
ほ
か
に
、

ま
た
不
十
分
に
も
単
数
の
第
一
人
称
の
例
と
よ
ば
れ
て

い
る
も
の
だ
け
で
な
く
、

さ
ら
に
は
自
己
暗
示
作
用
の
八
自
己

v
m
o一
に
よ
っ
て
、

ひ
と
は
そ
の
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
の
住
ま
い
を
そ
こ
に
建
て
増
し
て
い
る
か
も
し
れ
な

し、

(
:
:
:
)
」
(
「
フ
ロ
イ
ト
の
無
意
識
に
お
け
る
主
体
の
壊
乱
と
無
意
識
の
弁
証
法
i

一)。

一
一
一
一
口
表
に
お
け
る
主
体
と
言
表
行
為
の
主
体
が
異
な
る
こ
と
を
ラ
カ
ン
は
、
「
私
に
は

3
人
の
兄
弟
が
あ
る
。
ポ
ー
ル
と
エ
ル
ン
ス
ト
と
自
分
だ
」
、

と
い
っ
て
、
自
分
自

身
を
混
同
し
て
数
え
て
い
る
子
供
の
例
を
あ
げ
て
一
示
す

(ω
・
}ハ円・

N
S
。
そ
し
て
そ
れ
は
、

み
ず
か
ら
を
の
。
ぬ
…

z
zヨ
と
し
て
じ
ま
う
お

ωgm山

g
g
の
混
同
と
ア
デ

ロ
ジ

i
た
と
い
う
。

つ
ま
り
ラ
カ
ン
に
よ
れ
ば
、
思
考
す
る
八
私
〉
と
、

八
私
は
思
考
す
る
〉
と
一
言
う
私
と
は
、

区
別
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
「
コ
ギ
ト
に
確
実
性

を
与
え
て
い
る
の
は
、
一
一
=
口
表
行
為
(
官
。
ロ
の
一
旦
芯
ロ
)

の
次
元
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
言
表
と
は
異
な
っ
て
，い
る
。

(ω
・

M
内
問
・

H
N

∞)

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

六
九
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こ
う
し
て
ラ
カ
ン
の
視
点
か
ら
は
、
八
わ
れ
思
う

V
に
確
実
な
言
表
(
吉
O
D
n
b
v

土
-
£

、.
o

t
-
-

し
た
が
っ
て
こ
の
言
表
行
為
(
宝
。
ロ
己
主
芯
ロ
)
が
、
〈
わ
れ
有
り
〉
と

い
う
実
体
的
存
在
に
変
わ
る
必
然
性
は
な
い
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
が
〈
わ
れ
思
う
〉
を
〈
わ
れ
有
り
〉
に
結
び
つ
け
て
実
体
と
な
し
た
こ
と
を
、

ラ
カ
ン
は
次
の
よ
う

に
批
判
す
る
。
「
デ
カ
ル
ト
は
知
の
虚
無
化
と
懐
疑
論
の
あ
い
だ
の
思
考
で
あ
る
(
:
:
:
)
地
点
に
し
る
さ
れ
る
八
わ
れ
思
う
〉
を
、
(
:
:
:
)
確
実
な
概
念
と
な
し
た
が
、

そ
の
と
き
の
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
は
、

そ
こ
に
知

(
Z
S〈
cg
が
あ
る
と
考
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
知
の
虚
無
化
と
懐
疑
論
は
、
類
似
な
こ
つ
の
も
の
で
は
な
い
の
だ
か

ら
。
彼
の
誤
り
は
ま
た
、
こ
の
確
実
性
に
つ
い
て
何
も
の
か
を
知
っ
て
い
る
、

と
言
っ
て
、
〈
わ
れ
思
う
〉
を
消
失
の
地
点
と
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
」

(ω
・
M
H・

∞O
品〉。ラ

カ
ン
に
よ
れ
ば
言
表
の
主
体
は
、
き
め
ら
れ
て
(
品
企
q
E
Z
S
)
は
い
る
が
、
規
定
さ
れ

(
島
民
吉
ぽ
)
な
い
ま
ま
、
変
化
す
る
「
ひ
と
つ
の
場
所
」
ロ
ロ
ゆ
司

E
S
で
あ

る
。
そ
れ
は
場
所
で
あ
り
、
い
わ
ば
分
裂
し
た
主
体
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
場
所
で
あ
ろ
う
。
主
体
は
、
言
表
の
主
体
と
言
表
行
為
の
主
体
に
分
裂
し
な
が
ら
も
ミ

(ぬ〉

り
欲
望
(
斗
宮
町
)
と
し
て
と
ど
ま
る
。
ラ
カ
ン
は
主
体
の
場
所
を
示
す
た
め
に
、
八
他
者
】
長
三
月

V
を
提
示
し
た
。

や
は

主
体
が
八
他
者

V
に
近
づ
き
、

八
他
者

V
に
出
会

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
欲
望
が
そ
こ
に
現
在
形
と
し
て
生
じ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
主
体
が
現
在
形
と
し
て
分
裂
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
主
体
は
、
言
表

(
引
〉

の
主
体
と
言
表
行
為
の
主
体
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
ラ
カ
ン
に
と
っ
て
、
パ
ロ

l

ル
の
行
為
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
主
体
は
、
思
考
で
は
な
く
、
欲
望
の
そ
れ
で
あ
る
。

「
主
体
と
は
、

思
考
す
る
主
体
で
は
な
い
」
(
印
・

〉円以・
N
U
)

と
ラ
カ
ン
は
言
い
切
っ
て
い
る
。
思
考
(
統
合
)

と
欲
望
(
分
裂
)

の
問
題
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

(
犯
〉

に
お
さ
え
て
お
こ
う
。

と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
、

ラ
カ
ン
の
主
体
、
が
、
「
精
神
」
で
は
な
く
て
、

あ
る
意
味
で
の
「
身
体
」
で
あ
る
こ
と
を、

P
H
c
gロ
〈
戸
ぽ
と
と
も

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
パ
ロ

i
ル
の
行
為
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
主
体
は
、

〈
わ
れ
有
り
〉
に
よ
っ
て
根
本
的
な
確
実
性
が
定
ま
り

円。
ω
。。∞一
g
D
ω

と
し
て
の
主
体

が
確
実
な
も
の
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
象
的
内
容
を
逃
れ
た
純
粋
な
現
前
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
確
実
に
な
る
の
で
あ
り
、
「
思
考
す
る
私
」
を
実
体
的
な
現
実
と
し
て
し

ま
う
。
〈
わ
れ
思
う
〉
の
言
表
行
為
が
〈
わ
れ
有
り
〉
の
実
体
的
存
在
に
つ
な
が
る
必
然
性
の
な
い
こ
と
を
ラ
カ
ン
が
指
摘
し
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
と
し
て
批
判
し
た
の
は

先
ほ
ど
見
た
が
、

こ
の
よ
う
に
デ
カ
ル
ト
が
「
八
わ
れ
思
う
〉
を
〈
わ
れ
有
り
〉
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
め
ざ
し
て
い
る
の
は
、
或
る
現
実
界
(
ロ
ロ
円
宮
山
〉
だ
い

と
ラ
カ
ン
は
言
う

(ω
・

V

ハ円・

ω
吋
)
。
〈
わ
れ
有
り
〉
は
、
〈
わ
れ
思
う
〉
を
自
己
現
前
の
充
全
な
現
実
、

つ
ま
り
絶
対
的
に
確
実
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
が
、

こ
の

八
お
れ
有
り
〉
こ
そ
が
デ
カ
ル
ト
の
決
定
的
な
一
歩
で
あ
り
、

フ
ロ
イ
ト
が
踏
み
出
す
こ
と
の
な
か
っ
た
一
線
だ
、

と
ラ
カ
ン
は
一
一
一
一
口
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
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4lî部
組
ム
必
兵
ド
ム
~
(
d

)J-\J石
器
寝
杓
兵
ド

ム
ト
QO
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結
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デ
カ
ル
ト
と
精
神
分
析

七

フ
ロ
イ
ト
も
ま
た
、
神
経
系
の
な
か
に
初
め
に
刻
み
込
ま
れ
る
「
記
憶
」
と
は
何
か
と
い
う
問
題
意
識
を
も
ち
、
そ
れ
を
「
苦
痛
」
の
体
験
の
な
か
に
求
め
た
(
小
比
木
訳
「
科
学

的
心
理
学
草
稿
」
)
。
と
の
「
苦
痛
」
の
様
式
は
、
根
源
的
な
「
分
離
」
の
体
験
で
あ
り
、
と
の
「
分
離
」
が
、
通
道
(
回
巳

g
g
F

同
町

hw
て
お
め
)
と
し
て
神
経
系
に
登
録
さ
れ
る
と
考

え
た
。
こ
の
点
で
ラ
カ

ン
と
フ
ロ
イ
ト
は
根
木
的
に
共
通
し
て
い
る
。
(
新
宮
『
夢
と
構
造
』
匂
℃
-
H

ミ
1
5
3

〈
幻
)
小
比
木
啓
吾
訳
「
科
学
的
心
理
学
草
稿
」
フ
ロ
イ
ト
著
作
集
七
、
人
文
書
院
。

(

斜

)

〉

Z
E
〕ロ『
h
g
i
-
-
p
h
n
n
h
Nお
丘

町

民

』
U
M
N

とむん町。

k
v
E
F
戸
口
-
H
y
w
r
w
∞九日

(
お
)
佐
々
木
孝
次
『
ラ
カ
ン
の
世
界
』
弘
文
堂
、
一
九
八
回
、

3
・H
A
O
I
E
P
H
N
∞1
足。

(
別
)
こ
の
「
裂
孔
の
縁
ど
り
」
は
、
実
際
に
は
母
親
の
欲
望
の
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
、
あ
る
い
は
欠
如
し
た
対
象
一
般
に
か
か
わ
る
根
源
的
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
(

ω

M

)

を、

A
他
者

V
の
領
域
に
あ

る
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
が
代
理
し
、
♂
が
♂
に
対
し
(
の
代
わ
り
に
)
主
体
を
代
理
表
象
す
る
(
お
宮

2
3
Z『
)
、
と
い
っ
た
「
隠
轍
化
」
の
過
程
に
よ
っ
て
進
ん
で
い
く
。
こ
の
時
点

で
、
原
抑
圧
が
可
能
に
な
り
、
も
の
自
体
は
抑
圧
さ
れ
て
い
わ
ゆ
る
無
意
識
の
成
立
を
み
る
。
そ
れ
は
同
時
に
主
体
の
確
立
で
も
あ
る
。
先
ほ
ど
も
見
た
よ
う
に
、
主
体
の
確
立
は
、

そ
の
分
裂
と
不
可
分
で
あ
っ
た
。
も
の
自
体
は
主
体
の
存
在
の
「
芯
-
t
・

a
gロ
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
隠
帰
化
・
原
象
徴
化
の
過
程
は
、
主
体
自
'
身
の
喪
失
を
ひ
き
か
え
に
し

た
主
体
の
確
立
で
、
「
主
体
は
喪
失
と
し
て
自
己
実
現
す
る
」
の
で
あ
る
。
(
前
掲
加
藤
論
文
参
照
)

(
幻
〉
こ
の
次
元
で
の
主
体
の
構
成
は
、
別
な
シ
ニ
ア
イ
ア
ン
に
よ
っ
て
或
る
ひ
と
つ
の
シ
ニ
ブ
ィ
ア

γ
を
置
き
換
え
る
こ
と
か
ら
な
る
、
原
象
徴
化
を
構
成
し
た
隠
戦
化
の
過
程
と
密
接

に
結
び
つ
く
。

(
お
)
佐
々
木
孝
次
吋
ラ
カ
ン
の
世
界
』
宅
・

8lA印

(
却
)
イ
エ
ス
ペ
ル
セ
ン
、
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
の
考
察
が
あ
り
、
そ
の
思
考
対
象
(
同
・

2
t
g
G
が
話
し
相
手
と
の
関
係
を
と
お
し
て
の
み
決
定
さ
れ
る
よ
う
な
表
現
の
単
位
(
佐
々
木
、
前
掲

書
、
苦
・

8
1合)。

(
却
)
「
欲
望
」
に
つ
い
て
ラ
カ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
人
間
の
欲
望
そ
の
も
の
は
、
媒
介
の
記
号
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
お
り
、
自
分
の
欲
望
を
認
め
さ
せ
た
い
と
い
う
欲
望

だ
。
そ
れ
は
対
象
と
し
て
或
る
欲
望
、
つ
ま
り
他
人
の
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
ー
l
i人
間
は
何
ら
の
媒
介
も
な
し
に
自
分
の
欲
望
に
た
い
し
て
構
成
さ
れ
る
対
象
を
も
た
な
い
と
い
う
意

味
で
。
」
(
「
心
的
因
果
性
に
つ
い
て
」
)

(
出
)
佐
々
木
、
前
掲
書
、
苦
・

8
i己
参
照
。

(
勾
)
〉
・
』

5
・nw
ロ
〈
己

p
o
、.1
h
・
勺

-
M
b



日ラ
カ
ン
は
主
体
を
、
デ
カ
ル
ト
の
「
思
考
す
る
」
主
体
、
あ
る
い
は
「
意
識
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
無
意
識
の
主
体
」

と
し
て
と
ら
え
、

主
体
の
「
分
裂
」
を
さ
ま

デ
カ
ル
ト
を
、
批
判
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
ラ
カ
ン
か
ら
み
れ
ば
分
裂
の
主
体
で
あ
る
「
わ
れ
思
う
」
を
、
消
失
の
地
点
と
せ
ず
に
「
わ
れ
有
り
」
と
結
び
つ
け
て
実
体
と
し
た

(
お
)

フ
ロ
イ
ト
も
ま
た
、

ωσ
F
Z
と

t
m
g
mw円
。
包
ω
ロ
}
ハ
め
を
、
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

ざ
ま
な
角
度
か
ら
示
し
た
。

デ
カ
ル
ト
は
無
論
、
主
体
の
「
分
裂
」
や
「
消
失
」
を
、

ラ
カ
ン
の
よ
う
に
示
す
こ
と
は
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
直
接
に
諮
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
だ
が
実
際

に
、
デ
カ
ル
ト
の
書
き
残
し
た
テ
ク
ス
ト
を
検
討
し
て
み
る
と
、

ヲて
の
円
内

ω
n
o尚
昆

mwDω
、
実
体
と
し
て
の
「
精
神
ー
一
に
、
「
意
識
」
や
「
観
念
」
で
と
ら
え
き
れ
な
い
も

の
が
あ
り
、
今
日
わ
れ
わ
れ
が
「
無
意
識
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
な
が
り
う
る
も
の
を
み
い
だ
さ
れ
る
し
、
デ
カ
ル
ト
の
コ
ギ
ト
に
つ
い
て
も
、
現
代
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か

ら
の
再
検
討
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

そ
の
一
端
を
み
て
み
よ
う
。

明
確
な
意
識
と
し
て
現
前
す
る
コ
ギ
ト
、

そ
の
実
体

ω
与
l

浮
き
の
め
は
「
精
神

P

ヨ
と
で
あ
る
。
そ
の
精
神
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
も
い
う
。

「
精
神
の
な
か
に
は
:
;
:
身
体
の
な
か
の
よ
う
に
;
:
:
私
が
い
か
な
る
観
念
を
も
持
た
な
い
、

い
く
つ
か
の
特
性
が
あ
り
う
る
」

(
ジ
ピ
ウ
フ
宛
書
簡
二
八
四
二
年

月
十
九
日
、
〉
・
、
吋
・

記
-
A
U
1

∞〉

デ
カ
ル
ト
自
身
の
こ
と
ば
と
し
て
は
驚
く
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
、
人
間
知
性
の
有
限
性
と
神
の
能
力
の
無
限
性
の
問
題
が
背
後
に
あ
り
、
そ
れ
を
示
す
他
の

同
様
な
テ
ク
ス
ト
も
あ
る
。
が
こ
こ
で
は
ま
ず
、
「
精
神
」
や
「
意
識
」
「
観
念
t

一
そ
の
も
の
の
側
か
ら
問
題
を
と
ら
え
て
い
こ
う
。

「
私
は
思
考
と
い
う
こ
と
ば
で

(g吃
g
r
oロ一
ω

ロ。
5
5め
)
、
直
接
に
わ
れ
わ
れ
が
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
も
の
の
す
べ
て
を
、
包
括

す
る
」
(
『
第
二
答
弁
』
定
義

l
y

「
私
は
思
考
と
い
う
こ
と
ば
で
、
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
ず
る
、
し
か
も
そ
の
意
識
が
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
か
ぎ
り
の
す
べ
て

の
も
の
、
と
解
す
る
」
(
『
哲
学
原
理
』

I
l九
)
。
わ
れ
わ
れ
が
三
志
識
」
し
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
が
「
思
考
」
と
い
え
よ
う
。
「
観
念
」
に
つ
い
て
は
、

哲
学

・
思
想
論
集
第
十
四
号

ー七



デ
カ
ル
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七
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(
幻
)

「
私
は
観
念
と
い
う
こ
と
ば
で
、
各
々
の
思
考
の
形
相
l
ー
そ
の
形
相
を
誼
接
に
知
覚
し
て
私
は
そ
れ
ら
の
思
考
を
意
識
す
る
1
1
1
を
解
す
る
」
(
『
第
二
答
弁
』
定
義
日
)

と
い
い
、
「
観
念
」
「
思
考
」
「
意
識
」
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

精
神
の
な
か
に
あ
っ
て
、

し
か
も
私
が
い
か
な
る
観
念
を
も
た
な
い
も
の
。
そ
れ
は
究
極
的
に
は
、
「
私
の
思
考
」

つ
ま
り
は
「
私
の
意
識
」
か
ら
、

は
み
出
し
て
し

ま
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が

2
思
議
」
に
よ
っ
て
そ
の
木
性
が
規
定
さ
れ
る
「
精
神
」
の
な
か
に
い
か
に
し
て
、
そ
の
よ
う
な
、

い
わ
ば
「
無
意
識
」
を
み
と
め
る
こ
と

で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
、
「
精
神
は

精
神
の
本
性
が
思
考
す
る
こ
と

(お〉

(
・
:
・
)
思
考
す
る
こ
と
を
や
め
る
と
き
(
:
:
:
)
存
在
す
る
こ
と
を
や
め
る
だ
ろ
う
」
と
さ
え
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。

引
用
ナ
グ
ス
ト
に
つ
づ
け
て
、
「
精
神
は
つ
ね
に
思
考
す
る
」
と
言
い
、

が
で
き
る
の
か
。
先
ほ
ど
引
用
し
た
ジ
ピ
ウ
フ
宛
書
簡
で
も
、

こ
の
難
し
さ
は
容
易
に
は
解
決
さ
れ
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
ア
ル
ノ
ー
へ
の
書
簡
で
、
「
直
接
的
」
思
考
と
「
反
省
的
」
思
考
を
区
別
す
る
。

ま
ず
後
者
の
「
反
省
的
」
思
考
は
、
成
人
が
何
か
を
感
じ
る
と
き
、
そ
れ
を
初
め
て
感
じ
る
と
知
覚
す
る
も
の
で
、

知
性
」
の
み
に
か
か
わ
る
(
ア
ル
ノ

i
宛
書
簡
、

一
六
四
八
年
七
月
二
十
九
日
、

P
、H
J

〈
-
M
M
O
l
N
N
3
0

『
ピ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
h

で
も
、
「
精
神
は
r--、
. 

'-../ 

い
く
ど
で
も
自
分
の
気
に
入
る
ま
ま
に
自
分
の
思
考
を
反

省
し
、
(
:
:
:
)
自
分
の
思
考
に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る

(
〉
・
吋
・
〈
・
H

品川山〉。

「
反
省
的
」
で
な
い
思
考
が
「
直
接
的
」
思
考
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
胎
内
で
胎
児
が
、
風
の
よ
う
な
も
の
か
ら
感
じ
る
痛
み
や
、
あ
る
い
は
自
分
を
養
う
甘
い
血
液

か
ら
感
じ
る
快
楽
に
よ
っ
て
生
じ
る
思
考
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
い
か
な
る
知
的
記
憶
も
残
さ
な
い
。
胎
児
や
昏
睡
状
態
に
あ
る
人
、
卒
中
や
狂
っ
た
人
な
ど
の

精
神
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が

Q
E
C
‘
て
そ
の
説
明
は
『
第
五
答
弁
』
で
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
。

「
胎
内
や
番
睡
状
態
に
お
い
て
精
神
が
も
っ
た
思
考
を
私
た
ち
が
想
い
起
せ
な
い
こ
と

(
:
:
:
)
そ
の
理
由
は
、
精
神
が
ひ
と
た
び
考
え
た
思
考
を
想
起
す
る
に
は
、

精
神
が
身
体
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
疲
跡
が
脳
に
残
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
が

(
:
:
:
)
幼
児
や
昏
睡
状
態
の
者
の
脳
は
、
そ
の
よ
う
な
痕
跡

を
受
容
す
る
の
に
適
し
て
い
な
い
:
:
:
」
(
「
第
日
省
察
」
ロ

0
3。

ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
の
八
微
小
表
象
胃

5
2
℃

0
5
3・

(四〉

t
oロ
ω
V
に
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
と
言
い
、
今
日
「
前
意
識
」

E
C
Sロ
ω氏
。
え
と
よ
ば
れ
る
も
の
に
繋
が
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
「
直
接
的
」
思
考
は
、

わ
れ
わ
れ
に
想
起
さ
れ
な
い
。

H
-
F
3
0
2ゅ
は
こ
の
よ
う
な
思
考
を
、

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
い
か
な
る
観
念
を
も
持
た
な
い
」
も
の
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
ま
だ
「
無
意
識
」
と
は
い
え
な
い
。

戸

ω℃
O
門
門
ゅ
は



さ
ら
に
、
「
精
神
」
の
、
作
用
と
能
力
と
を
区
別
す
る
。
そ
し
て
身
体
と
の
結
合
に
お
け
る
精
神
に
、
「
無
意
識
」
山
口
の
O
ロ
ω
己

0
2
を
特
に
動
物
精
気
の
運
動
と
の
関
連
で

探
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

2 

〈
刊
)

デ
カ
ル
ト
は
「
直
接
的
ー
一
思
考
を
「
反
省
的
」
思
考
と
同
質
だ
と
考
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る
し
、
次
の
よ
う
に
ア
ル
ノ

l
に
答
え
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
れ
ま
で

見
て
き
た
よ
う
な
「
無
意
識
」
に
つ
な
が
り
う
る
も
の
を
斥
け
て
し
ま
う
よ
う
で
も
あ
る
。
ア
ル
ノ
ー
へ
の
『
第
四
答
弁
』
を
読
も
う
。

「
〈
思
考
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
の
う
ち
に
は
、
精
神
が
そ
れ
に
つ
い
て
意
識
し
な
い
も
の
は
何
も
あ
り
は
し
な
い
〉
と
い
う
こ
と

(
:
:
:
)
精
神
の
う
ち
に
は
、

思
考
で
は
な
い
も
の
、
あ
る
い
は
思
考
に
依
拠
し
な
い
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
知
解
す
る
。
と
い
う
の
は
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
思
考
す
る
も

の
と
し
て
の
精
神
に
、

そ
れ
は
属
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
。
そ
し
て
、

〈
札
)

い
よ
う
な
い
か
な
る
思
考
も
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
」

わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
の
な

だ
が
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
な
き
わ
め
て
重
要
な
留
保
を
つ
け
て
い
る
。

「
し
か
し
な
が
ら
銘
記
す
べ
き
は
、

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
働
き
、

つ
ま
り
作
用
を
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
常
に
現
実
的
に
意
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

〔
し
か
し
〕
わ

れ
わ
れ
の
精
神
の
能
力
あ
る
い
は
力
能
に
つ
い
て
は
、
潜
勢
的
に
と
い
う
な
ら
ば
と
も
か
く
、
常
に
〔
現
実
的
に
意
識
し
て
い
る
〕
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
(
:
:
・
)

わ
れ
わ
れ
が
或
る
能
力
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
能
力
が
精
神
の
う
ち
に
あ
る
と
す
れ
ば
、

た
だ
ち
に
現
実
的
に
意
識
す
る
と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
能
力
が
精
神
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、

わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
と
し
て
も
、
否

定
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
。

や
作
用

(
0
志
足
立
O
ロ
ω)
と
、
能
力

(
P
2
z
b
ω
)

(
位
)

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
内
に
あ
っ
て
、
意
識
さ
れ
な
い
ま
主
で
あ
る
こ
と
を
み
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
こ
こ
で
、
デ
カ
ル
ト
は
、
精
神
の
働
き

(
R
Z
C

や
力
能
(
七
三

ghEng)
と
を
区
別
し
、

後
者
が、

前
掲
ア
ル
ノ

i
宛
書
簡
で
も
、
「
思
考
ー
一

(g笠
宮
Z
O
)

と
い
う
語
の
あ
い
ま
い
さ
に
ふ
れ
て
、
「
物
体
の
木
性
を
構
成
す
る
〈
拡
が
り
〉
が
(
・
:
:
)
八
拡
が
り
〉
の
さ

ま
ざ
ま
な
形
象
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、
思
考
(
:
:
:
)
は
、
個
々
に
思
考
す
る
働
き
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る

(P
吋・〈・
N
N
C

。
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ホ
ッ
プ
ズ
へ
の
『
第
二
答
弁
』
で
も
、
思
考
す
る
行
為
と
思
考
す
る
主
体
の
問
題
に
答
え
て
、
能
力
(
町
内
広
三
芯
)
の
概
念
を
入
れ
て
い
る
。
「
思
考
(
℃

gω
段
)

時
に
行
為
と
み
な
さ
れ
、
時
に
能
力
と
み
な
さ
れ
、
そ
し
て
時
に
こ
の
能
力
が
内
に
あ
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
」
(
〉
・
吋
・
良
一
・
ロ
問
、
〈
口
・
ロ
品
)
。

vi 

『
第
五
答
弁
』
で
も
、
思
考
を
想
起
す
る
た
め
に
は
、
精
神
が
自
ら
を
ふ
り
向
け
る
必
要
の
あ
る
こ
と
を
説
き
、
痕
跡
が
脳
に
刻
ま
れ
た
「
思
考
」
と
、
そ
れ
を
想
起

す
る
精
神
の
働
き
と
を
区
別
し
て
い
る
(
「
第

E
省
察
」
ロ
。
ご
。

こ
の
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
内
に
あ
っ
て
、
「
能
力
」
、
あ
る
い
は
脳
内
の
痕
跡
と
し
て
、

意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
に
あ
る
も
の
が
み
と
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
、

意
識
に
隠
れ
た
、

い
わ
ば
潜
在
的
な
能
力
は
「
生
得
的
」
な
も
の
と
も
つ
な
が
る
。

デ
カ
ル
ト
は
ま
ず
、
「
い
か
な
る
外
的
事
物
の
助
け
も
な
し
に
こ
れ
ら
の
観
念
を
生

み
だ
す
の
に
適
し
た
、
な
ん
ら
か
の
能
力

Q
R
E怠
る
あ
る
い
は
力
能
(
℃
三
ω
包
ロ
2
ω
)

が
私
の
う
ち
に
、
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
ま
だ
私
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い

(

日

)

フ

イ

ク

シ

g
y

け
れ
ど
」
(
『
省
察
国
』
〉
l

、H
J
H
M

・ω
ご
と
一
一
=
ロ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
私
の
精
神
の
純
粋
な
産
出
、
あ
る
い
は
仮
構
」
で
な
く
(
〉
・
吋
・
ロ
ハ
・
品
目
)
、

感
覚
に
由
来
し
な
い

観
念
、
そ
れ
は
「
私
が
仮
想
し
た
り

(pzzc
考
案
し
た
り
し
た
と
は
一
言
え
な
い
」
(
〉
・
け
良
・
戸

)
i
iデ
カ
ル
ト
が
「
生
得
的

5
口
合
巴
と
よ
ぶ
も
の
が
こ
れ
で

(

川

刊

)

あ
る
。
当
時
の
習
慣
的
な
訳
に
よ
れ
ば
、
札
抽
出
さ
宮
内
す
な
わ
ち
「
私
と
共
に
生
れ
た
」
と
な
る
。

こ
の
「
生
得
的
な
」
(
私
と
共
に
生
れ
た
)
「
観
念
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
の
内
に
あ
る
の
か
。
ホ
ッ
プ
ズ
の
反
論
に
答
え
て
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
説
明

し
て
い
る
。
「
あ
る
観
念
が
私
と
共
に
生
れ
た
、
あ
る
い
は
、

わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
内
に
自
然
的
に

(
生
れ
つ
き
に
)
刻
み
込
ま
れ
た
、

と
い
う
と
き
、

そ
の
観
念
が
常

に
わ
れ
わ
れ
の
思
考
に
現
前
し
て
い
る
と
は
解
し
な
い
。
(
:
・
・
)

〈
日
)

う
こ
と
な
の
で
す
。
」
(
〉
・
汁
H
v
n
・
広
一
戸
〈
口
・
同
∞
ω〉。

そ
う
で
は
な
く
単
に
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
に
、

そ
れ
を
産
出
す
る
能
力

(pgpb)
が
あ
る
と
い

」
こ
で
の
論
議
は
、

す
で
に
、

生
得
観
念
の
能
動
的
産
出
を
否
定
し
た
上
で
な
さ
れ
て
お
り
、
「
阿
り
m

広
三
宮
ω
」
が
潜

在
的
な
も
の
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

H
D白
川
凶
門
町
凶

ωw

明

ωの
z
x
m凶
ω

に
つ
い
て
同
様
の
説
明
は
、

』
布
弘
、
も
お
-
同

m
N
G
N
h
v
E
n
b
M、
民
民
A
W

河
内
包
史
的

に
も
み
ら
れ
る

(
弓
ミ
ミ
ミ
も
さ
同
さ
さ
き
お
・

〉・、
H

，・〈
H
H
H
・∞・

ω合)。

こ
の
よ
う
に
生
得
観
念
は
、
わ
れ
わ
れ
の
内
に
潜
在
的
に
存
在
し
う
る
。
そ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
ア
ル
ノ
ー
へ
の
『
第
四
答
弁
』
で
デ
カ
ル
ト
が
留
保
し
た
よ
う
に
、
精

神
の
能
力
会

R
己
芯
ω〉
は
、
作
用
が
な
さ
れ
な
い
限
り
無
意
識
の
ま
ま
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
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「
私
」
と
は
「
思
考
す
る
も
の
ロ
ロ
ゅ
の
7
0
8
」
で
あ
っ
た
。

「
厳
密
に
い
う
な
ら
ば、

思
考
す
る
も
の
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
」
(
『
省
』
祭
』
日
)
。
「
私
の
思
考
」
以

外
の
す
べ
て
の
も
の
が
、
懐
疑
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
私
の
思
考
」
だ
け
が
、
疑
い
え
な
い
真
理
一
と
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
し
て
デ
カ
ル
ト
の
表
現
は
、

他
の

す
べ
て
の
も
の
を
、
「
私
は
そ
れ
ら
を
存
在
し
な
い
と
想
定
す
る
」
と
い
う
。

し
か
し
も
し
か
す
る
と
、
そ
れ
ら
は
、
「
私
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
私

が
存
在
し
な
い
と
想
定
し
た
そ
れ
ら
が
、

私
の
知
る
こ
の
私
と
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
自
問
す
る
。
そ
し
て
、
「
私

は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
い
。
私
は
今
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
議
論
は
し
な
い
よ
と
い
う
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト

は
こ

こ
『
省
察
』
日
で
、

明
ら
か
に
問
題
を

留
保
し
て
い
る
。

こ
の
問
題
は
、
長
い
迂
回
の
あ
と
で
『
省
察
』

M
に
至
っ
て
一
丹
び
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
「
思
考
す
る
も
の
で
あ
り
、

鉱
が
り
の
な
い
も
の
と
し
て
の
み
」

の
精
神
と
、

身
体
に
実
体
的
に
結
合
し
身
体
と
ご
体
の
よ
う
に
」
な
っ
て
い
る
精
神
の
次
元
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

」
の
問
題
は
ま
た
、

エ
リ
ザ
ベ
ス
王
女
と
の
応
答
で
も
取
り
あ
げ
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
「
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
し
か
理
解
さ
れ
な
い

(
:
:
:
)
原
初
的
概
念
」
と

し
て
、
「
精
神
の
概
念
」
「
物
質
(
身
体
)

の
概
念
」
「
両
者
の
結
合
に
関
す
る
概
念
」
の
三
つ
を
あ
げ
、

そ
れ
ら
は
、

互
い
の
比
較
で
は
な
く
て
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
仕

方
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
だ
、

と
い
う
。
(
〉・吋・
H

何回・∞∞
ω〉

身
体
に
結
合
し
た
精
神
は
、
「
思
考
を
前
提
し
な
い
、
あ
る
い
は
、
部
分
的
に
し
か
前
提
し
な
い
よ
う
な
能
力
を
も
っ
」
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
精
神
」
が
「
身
体
を
動

か
す
能
力
」
の
問
題
と
し
て
表
わ
れ
刻
。
た
と
え
ば
、
私
が
身
体
に
働
き
か
け
る
力
。
私
は
こ
の
力
を
意
識
し
て
い
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
私
は
腕
や
脚
を
動
か
そ
う
と

自
分
の
意
志
を
向
け
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
(
ア
ル
ノ

l
宛
書
簡
一
六
四
八
年
七
月
二
十
七
日
、
〉
・
、
円
〈
・
N
N
N
)

。
こ
の
力
は
、
動
物
精
気
を
神
経
に
送
り
、

〈
灯
〉

対
応
す
る
筋
肉
を
緊
張
さ
せ
た
り
弛
緩
さ
せ
た
り
す
る
わ
け
だ
が
、
私
は
こ
の
作
用
の
す
べ
て
を
知
っ
て
は
い
な
い
。
動
物
精
気
に
よ
る
生
理
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
、
精

神
の
働
き
か
け
る
作
用
も
、
「
私
」
(
精
神
)

は
そ
の
詳
細
を
知
ら
な
い
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
い
わ
ば
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
精
神
の
能
動
で
あ
る
「
意
志
」
に
、
「
散
歩
し
よ
う
と
す
る
意
志
を
も
ち
、

(
:
:
)
脚
が
動
い
て
、

歩
く
こ
と
が
行
な
わ
れ
る
場
合
」
が
あ
る
が
(
『
情

念
論
』

一
八
〉
、
動
物
精
気
が
神
経
に
送
ら
れ
る
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
詳
細
を
、
「
精
神
」
は
知
つ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
た
と
え
ば
、
(
:
:
:
)
遠
く
に
あ
る
物
体

を
見
る
限
つ
き
を
し
よ
う
と
意
志
す
る
と
き
、

そ
の
意
志
は
瞳
孔
を
拡
大
さ
せ
る
。

し
か
し
、
単
に
瞳
孔
を
拡
大
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
、

い
か
に
そ
の
意
志
を
も
っ

哲
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て
も
、
瞳
孔
は
拡
大
さ
れ
な
い
」
(
『
情
念
論
』
四
四
)
。
意
志
は
本
性
上
、
そ
れ
ぞ
れ
腺
の
運
動
に
結
合
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
「
習
性
」
に
よ
っ
て
、
腺
の
別
の
運
動
に

も
結
合
さ
れ
う
る
。
こ
と
ば
を
話
す
場
合
の
「
舌
や
唇
の
動
か
し
方
」
と
「
意
味
」
の
結
び
つ
き
も
、

「
習
性
」
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

繰
り
返
し
に
よ
っ
て
身
体
の
な
か
で
動
物
精
気
が
よ
り
た
や
す
く
入
る
よ
う
に
な
る
通
路
が
開
か
れ

る
、
と
い
う
よ
う
な
、
純
粋
に
身
体
的
・
機
械
論
的
に
説
明
し
て
い
出
。
歩
行
し
た
り
、

デ
カ
ル
ト
は
「
習
性
(
憤
)
」

E
C芦
包
め
を
ま
ず
一
般
的
に
は
、

他
の
自
然
な
反
射
運
動
す
べ
て
の
よ
う
に
、

わ
れ
わ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
行

な
う
こ
と
を
い
か
な
る
仕
方
で
思
考
す
る
こ
と
も
な
く
」
、
踊
っ
た
り
、

発
戸
し
た
り
さ
え
で
き
る
の
で
あ
る

(
ニ
ュ

l
カ
ッ
只
ル
宛
書
簡
、

一
六
四
六
年
十
一
月
二
十

一一
一
目
、
〉
・
、
H
J
H
J
1

・
ミ
ω)
。

だ
が
こ
れ
ら
は
動
物
機
械
論
の
次
元
で
の
説
明
で
あ
る
。
身
体
に
結
合
し
た
精
神
を
も
っ
人
間
に
お
い
て
は
、
純
粋
に
生
理
的
な
自
動
機
械
が
精
神
に
反
映
し
た
り
、
完

(刊
)

全
に
知
的
な
習
練
が
が
身
体
に
記
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
先
ほ
ど
あ
げ
た
一
言
語
の
例
で
は
、
生
理
的
に
刻
み
込
ま
れ
た
メ
カ
ニ
ズ

器
官
に
依
存
し
な
い
「
知
的
記
憶
」
に
よ
る
、

(
日
)

山
口
件
。
ロ
め
の
門
口
ぬ
]
]
め
」
で
あ
っ
た
。

ム
の
痕
跡
が
、
概
念
や
論
理
を
よ
び
起
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
、
言
葉
の
音
声
や
文
字
を
物
質
的
側
面
と
し
、

(
刊
)

と
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
を
、
純
粋
に
精
神
的
で
あ
り
、
身
体

そ
し
て
ま
た
デ
カ
ル
ト
の
新
し
い
方
法
の
適
用
も
、

ま
ず
は

「
獲
得
す
べ
き
知
的
習
慣

Z
E
E合

精
神
と
身
体
の
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
る
情
念
を
説
明
す
る
『
情
念
論
』
に
お
い
て
も
、
純
粋
に
精
神
的
な
も
の
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
、
基
本
情
念
の
第
一
で
あ
る
「
驚

嘆
」
包
百
一
円
丘
一
oロ
は
、
あ
る
対
象
が
新
奇
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
、
新
し
い
印
象
が
生
じ
て
動
物
精
気
の
運
動
を
変
え
る
こ
と
に
そ
の
力
が
あ
る
の
だ
が
、
「
現
わ

れ
て
く
る
他
の
対
象
が
、
精
神
に
少
し
で
も
新
し
く
見
え
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
対
象
に
も
精
神
が
同
じ
仕
方
で
扱
わ
れ
て
し
ま
う
習
性
(
償
)
一
足
立
苫
号
を
残
す
」

(
七
八
)
。

そ
し
て
情
念
が
「
精
気
の
運
動
に
よ
っ
て
起
さ
れ
る
」
と
き
、
「
精
神
の
も
つ
傾
向
古
己
吉
丘
一
2
こ
は
、
「
精
神
が
み
，
す
か
ら
に
価
値
を
表
示
す
る
」

よ
う
な
心
的
な

本
質
を
も
っ
(
一
四
九
)
。
多
く
の
情
念
が
、
こ
の
よ
う
な
「
傾
向
」
や
「
精
神
の
意
向
忠
告

g
在

g
」
を
も
ち
(
一
六
二
、

一
六

一
六
五

な
ど
て
そ
れ
ら
は
感

情
的
な
傾
き
や
前
意
識
、

さ
ら
に
は
無
意
識
的
な
適
性
や
能
力
ま
で
も
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
傾
向
」
宮
の
ご
S
Z
O
D
や
「
習
性
(
慣
)
」
げ
与
広
三
一め
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
な
例
で
説
明
し
て
い
る
。
「
ひ
と
を
情
念
へ
と
向
け
さ
せ
る
傾



向
な
い
し
習
慣
が
、
情
念
そ
の
も
の
と
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
容
易
に
見
わ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
じ
っ
さ
い
た
と
え
ば
あ
る
町
で
、
敵
方
が
包

四
し
に
や
っ
て
き
た
と
の
知
ら
せ
が
伝
え
ら
れ
た
と
き
、

身
に
ふ
り
か
か
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
禍
に
つ
い
て
住
民
た
ち
が
な
す
最
初
の
判
断
は
、

精
神
の
能
動

R
t
s

で
あ
り
、
受
動
(
情
念
)
3
8
5ロ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
(

こ
の
判
断
は
、
多
く
の
人
た
ち
に
お
い
て
一
様
な
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
で
す
が
、
(
:
:
;
)
全

ロ
貝
が
同
じ
よ
う
に
動
か
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
恐
怖
に
対
す
る
習
慣
な
い
し
傾
向
の
内
容
に
応
じ
て
、
あ
る
者
は
人
並
以
上
に
、

ま
た
あ
る
者
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
く
、

動
か
さ
れ
る
わ
け
で
す
」
(
エ
リ
ザ
ベ
ト
宛
書
簡

一
六
四
五
年
十
月
六
日
〉
。
『
情
念
論
』

一
七
一
で
も
、
情
念
と
し
て
の
「
勇
気
」
は
、
「
習
慣
や
生
来
の
傾
向
」
と
し

て
の
「
勇
気
」
と
区
別
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
傾
向
や
省
僚
は
個
人
的
差
異
に
お
い
て
現
わ
れ
る
が
、
「
精
神
の
気
質

R
g
B
E
E
Sご
と
い
っ
た
や
や
大
胆
な
表
現
で
、
生
得
的
な
傾
向
に
よ
る
個
人
差

が
説
明
さ
れ
る
。

ろ
彼
ら
の
精
神
の
気
質
で
あ
る
」
(
『
情
念
論
』

た
と
え
ば
、
「
老
人
の
う
ち
に
は
不
満
が
も
と
で
す
ぐ
泣
く
者
が
い
る
が
、

(
日
)

一一一一一ニ〉。

彼
ら
に
そ
う
い
う
傾
向
を
与
え
て
い
る
の
は
、

身
体
の
体
質
よ
り
も
む
し

他
方
、
方
法
の
実
践
や
徳
の
習
練
な
ど
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
待
ら
れ
る
習
性
(
慣
)
が
み
出
。
こ
の
よ
う
な
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
生
来
的
な
も
の
の
結
合
は
そ
ラ

ル
の
問
題
に
も
つ
な
が
る
。
「
ふ
つ
う
徳

2
3
5
と
よ
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
精
神
を
或
る
思
考
に
し
む
け
る
、
精
神
の
う
ち
の
或
る
習
性
で
あ
る
。
(
:
:
:
〉
こ
れ
ら

の
習
性
は
、
そ
れ
ら
の
思
考
と
は
異
な
る
が
、

し
か
し
そ
れ
ら
の
思
考
を
生
み
出
し
う
る
し
、

ま
た
逆
に
、
そ
れ
ら
の
思
考
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
う
る
。
(
:
:
:
)
そ
れ

ら
の
思
考
は
精
神
だ
け
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
う
る
が
、

し
か
し
、
或
る
精
気
の
運
動
が
そ
れ
ら
の
思
考
を
強
め
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら

の
思
考
は
、
徳
の
能
動
的
活
動
で
あ
る
と
同
時
に
、

ま
た
精
神
の
受
動
的
情
念
で
も
あ
る
ー
一
(
『
情
念
論
』

一
六
一
〉
。

こ
の
よ
う
な
習
性
(
償
)

は
、
そ
れ
ゆ
え
純
粋
に
精
神
的
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
脳
の
生
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
あ
り
う
る
。
そ
し
て
、
「
思
考
ー
一

す
な
わ
ち
意
識
の
心
的
作
用
と
同
一
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
つ
の
習
性
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
良
心

(85σ
一3
2
)

そ
れ
ゆ
え
、
「
た
え
ず
徳
に
従
っ
て
い
る
人
々
が

(
:
:
;
)
も
つ
満
足
感
は
、

彼
ら
の
精
神
に
お
け
る
ひ

の
安
ら
、
ぎ
、
良
心
の
安
堵
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
な
「
習
性
」
に
よ
る
「
満
足
感
」
!
「
安
ら

ぎ
」
は
、
時
に
は
意
識
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
「
善
な
る

(
:
:
:
)
こ
と
を
果
し
た
直
後
に
え
ら
れ
る
(
:
:
:
)
満
足
感
」
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
(
一
九

O
〉

こ
う
し
て
、
「
傾
向
」
や
「
習
性
(
慣
ど
の
心
的
な
本
性
は
、
そ
れ
が
生
来
の
も
の
で
あ
っ
て
も
、

獲
得
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、

精
神
の
知
的
機
能
や
感
情
的
生

の
な
か
に
入
り
込
ん
で
い
る
。

そ
う
な
る
と
、

デ
カ
ル
ト
が
そ
の
存
在
を
み
と
め
た
「
思
考
そ
の
も
の
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
痕
跡
〈
め
砕
石

g
」
に
よ
る
「
知
的
記

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

七
九



デ
カ
ル
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分
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)¥_ 

O 

依
存
す
る
しー

ま
っ
た
く
知
的
な
も
う
ひ
と
ペ〉
。コ
記
1意
の
存
在
を
み
と
め
て
イ勺

り〉

?β 
ノレ さ
」ト.. .1/-、

ン ミご己
ヌヲ
宛
ーア

プミ カ
四ル
O ト

年は
四:
月身;

一体
日 v，こ

依
そ存
れす
はる

記
コ憶
υ、 Lー

だと
立会は
2U別

にそ
よ「

語性三
つ-t同

て神
説の
明み

憶
」
に
も
、

つ
な
が
る
こ
と
に
な
ろ
う
(
メ
ラ
ン
宛
一
六
四
四
年
五
月
二
日
、

さ
れ
る
身
体
的
記
憶
の
刻
印
に
は
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
、
「
身
体
器
官
に
依
存
す
る
こ
と
の
な
い
」
精
神
的
な
記
憶
で
あ
る

(
同
年
八
月
、
〉
・
吋
・
ロ
日
・

H
A
Y
同
年
六

月、

kr
吋
・
口
戸
∞
品
1

∞
印
)
。
そ
し
て
、
「
痕
跡
」
〈

g
c
m
g
と
い
う
語
、
が
、
脳
内
の
物
質
痕
跡
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ

う
に
は
っ
き
り
言
い
切
っ
て
い
る
。

「
身
体
的
な
も
の
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
い
か
な
る
例
に
よ
っ
て
も
、

」
れ
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
」

と
(
メ
ヲ
ソ

宛
、
目
立
己
・
〉
。

(
お
〉
的
・
司
B
C
円p
c・-晶、
-
M
H
〈
-H)-NHm
一〈
5
8
E
ロ
2
8
5
σ
2
・hwN3円sa-2nw之
さ
ミ
内
之
内
定

N
w
y向
5
5
門w
H
C、3
・
HU
・
5
・

(
別
)
デ
カ
ル
ト
の
テ
ク
ス
ト
で
は
こ
の
問
題
を
、
人
間
知
性
の
有
限
性
が
越
え
る
こ
と
の
不
可
能
な
、
神
の
無
限
の
能
力
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
箇
所
が
あ
る

!
l又
:
:
:
)
或
る

も
の
の
十
全
な
認
識
を
知
性
が
も
つ
た
め
に
は
、
知
性
の
う
ち
の
認
識
す
る
力
が
、
そ
の
も
の
に
匹
敵
す
る
(
:
:
:
)
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
(
:
:
:
)
可
能
で

す
。
が
、
知
性
が
、
自
分
は
そ
う
い
う
認
識
を
も

っ
て
い
る
と
、
い
わ
ば
神
が
そ
の
も
の
の
う
ち
に
知
性
の
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
以
上
の
も
の
は
何
も
措
定
し
な
か
っ
た
と
、
知
る

こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
、
知
性
の
認
識
す
る
力
が
、
神
の
無
限
の
能
力
に
匹
敵
す
る
(
:
)
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
は
全
く
不
可
能
で
す
」
(
『
第
四
答
弁
』
〉
・
4
・
ぐ
戸
N
N
0
・
)
o
Q・

『
ビ
ュ
ル
マ
ン
と
の
対
話
』
〉
・
吋
・
〈
-
H
U
H
-
5
N
。

(
お
)
ラ
テ
ン
語
原
文
で
は

5
2
5
5
5
Z
E
Z
2
5
h九
九
巴

5
5
・
仏
訳
で
は
門
戸
口
ω

5

5

2
印O己
J
-
u
ω
ω
5
2
b
E
E
E
コω三
8
5
5
2
3
2
0

(
お
)
ラ
テ
ン
語
即
日
目
ω
。ョロ
E
S
Z
S
ロ。
σ
2
2
5
2
N
h
Z
コ
O
一U
2
2
5
F
門主
E
2
2
0
0
H・2
2
5
z
o
E
ω
S
5
1
3とお

2
F
仏
訳
円
O
E
S
A
c
-
S
F
広
2

5

5

号

宮

口

σ

的O円
百
円
官
。
口
。
ロ
印
円
判
HHUmw
門わゆ〈
O口
ω
ルヨ
HMdhvEE020
己
℃
mw
門口
0
5
1
5
E
3
2
・

(
幻
)
ラ
テ
ン
語

g
D
ω
2
5
m
g
f
仏
訳
は
ロ
0
5
h
w
〈。ロ
ω
の
O
D
D
E
印印凶ロの
σ
と
な
っ
て
い
る
。

以
上

3
つ
の
テ
グ
ス
ト
で
は
、
ラ
テ
ン
語
の
の
O
H
d
m
E
O
E
E
に
対
す
る
仏
訳
で
、
。
。
コ
ω巳
2

8

は
一
切
用
い
ら
れ
ず
、
の
OD『
以
内
乙
可

0
・
8
D
D
巳
印
話
コ
門
な
ど
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
の
他
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
の
仏
訳
を
み
て
も
同
様
で
、
一
七
世
紀
の
仏
訳
者
は
、

8
ロ
加
わ
広
三
戸
を
や
や
遠
凶
し
な
フ
ラ
ン
ス
語
で
訳
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
以
前
に
は

わO
ロ
ω
の
芯
ロ
の
め
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
語
は
心
理
的
な
意
味
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
デ
カ

ル
ト
自
身
が
、
『
第
4
省
察
』
や
『
ジ
ビ
ウ
フ
宛
書
簡
』
な
ど
で
明
確
な
意
味
を

与
え
た
こ
と
に
な
る
よ
う
だ
。

(
P
H
N
O
E
?
円
。
三
タ
可
3
2
b
室
町
、
内
コ
ミ
m
g
R
芯
ミ
忌
R
b
s
h
bミ
2

ミ
~
町
ミ
ミ
ご
3
5
3
R
H
Y
C・
明
・
石
印
O匂円

)-N由
参
照
)
。

(
お
)
え
-
F
0
3
5
ν

〉
H・R
5
5
・
A
苫
古

E
A
∞
・
〉
・
吋
・
〈
・

5
N
1
5
F
H
Z℃
-mwzv向
日

20σ
」

0
2
5コ
凹
(
の
OH凶作円。

z
-
T
Y向
E
-
仲良

-
o
p
ロ
o
H
〈
)
o
F
2号。

hv
月

2
t
c
p
ヨ何回↑

5

2
・

〉
吋
〈
ロ
・

ω吋
H
I
l
l
《
〉
巳
Smw
古

y
o
ヨ
F
D
O
C
D
-
わ
m凶
作
∞
?
ロ
AWHU℃
A
V
E
t
o
D
お
と
印
》

(
却
)
守
山
口

F
m
u
。
2
0
・
hh川
、
ミ
芯
芯
ね
一
史
的
司
法
偽
札
ぬ

b
g
S
H、
同
町
匂
切
り
口
・
司
・

5
A
F
H
υ
日U
L
S
i
H
U
印
・
ラ
ボ
ル
ト
の
こ
の
見
解
に
対
し
て
Y
・
ベ
ラ
ヴ
ァ
ル
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
、

被
造
物
で
あ
る
観
念
に
内
在
す
る
限
界
と
、
観
念
の
「
表
出
」
と
に
ふ
れ
て
、
デ
カ
ル
ト
と
の
差
異
を
指
摘
す
る
(
〈
〈
O口
出
。
E
〈
ω
y
h
3
ぎ
ヌ
ミ
主
室
内

h
t
u
s
n
b之
内
向
"

の
NF
ロ一口
μmw
円門
Y
H
C。
。
"
同
〉
℃
・

HAFOtM品
ω)0
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デ
カ
ル
ト
と
精
神
分
析

八

ω 二
十
世
紀
の
現
代
、
哲
学
と
医
学
の
学
際
領
域
で
多
く
の
仕
事
を
し
て
い
る
戸
汁

開ロぬ

σ
-
Z
E門
は
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
「
脳
に
依
存
し
な
い
記
憶
」
を
と
り
あ

げ
、
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
の
深
い
意
味
を
、
現
代
の
脳
生
理
学
と
の
関
連
で
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
さ
ら
に
、

(
幻
)

要
な
問
題
と
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
紙
数
と
時
間
の
制
約
も
あ
り
、

ポ
ッ
パ
!
と
エ
ッ
ク
ル
ズ
が
定
式
化
し
た
重

フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
の
記
憶
」
と
の
つ
な
が
り
を
示
唆
す
る
に
と
ど
め
よ
う
。

(
お
)

フ
ロ
イ
ト
の
「
無
意
識
」
と
は
「
無
意
識
の
記
憶
」
で
あ
り
、
精
神
分
析
の
作
業
は
、
こ
の
「
無
意
識
の
記
憶
」
を
想
起
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
記

め
の
シ
ス
テ
ム
が
あ
る
は
ず
だ
、

フ
ロ
イ
ト
は
、
「
記
憶
」
が
知
覚
そ
の
ま
ま
の
図
像
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
は
考
え
ず
、
「
知
覚
」
の
た
め
の
シ
ス
テ
ム
と
は
別
に
、
「
記
憶
」
の
た

(
刊
)

と
考
え
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
こ
の
シ
ス
テ
ム
を
、

「
書
き
込
み
」
(
Zぽ
己

2ω
の
『
己

P
)
と
よ
ん
だ
。
こ
れ
は
、

フ
リ
ー
ス
と
の
文
通
で
す
で

憶
」
に
つ
い
て
、

に
見
ら
れ
る
も
の
で
、
知
覚
(
宅
)
と
意
識
(
∞

2
3〉

と
の
あ
い
だ
に
、
一
一
一
つ
の
「
書
き
込
み
」
の
系
が
あ
り
、

知
覚
は
、

こ
れ
ら
の
系
に
写
さ
れ
て
記
号
と
な
り
、

書
き
換
え
を
受
け
な
が
ら
意
識
に
近
づ
く
と
考
え
ら
れ
た
。
「
無
意
識
」
(
ロ
ウ
)

は
、
こ
の
「
書
き
込
み
」
の
一
つ
と
し
て
捕
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
フ
ロ
イ
ト
は
、
瞬
時
に
消
え
去
る
は
ず
の
「
知
覚
」
と
、
保
存
さ
れ
る
「
記
憶
」
と
は
別
の
系
に
属
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
、
そ
れ
は
一
九

二
O
年
の
「
快
感
原
則
の
彼
岸
」
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ブ
ロ
イ
ト
は
対
象
表
象
を
、
こ
と
ば
の
表
象
(
さ

2
2
2
2巴
7
5
m
)
と
も
の
の
表
象

(
ω
R
Y〈
。
ぺ

ω
克
己
ロ
ロ
拘
)
に
分
け
、
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
対
象
表
象
は
〈
:
・
'
)
直
接
的
な
も
の
の
記
憶
像
で
は
な
く
、
〈
:
;
:
)
遠
く
は
な
れ
た
記
憶
痕
跡
の
備
結
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。
(
:
:
・
)
意

識
さ
れ
る
表
象
は
、
も
の
の
表
象
と
そ
れ
に
属
す
る
こ
と
ば
の
表
象
と
を
含
み
、
無
意
識
の
表
象
は
も
の
の
表
象
だ
け
な
の
で
あ
る
」
。
直
接
に
体
験
さ
れ
た
記
憶
像
が
、

(
印
)

も
の
の
表
象
に
な
る
か
、
あ
る
い
は
こ
と
ば
の
表
象
に
な
る
か
は
、
記
憶
痕
跡
(
何
ユ
ロ
ロ
め
門
戸
口
開
ωω
七
ロ
ペ
)
を
通
る
こ
と
に
よ
っ
て
違
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
表
象
」
〈
O
円

ω
円
。
ロ
ロ
コ
拘
に
つ
い
て
も
、

そ
し
て
ま
た
フ
ロ
イ
ト
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
先
ほ
ど
み
た
デ
カ
ル
ト
の
習
慣
〈
性
)
や
傾
向
な
ど
を
論
じ
る
よ
う
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
く

想
い
起
こ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
「
対
象
表
象
は
な
ぜ
、

そ
れ
自
身
の
残
存
を
仲
介
に
し
て
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

(
:
:
:
)
思
考
と
い
う
も
の
は
、

も
と
の
知
覚

の
残
存
か
ら
ひ
ど
く
航
れ
た
体
系
の
な
か
で
い
と
な
ま
れ
る
の
で
、
知
覚
の
性
質
は
も
は
や
何
も
う
け
つ
い
で
お
ら
ず
、
意
識
す
る
た
め
に
は
、
新
し
い
知
覚
の
性
質
に

よ
る
強
化
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
、
こ
と
ば
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
、
対
象
表
象
相
互
の
関
係
に
相
応
す
る
よ
う
な
知
覚
だ
け
か
ら
は
得
ら
れ
な
い
性



(
引
)

質
を
も
っ
た
備
給
に
め
ぐ
ま
れ
る
(
・
・
:
・
〉
」

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
以
上
の
考
祭
の
前
提
と
な
っ
た
の
は
、
私
(
精
神
)
が
身
体
と
一
体
に
な
っ
た
次
元
で
あ
っ
た
。
「
思
考
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
私
」
が
「
身
体

と
或
る
ひ
と
つ
の
一
体
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
」
こ
と
、

そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
、
何
に
由
来
す
る
の
か
。
デ
カ
ル
ト
は
、

「
自
然

E
同
戸
内
凶
門
戸
門
ぬ

が
私
に
教
え
る
」

わ
れ
わ
れ
は
そ
の
原
因
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

〈
臼
)

痛
、
飢
え
や
渇
き
な
ど
の
経
験
に
よ
っ
て
知
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
自
然
と
は
、
「
神
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
神
が
被
造
物
の
な
か
に
定
め
た
秩
序
と
配
置

と
い
う

(〉・、吋・
M
M
I
N
-
A
X
)
。

心
身
結
合
の
次
元
に
お
い
て
は
、

結
果
の
み
を
、

快

感

や

苦

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
別
的
に
自
然
と
い
う
の
は
、
神
が
私
に
与
え
た
す
べ
て
の
も
の
の
、
複
合
あ
る
い
は
組
み
合
せ
に
他
な
ら
な
い
、

と
私
は
理
解
す
る
」

(同一)広・)。

そ
れ
は
精
神
と
身
体
の
結
合
と
し
て
の
人
間
に
備
わ
る
「
自
然
」
で
あ
り
、
神
の
広
大
な
普
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

時
と
し
て
人
間
を
欺
く
(
日
σ一
p
g
e
吋O
)

。
一寸

f=! 

然
」
が
欺
く
も
の
と
も
な
る
こ
と
は
、
人
間
精
神
の
有
限
性
の
問
題
に
帰
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一

i

自
然
」
は
有
限
な
人
間
知
性
を
越
え
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
。
「
人
間

は
、
有
限
な
木
性
〈

5
2
5
)
で
あ
る
ゆ
え
に

(
:
:
:
〉
限
ら
れ
た
完
全
さ
の
認
識
し
か
も
ち
え
な
い
の
で
あ
る
」

(
H
U
E
-

∞吋〉。

問
。
門
出

ω
l
F
o
t
i
ω
は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
無
意
識
」
を
考
察
し
た
際
に
、
そ
れ
が
意
識
を
越
え
、
「
知
性
の
限
界
」
を
は
み
出
し
て
し
ま
う
も
の
と
の
示
唆
を
し
て
い
た
。

ま
た
木
稿
同

l
l
冒
頭
で
も
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る

と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
切
れ
な
い
「
無
意
識
」
の
問
題
は
、
背
後
に
、
人
間
知
性
の
有
限
性
と
神
の
力

能
の
無
限
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
と
っ
て
最
重
要
な
問
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
こ
れ
か
ら
深
く
構
造
的
に
も
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
デ
カ
ル
ト
の
月
ω
g
m
]
窓
口
ω
は
、

あ
る
い
は
「
知
性
」
だ
け
で
は
捉
え
切
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
、

い
く
つ
か
み
て
き
た
し
、
「
身

体
」
と
結
合
し
た
「
精
神
」
が
無
意
識
に
つ
な
が
る
側
面
を
も
ち
う
る
こ
と
も
み
た
。
こ
れ
ら
は
ま
だ
、
全
体
の
一
部
に
す
ぎ
ず
、
ラ
カ
ソ
や
フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
再
検

討
の
示
唆
を
え
た
、
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
諸
問
題
に
十
分
に
答
え
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
「
知
的
記
憶
」
は
「
無
意
識
の
記
憶
」
に
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
り
う
る
の
か
、

さ
ら
に
詳
細
に
検
討
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
本
稿
で
ふ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
諸
点
、

た
と
え
ば
、
誕
生
以
前
の
胎
児
に
お
け
る
感
情
原
基
の
形

哲
学
・
思
想
論
集
第
十
四
号

八



デ
カ
ル
ト
と
精
神
分
析

八
四

成
、
母
親
の
い
白
山
間
宮
内
】
片
山
O

の
影
響
と

aB℃

ω
5
3
な
ど
、
デ
カ
ル
ト
の
残
し
た
テ
ク
ス
ト
で
、

十
分
な
検
討
を
加
え
る
べ
き
問
題
が
残
っ
て

い
る
。
ま
た
、
二
十
年

近
く
前
に
ブ
l

コ
ー
や
デ
リ
ダ
ら
に
よ
ヅ
て
論
議
さ
れ
た
、
「
狂
気
」
と
「
理
性
」
、
や

「
考
え
る
主
体
」
の
問
題
が
最
近
ま
た
、
「
無
意
識
」

や
精
神
分
析
と
の
関
係
も

含
め
て
、
研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
再
び
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
述
べ
た
、
人
間
知
性
の
有
限
性
と
神
の
無
限
と
の
関
連
の
全
体
的
考
察
も
含
め
、
デ
カ
ル
ト
に

お
い
て
こ
れ
か
ら
検
討
す
べ
き
問
題
は
多
く
残
さ
れ
て
お
り
、
探
求
は
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。

(計

)
ω
動

的

H
U
5
W
E
-
-
Z
・叶・何回〕
m
m
w
F白

E
F
。
。
・
、
、
w

凡な旬。」
V
E
S
N
h公司志向
W

悼
し
た
も
ミ
向
。
¥
急
時
ミ
ミ
、
?
司
志
向
円
片
付
ミ
伺
円
吋

3
2ア
』
v
w
d
門町内、
3
h
h
o
¥
5
0
お
円
。
誌
、
守
ぬ
ま
ー
に
な
丘
、
と
さ
司
、

h
N
3
4
2
2ミ

S
』

UE~。
旬
。
、
ご

S
H
A
室
町
、
同
町
凡
ミ
M
0
・
]
N
O

一円在日

υ
5・
。
。

-wMゆ吋
0

・同)℃
-
U
l
m
-

ポ
ッ
パ
!
と
エ
ッ
ク
ル
ズ
の
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
デ
カ
ル
ト
と
心
身
問

題

ω
l
l
「
精
神
」
と
「
脳
」
を
め
ぐ
っ
て
」
、
札
幌
医
科
大
学
人
文
自
然
科
学
紀
妻
、
二
十
三
巻
、
一
九
八
二
を
参
照。

(
日
)
新
宮
一
成
『
夢
と
構
造
』

B
・
5
φ
l
E
ω

(日

)
ω
・

3
・2
P
〉

5
含
H
M

〉
コ
向
山
口

m
g

己

2
・
M
}
4
n
y
o
p
ロ巳

3
0・
3
・

Mglsw
切
江
町
内
印
N

(

新
宮
前
掲
書
)

(
印
)
フ
ロ
イ
ト
「
無
意
識
に
つ
い
て
」
人
文
書
院
著
作
集
6
、℃・

8
一
巳
・
佐
々
木
孝
次
『
ラ
カ
ン
の
世
界
』

3
・
。
|
吋

(
日
)
フ
ロ
イ
ト
、

L3
た叫
-
M
Y

己
N

(
臼
)
「
自
然
」

Z
E
己
『
の
と
い
う
語
を
、
初
期
の
デ
カ
ル
ト
は
、
「
何
か
女
神
と
か
、
そ
の
他
何
か
空
想
的
な
力
と
か
い
っ
た
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
(
・:
:
)
物
質
と

(
:
:
:
)
そ
の
変
化
が
生
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る
と
き
に
従
う
諸
規
則
」
を
意
味
す
る
と
い
う
(
『
世
界
論
』
〉
・
汁
凶
『
・

ω吋
)
。
こ
れ
は
、
グ
ァ
ニ

i
ニ
ら
の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
的
自
然
観
を
否
定
し
、
デ
カ

ル
ト
の
新
し
い
機
械
論
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
心
身
結
合
の
次
元
に

お
け
る

「
自
然
」
は
、
神
の
創
造
に
ま
で
遡
り
、
人
間
の
理
性
を
越
え
て
し
ま
う
も
の
と
な

ろ
う
。
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l'arneヘquidesigne moins llne tendance effective et subconsciente qu'une aptitude 

inconsciente. Des inegalites individuelles des emotions s'expliquent ainsi， et meme 

l'etude positive des sentimens s'ouvre sur la morale (P，α55. 161). A insi s'etablissent 

la nature spirituelle de “dispositions" determinees， acquises aussl bien que naturel-

les， et qui interviennent dans les fonctions intellectuelles et dans la vie affective. 

Descartes affirme l'existence des “vestiges qui demeurent en la pensee meme勺 la

"memoire intellectuelle" ne dependant nullement des plis du cerveau. Pourrait-on 

associer ces problemes a“la mをmoirede l'inconscient" et a la trace de memoire 

“Erinnerungsspur" chez Freud ? 
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pas， et qui s'evanouissent sans laisser aucun souvenir-cel1es des enfants avant la 

naissance， ou celles des hommes en lethargie--ressemblent aux“petites perceptions" 

de Leibniz et peuvent se rapprocher de ce qu'on a nomme de nos jours le 

subconscient. 

Descartes parait repudier radicalement cet inconscient， lorsque 11 repond a 

Arnauld:“……il ぜya en lui (二notreesprit)…… qui ne soit une pensee， ou qui 

ne depende entierement de la pens合e......et 11 ne peut y avoir en nous aucune 

pensee de laql1elle， dans le meme moment ql1'elle est en nOl1S， nOl1S n'ayons une 

actuelle connaissance". 

Mais cette reponse n'est pas al1ssi categoriql1e qu'il le semble: elle laisse a 

l'inocinscient une entr色e.“ nousa vons bien une actuelle connaissance des actes 

ou des operations de notre esprit， mais non pas tOl1jol1rs de ses facultes， si ce 

n'est en puissance......". Nous avons des “facultes" qui restent en nous totalement 

inapercues jusqu'au moment OU elles entrent en exercice， et ce mot “facultes" 

comprend， avec les habitudes et la 111在1110ireintellectuelles， tout le fonds inne de 

notre esprit. 

Par ailleurs， il est dit que mes "actes ou operations" memes ne sauraient etre 

en moi a mon insu“en tant que je sl1is l1ne chose qui pense. Mais je ne suis rien 

d'autre qu'une chose qui pense，“prをcisementparlant" (Med. II)， au moment du 

cogito， cependant toutes les autres choses “que je Sl1ppose n'etre point， parce 

ql1'elles me sont inconnues"， peut-色trebien “qu'elles ne sont point en effet dif-

ferentes de moi， que je connais" (Ji1ed. II). Ici Descartes reserve la question et il 

la reprendra， apres de longs detol1rs， dans la Vlc Meditation. En faisant la 

difference entre son ame“en tant qu'elle est seulement une chose ql1i pense et non 

etendl1e" et cette m色meame en tant qu'elle est sl1bstantiellement l1nie al1 corps， 

avec leql1el elle est “冗C∞omme11山nseul tωou叫1比t

ment des fac111tes ql1i“ne pr在supposentpas la pensee" 011 ql1i ne la presupposent 

qu'en partie. Par exemple le pouvoir d'agir sur mon corps: j'ai conscience de ce 

pouvoir， mais ce pouvoir enveloppe celui d'envoyer les esprits animaux dans tels 

ou tels nerfs de maniをrea operer les muscles correspondants. Ma conscience ignore 

tout de cette action directrice， ou plutot je n'en connais que mon desir. La physio-

logie des esprits animallx reste inconsciente a notre ame. 

Si un alltomatisme entierement physiologique se reflete cependant en l'ame， des 

exercices pleinement intellectuels ne s'inscriront-ils pas dans le corps? Par exemple 

la pensee s'appuie sur des corteges d'images ou des explications verbales ql1i lais-

sent des traces physiologiql1es : celles-ci pourront ulterieurement rをveillerles raison-

nements et les notions， sans qu'interviennent en l'ame meme ces dispositions 

internes. (Passions de l'ame). 

D'al1tre part， les phenomenes psychologiql1es les pll1s etroitement lies a l'union 

de l'ame et du corps se prolongent par des repercl1ssions purement spirituelles. 

Beal1col1p de passions ont a leur SOl1rce“l1ne inclination" 011 "l1ne disposition de 
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Voila la“convergence" dont parle Lacan. Mais c'est ici que“se revele la dis-

symetrie entre Freud et Descartes". S'agissant du sujet cartesien， on peut dire 

qu'il se trouve dans son doute non seulement au sens 0むily est et i1 le sou-tient 

(sub-stans)， mais aussi au sens 0むilse trouve， se decouvre 111i-meme， il se don-

ne sa certitllde d'色trepensant et donc de sujet comme pure prをsencea soi. En 

revanche， dire de l'inconscient qu'il se trouve dans les intervalles du discollrs de 

l'analysant n'est pas affirmer que le sujet s'approprie， se donne a lui-meme son 

etre de pensee inconsciente: c'est dire seulement qu'il y a la une pens白， mais qui 

est pensee absente et donc inapte a constituer l'identite a soi du sujet. 

Dans la proposition :“je pense donc je suis"， le je suis vaut comme la substan-

tification du je pense. Selon Lacan，“pouτDescartes， dans le cogito initia1， (--.)ce qui 

vise le je pense en tant qu'il basc'..lle dans le je suis， c'est un reel円. Le je sμis fait 

du jeβeηse une realite pleinement presente a elle-meme et le je suis est ainsi le 

pas decisif qlle franchit Descartes et que Frelld， selon Lacan， ne franchit pas. On 

a l'impression que le sujet selon Lacan ne serait pas l'esprit mais le corps en tant 

que capable du signifiant. 

Lacan distingue le sujet de l'enonce et le slljet de l'enonciation. 11 y a une 

confusion de la res cogitans lorsqu'elle se pose elle-meme comme cogitatum. Dans 

la formule cartesienne“je" y est pris tOl1jol1rs dans le meme p1an， a10rs ql1e ce 

n'est pas le meme“je" ql1i pense et ql1i dit“je pense". Lacan critiql1e la “contre帽

bande" par laql1elle Descartes sl1bstantifie le je pense， alors qlle le cogito， dans la 

logiql1e de son enonciation， al1rait du se donner comme une sorte d'annulation de 

toute sl1bstance. 
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Descartes lui-meme n'a pas， bien entendl1， parle ni du sujet de l'enonce， ni du 

je戸ensecomme point d'evanollissement. Cependant en examinant plus pres les 

textes de Descartes， on remarque plusieurs points qui debordent la “conscience" ， 

les "ideesヘetla on trOl1ve quelql1e chose qui s'ouvre sur ce que nous appelons par 

exemple “l'inconscient" al1jourd'hui. On pourrait aussi re-examiner le cogito carte-

sien de divers points de vue. 

Descartes dit dans une lettre a Gibieuf ql1'il peut y avoir dans l'ame， comme 

dans le corps，“pl usiel1res propri紅白 dontje n'ai aucune idee". Ce dont je n'ai 

point d'idee echapperait a ma pensee， c'est-a-dire a ma conscience (Rep.2). Mais 

comment admettre de l'inconscient dans l1ne ame dont la nature se definit par la 

conscience， et qui ne saurait cesser de penser sans cesser d' etre? (主 Gibieuf，19

janvier 1642; a Arnauld，4 juin 1648; Rep. 5; a Regil1s， mai 1641) 

D'abord Descartes essaie de resoudre la difficulte， en distinguant l1ne pensee 

directe et une pensee reflechie (a Arnauld， 29 juillet 1648; Entretien avec Burman). 

Par des pensをesreflechies， en meme temps qu'on sent ql1elque chose， on percoit 

qu'on le sent pour la premiere fois (perception qui depend de l'entendement pur， 

et ressortit a une memoire intellectuelle). Des pensees auxql1elles on ne rをflechit
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D2scartes et la psychanalyse 

一-quelquesproblemes de depart一一司

Takako TANIGAWA 

Descartes a fonde le rationalisme moderne de l'Occident， avec le dualisme radi:: 

cal de l'ame et du corps. L'ame n'a pour essence que penser et elle est entiere・

ment differente du corps qui n'a pour essence qu'etendue: i1 y a une distinction 

reelle faite entre les deux substances. Cependant Descartes a compris la diffkult在

que pose ce dualisme et remarque un autre aspect de l'ame. L'ame depend“si fort 

du temperament， et de la dispostion des organes du corps" (Discours， VI). L'ame est 

etroitement liee au corps et c'est “la nature qui m'enseigne" (Meditationes， VI). 

Descartes commence ses recherches de la verite par le doute. Recusant toute 

autorite exterieure， i1 decide de n'accepter pour vrai que ce dont i1 aura luI-m色me

eprouve la verite par 1a seu1e lumiere de sa raison， et cherche le fonden~ent du 

sujet qui pourra etre la seule certitude susceptible pour soutenir 1a science. L'en・

treprise cartesienne pourrait apparaitre comme la volonte de fonder le sujet pOl1r 

qu'il prenne sa part dans la science， se10n l'expression de Lacan (Ecrits， p. 872)， 

c'est-a-dire dans le discours de la verite. Mais ce n'est peut-色trequ'l1ne apparence 

puisque--comme le montre Lacan que1ques pages p1us 10in (Ibid.. 874) --dans cette 

auto-fondation cart在siennedu slljet i1 ne sera plllS qllestion de vをritecomme callse， 

la charge de cette verite etant reportee Sllr la volonte divine. 

“La demarche de Freud est cartesienne， en ce sens qu'elle part du fondement 

dl1 sl1jet de la certitude"， dit Lacan (Seminaire XI). Lacan parle aussi d'analogie 

et meme d'homologie de Descartes et de Frel1d. Car la communication du reve est 

elle aussi empreinte de doute， balisee et jalonnee par ce doute qu'engendre "l'abime 

manifeste de ce qui a ete vをCua ce qui est rapporte". De meme que le dOl1te 

cartesien， le dubito， induit le cogito， de m色mele doute freudien impliql1e l1ne pensee， 

pensee inconsciente， absente. Freud designe l'inconscient du terme proprement 

cartesien de “pensees" (Gedanken) pour le sujet cartesien en quete de certitude， le 

doute， en chacune des occasions (ニpourtoutes ses representations)， quelque soit 

leur degre de realjte et de vをrite，manifeste un defaut， un manque du savoir. 

C'est precisement de ce doute porte a son point ultime que surgit pour le sujet， 

la certitude， c'est-a-dire du sujet pensant. De meme dans le recit du reve， ce qui 

“n'est pas sur"， c'est-a-dire ce qui est dubitable， ce qui rend le reve manifeste 

discontinu， ou encore tous les“intervalles" d'incertitude qui ponctuent la com・

munkation du reve， tout cela， se convertissant en quelqlle sorte en llne certitllde， 

ぜimposecomme ne pouvant qlle ressortir a llne autre pensee， llne“pensee absen te" . 
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