
『
精
神
の
現
象
学
』
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
自
己
意
識
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て

飛
　
田

満

序

　
近
代
哲
学
は
自
已
意
識
の
概
念
か
ら
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
一
」
の
概
念
は
近
代

哲
学
を
支
配
す
る
根
本
概
念
と
な
っ
た
。
例
え
ば
D
・
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
は
、
『
自

己
意
識
』
と
題
す
る
論
文
の
冒
頭
で
、
「
或
る
根
本
概
念
を
指
し
示
す
一
つ
の

言
葉
が
近
代
哲
学
の
歴
史
の
な
か
で
主
要
な
役
割
を
演
じ
て
き
た
と
す
れ
ぼ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

そ
の
言
葉
と
は
〈
自
已
意
識
〉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
「
我
思
う
故
に
我
在
り
（
①
σ
q
◎
8
σ
q
ぎ
二
お
◎
竃
畠
）
」
と
い

う
認
識
を
「
一
切
の
認
識
の
う
ち
で
順
序
正
」
く
哲
学
す
る
人
の
誰
も
が
出
会

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
最
初
の
最
も
確
実
た
認
識
L
で
あ
る
と
し
て
、
思
惟
す
る
自
我
の
自
已
確
信

つ
童
り
自
己
意
識
を
一
切
の
認
識
の
基
礎
に
お
く
。
A
。
ツ
ユ
ベ
ー
グ
ラ
ー
の

『
哲
学
史
』
に
あ
る
よ
う
に
、
「
デ
カ
ル
ト
は
自
已
意
識
の
原
理
、
純
粋
に
対

自
的
に
存
在
す
る
自
我
の
原
理
を
持
ち
出
し
た
が
、
（
…
－
）
こ
れ
は
古
代
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

知
ら
な
か
っ
た
新
し
い
原
理
で
あ
る
。
」
カ
ソ
ト
は
、
「
〈
我
思
う
〉
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
影
ω
一
H
争
宗
崇
①
）
が
我
の
一
切
の
表
象
に
伴
い
得
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
」
と

言
う
。
対
象
の
認
識
は
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
多
様
た
表
象
が
概
念
に
お

い
て
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
象
の
結
合
が

可
能
な
た
め
に
は
さ
ら
に
「
我
思
う
」
と
い
う
意
識
の
統
一
と
し
て
の
「
超
越

論
的
統
覚
」
の
働
き
が
必
要
で
あ
る
。
と
す
れ
ぼ
、
こ
の
統
覚
は
「
対
象
の
一

切
の
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
」
で
あ
り
、
こ
の
統
覚
の
統
一
の
原
則
こ

そ
「
人
間
の
認
識
全
体
の
最
高
原
則
」
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
、
こ
の
統
覚
の
統

一
を
「
自
已
意
識
の
超
越
論
的
統
一
」
と
呼
ん
で
い
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
「
人

間
の
知
の
絶
対
的
に
第
一
の
、
端
的
に
無
制
約
的
な
原
則
」
と
し
て
、
「
自
我

は
根
源
的
に
端
的
に
自
已
自
身
の
存
在
を
定
立
す
る
」
と
い
う
自
我
の
自
已
定

立
作
用
の
命
題
を
掲
げ
、
こ
の
よ
う
に
「
自
我
の
う
ち
で
の
一
切
の
定
立
に
先

立
っ
て
自
我
自
身
が
定
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
経
験
的
意
識
の
一
切
の
事
実
を

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

説
明
す
る
根
拠
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
。
「
自
己
意
識
と
我
々
自
身
で
あ
る
べ

き
で
は
な
い
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
と
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
る

が
、
前
者
は
制
約
す
る
も
の
と
し
て
、
後
者
は
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
見
ら

　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
」
と
す
れ
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
が
『
差
異
』
論
文
に
お
い
て

述
べ
た
よ
う
に
、
「
フ
ィ
ヒ
テ
の
体
系
の
基
礎
は
（
…
…
）
純
粋
自
已
意
識
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

自
我
1
－
白
我
、
〈
我
在
り
〉
で
あ
る
。
」
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彼
ら
に
つ
い
て
言
え
ば
、
そ
の
哲
学
を
基
礎
づ
け
る
原
理
は
「
自
己
意
識
」
で

あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
自
已
意
識
は
そ
れ
だ
げ
で
在
る
も
の
と
L
て
前
提
さ
れ
た

純
粋
な
自
己
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
K
・
ク
ラ
マ
ー
に
傲
っ
て
彼
ら
の
哲
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

コ
ァ
ヵ
ル
ト
主
義
の
伝
統
連
関
」
の
名
の
下
に
一
括
で
き
る
と
す
る
た
ら
ぼ
、

こ
の
連
関
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
意
識
論
が
意
識
に
自
已
意
識
を
要
求
し
た
点

で
軌
を
一
に
L
、
意
識
の
自
己
関
係
を
主
題
化
L
解
明
す
る
試
み
を
呈
示
し
た

と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
で
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
っ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
真

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
誕
生
地
で
あ
り
秘
密
で
あ
る
」
と
称
賛
さ
れ
た
著
作
『
精
神
の
現
象
学
』

（
以
下
『
現
象
学
』
と
略
す
）
に
議
諭
を
ひ
と
ま
ず
隈
定
す
る
と
き
、
右
に
三

つ
の
哲
学
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
こ
と
は
、
果
し
て
こ
の
著
作
に
つ
い
て
も
ま
た

言
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
W
。
マ
ル
ク
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
精
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

現
象
学
の
理
念
は
自
已
意
識
の
原
理
の
う
ち
に
在
り
」
、
O
・
ベ
ゲ
ラ
ー
が
言
う

よ
う
に
、
「
精
神
の
現
象
学
の
理
念
は
自
已
意
識
の
原
理
に
よ
っ
て
決
定
的
に

　
　
　
　
　
　
（
n
）

規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
な
ら
ば
、
『
現
象
学
』
が
「
デ
カ
ル
ト
主
義
の
伝

統
連
関
」
に
無
縁
で
な
い
一
」
と
は
予
想
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
自
已

意
識
の
原
理
は
『
現
象
学
』
の
理
念
と
如
何
に
関
係
し
、
『
現
象
学
』
は
如
何

な
る
自
已
意
識
を
原
理
と
L
て
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ま

た
、
　
『
現
象
学
』
に
お
い
て
自
已
意
識
は
如
何
に
成
立
し
、
如
何
な
る
構
造
を

具
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
、
『
現
象

学
』
に
お
け
る
へ
ー
ゲ
ル
の
自
已
意
識
の
概
念
を
考
察
し
、
そ
の
特
異
性
を
析

出
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
1
2
）

　
『
現
象
学
』
は
何
を
意
図
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、

『
現
象
学
』
の
「
緒
論
（
里
邑
痒
昌
σ
q
）
し
に
お
い
て
、
「
現
象
知
の
叙
述
（
U
琴

ω
匡
一
暮
α
q
宗
㎝
⑭
易
O
訂
ぎ
①
b
｛
竃
オ
｛
窃
9
ω
）
」
が
企
て
ら
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
と
言

う
。
そ
し
て
一
」
の
叙
述
を
規
定
し
て
、
そ
れ
は
「
真
な
る
知
に
迫
っ
て
行
く
自

然
的
意
識
の
道
程
」
（
竃
）
で
あ
る
と
言
う
。
こ
の
叙
述
の
対
象
で
あ
る
「
現

象
知
」
は
、
「
真
な
る
知
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
精
神
」
の
「
直
接
的
定
在
」

で
あ
る
「
意
識
」
の
「
真
な
ら
ぬ
知
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
し
か
し
「
真

な
る
知
」
と
い
え
ど
も
「
真
な
ら
ぬ
知
」
の
「
彼
岸
」
に
あ
る
わ
け
で
は
決
し

て
な
く
、
こ
の
「
真
な
ら
ぬ
知
」
か
ら
意
識
の
長
い
「
労
苦
」
の
末
に
「
産
出
」

さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
の
「
真
た
る
知
」
を
『
現
象
学
』
の
最

後
の
章
に
あ
る
「
絶
対
知
（
計
ω
学
8
ζ
①
オ
艮
9
）
」
と
し
て
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
意
識
は
自
分
の

真
の
現
存
（
肉
券
箒
賓
）
に
向
か
っ
て
蓬
進
」
て
行
く
う
ち
に
或
る
地
点
に
到
達

す
る
が
、
こ
の
地
点
に
お
い
て
意
識
は
、
た
だ
意
識
に
対
L
て
在
り
し
か
も
他

な
る
も
の
と
し
て
在
る
に
す
ぎ
た
い
異
種
の
も
の
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う

自
ら
の
仮
象
を
取
り
除
く
、
言
い
か
え
る
と
そ
の
地
点
に
お
い
て
は
現
象
と
本

質
が
等
し
く
な
る
、
そ
し
て
そ
う
な
る
こ
と
に
よ
り
、
意
識
の
叙
述
は
ま
さ
に

精
神
本
来
の
学
と
合
致
す
る
、
そ
し
て
最
後
に
意
識
自
身
が
自
ら
の
本
質
を
把

握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
意
識
は
絶
対
知
そ
の
も
の
の
本
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
。
」

（
富
）
ー
へ
i
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
絶
対
的
な
他
在
に
お
い
て
純
粋
に
自
己
を

認
識
す
る
こ
と
、
こ
の
ユ
ー
テ
ル
そ
の
も
の
こ
そ
学
の
土
台
で
あ
り
地
盤
で
あ

り
、
知
一
般
で
あ
る
。
」
（
農
）
従
っ
て
絶
対
知
と
は
、
こ
の
よ
う
な
知
の
本
性

脳



に
よ
り
主
観
が
客
観
的
な
も
の
の
な
か
に
主
観
的
た
も
の
を
認
識
す
る
と
い
う

仕
方
で
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
対
立
が
止
揚
さ
れ
、
そ
れ
ら

が
絶
対
的
に
同
一
で
あ
る
よ
う
な
知
の
こ
と
で
あ
る
。
と
す
れ
ぼ
、
そ
の
よ
う

な
知
に
到
っ
て
は
、
必
然
的
に
本
質
と
現
象
、
自
体
と
対
自
、
真
理
と
確
信
、
実

体
と
主
体
と
が
す
べ
て
完
全
に
合
致
す
る
こ
と
に
た
る
で
あ
ろ
う
。
「
目
標
は
、

知
が
も
は
や
自
已
自
身
を
越
え
て
行
く
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
、
知
が
自
已
自
身

を
見
い
だ
し
、
概
念
が
対
象
に
、
対
象
が
概
念
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
」

（
8
）
そ
れ
故
に
、
「
現
象
知
の
叙
述
」
は
、
「
魂
が
（
…
…
）
自
分
の
諸
形
態
の
系

列
を
遍
歴
し
、
そ
の
結
果
、
自
已
自
身
の
完
全
な
経
験
を
通
」
て
自
分
が
そ
れ

自
体
何
で
あ
る
か
と
い
う
一
」
と
に
っ
い
て
の
知
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

自
分
を
精
神
へ
と
浄
化
す
る
道
程
L
（
雪
）
で
あ
る
と
も
解
さ
れ
る
。
そ
L
て
こ

の
よ
う
に
展
開
し
て
「
自
分
が
精
神
で
あ
る
こ
と
を
知
る
精
神
」
が
「
学
」
で

あ
る
。
「
学
は
精
神
の
現
実
で
あ
り
、
精
神
が
自
已
自
身
の
境
位
に
お
い
て
建
て

る
王
国
で
あ
る
」
（
農
）
。
こ
の
「
王
国
」
は
、
「
論
理
学
」
あ
る
い
は
「
思
弁

哲
学
」
と
し
て
組
織
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
精
神
本
来
の
学
」
で

あ
ろ
う
。
か
く
て
へ
i
ゲ
ル
が
、
「
こ
う
し
た
学
一
般
の
、
あ
る
い
は
知
の
生

成
一
」
そ
、
こ
の
精
神
の
現
象
学
が
叙
述
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
L
（
畠
）
と

言
う
と
き
、
そ
れ
は
刊
現
象
学
』
の
理
念
が
「
現
象
知
の
叙
述
」
に
存
す
る
こ

と
を
表
明
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
本
来
的
な
知
と
な
る
た

め
に
、
言
い
か
え
る
と
学
の
純
粋
概
念
そ
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
学
の
境
位

を
産
出
す
る
た
め
に
、
最
初
に
在
る
よ
う
な
知
は
長
い
道
程
に
わ
た
っ
て
労
苦

を
続
げ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
」
（
ま
山
）

　
し
か
し
な
が
ら
一
」
の
道
程
は
、
当
の
自
然
的
意
識
に
と
っ
て
は
否
定
的
な
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
一
」
の
道
程
に
お
い
て
自
然
的
意
識
は
、
い
ま
だ
「
真
な
る

知
」
で
は
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
が
、
当
の
自
然
的
意
識
は
直
接
的
に
は
む

し
ろ
自
分
を
「
真
な
る
知
」
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
、
こ
の
道
程
に
お
い

て
自
然
的
意
識
は
「
自
ら
の
真
理
を
失
い
」
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
」
の
遣
程
は
「
疑

念
の
道
程
」
と
な
る
。
だ
が
「
疑
念
」
と
は
い
っ
て
も
、
そ
こ
で
は
、
あ
れ
こ

れ
の
思
い
込
ま
れ
た
真
理
を
ゆ
さ
ぶ
り
は
す
る
が
、
や
が
て
疑
念
は
然
る
べ
く

消
え
て
、
も
と
の
真
理
に
立
ち
帰
り
、
最
後
に
は
事
柄
が
以
前
の
よ
う
に
見
ら

れ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
は
た
い
。
こ
の
「
疑
念
の
道

程
」
は
、
む
し
ろ
「
完
遂
さ
れ
る
懐
疑
主
義
」
と
呼
ぼ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
こ
の
道
程
は
、
「
実
は
む
」
ろ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
概
念
に
す

ぎ
な
い
も
の
を
こ
の
上
な
く
実
在
的
な
も
の
と
す
る
現
象
知
の
非
真
理
へ
の
自

覚
的
な
洞
察
」
（
竃
）
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
が
門
現
象
学
』
に
お
い
て
「
真
た
る

知
」
へ
の
道
程
と
し
て
企
て
た
「
現
象
知
の
叙
述
」
は
、
か
く
て
「
認
識
の
実

在
性
の
吟
味
」
で
あ
る
こ
と
に
た
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
現
象
知
の
叙
述
」
が
右
の
よ
う
に
「
認
識
の
実
在
性
の
吟

味
」
で
あ
る
と
き
、
一
体
、
こ
の
吟
味
を
行
う
主
体
は
誰
で
あ
ろ
う
か
。
一
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

す
る
と
、
そ
れ
は
現
象
知
を
叙
述
す
る
「
我
々
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
吟
味
を
行
う
の
は
む
し
ろ
、
そ
れ
自
身
も
現
象
知
で

あ
る
と
こ
ろ
の
意
識
自
身
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
意
識
が
自
已
自
身
に
お
い
て

自
分
の
尺
度
を
与
え
」
（
曽
）
、
「
意
識
が
自
已
自
身
を
吟
味
す
る
」
（
S
）
の
で

あ
る
。
吟
味
は
「
意
識
の
自
己
自
身
と
の
比
較
」
に
な
る
の
で
、
吟
味
に
さ
い

し
て
「
我
々
」
が
諸
々
の
尺
度
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
く
、
ま
た
「
我
々
」

は
、
実
際
に
吟
味
を
行
う
と
い
う
労
を
も
免
れ
て
い
る
。
「
我
々
は
、
意
識
が

自
ら
の
う
ち
で
自
体
で
あ
り
真
な
る
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
も
の
に
お
い

て
、
意
識
が
自
分
の
知
を
測
定
す
る
た
め
に
自
分
で
立
て
る
尺
度
を
も
っ
て
い
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る
。
」
（
曽
）

　
だ
が
、
こ
こ
で
次
の
よ
う
な
問
い
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
認
識

の
実
在
性
の
吟
味
」
が
意
識
の
「
自
己
吟
味
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
意
識

は
た
ぜ
こ
の
よ
う
た
自
己
吟
味
を
実
際
に
行
う
・
」
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

言
い
か
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
自
已
吟
味
の
可
能
性
は
何
に
基
づ
い
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
自
己
吟
味
を
行
い
得
る
意
識

に
は
如
何
な
る
本
性
が
具
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ

の
よ
う
に
問
う
と
き
、
我
々
が
す
で
に
「
意
識
」
の
問
題
を
避
け
て
通
れ
ぬ
地

点
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

二

　
そ
こ
で
ま
ず
へ
ー
ゲ
ル
の
「
自
然
的
意
識
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
「
へ
ー
ゲ
ル
が
自
然
的
た

（
竃
蟹
昌
亭
）
意
識
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
決
し
て
感
覚
的
た
（
＆
昌
汗
げ
）
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

識
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
わ
げ
で
は
な
い
。
」
「
日
常
的
な
」
意
識
の
み
な
ら
ず

「
科
学
的
た
」
意
識
も
ま
た
「
自
然
的
な
」
意
識
で
あ
り
、
或
る
時
代
の
教
養

段
階
を
代
表
す
る
も
の
と
い
う
意
味
で
の
「
歴
史
的
な
」
意
識
さ
え
「
自
然
的

な
し
意
識
で
あ
る
。
で
は
、
「
自
然
的
な
」
意
識
と
は
如
何
な
る
意
識
で
あ
ろ

う
か
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ
〈
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
〉
あ

る
い
は
〈
対
象
意
識
〉
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
は
対
象
に
関
係
づ
け

ら
れ
た
意
識
、
対
象
に
直
向
的
な
態
度
を
と
る
意
識
で
あ
る
。
「
自
然
的
な
」

意
識
の
本
質
を
成
す
も
の
は
、
こ
う
し
た
〈
指
向
性
〉
で
あ
る
。
だ
が
意
識
は

対
象
に
向
か
う
だ
げ
で
は
な
い
。
意
識
は
自
已
自
身
に
も
向
か
い
、
そ
の
か
ぎ

り
反
省
的
な
態
度
を
と
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
意
識
は
〈
自
已
関
係
性
〉

を
も
つ
。
つ
ま
り
意
識
は
〈
自
已
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
〉
あ
る
い
は
〈
自
已

意
識
〉
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
的
な
意
識
は

く
或
る
も
の
に
っ
い
て
の
意
識
V
で
あ
る
。
そ
し
て
〈
或
る
も
の
に
つ
い
て
の

意
識
〉
と
し
て
の
意
識
は
、
或
る
も
の
に
没
入
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
没
入
の

な
か
で
意
識
は
ま
さ
に
〈
自
已
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
〉
で
は
な
い
は
ず
で
あ

る
。
ク
ラ
マ
ー
は
く
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
v
と
〈
自
已
自
身
に
つ
い
て
の

意
識
〉
と
の
差
異
を
明
確
に
認
識
し
、
「
意
識
の
指
向
性
（
巨
豊
ぎ
轟
軍
驚
）
理
論

を
根
底
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
、
意
識
の
原
則
的
な
自
己
関
連
性
（
ω
撃
㎝
†

艮
蟹
①
竃
邑
一
葵
）
の
テ
i
ゼ
、
あ
る
い
は
意
識
の
論
理
的
な
自
己
親
密
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

（
o
o
筆
ω
耳
貴
扇
算
訂
6
の
テ
ー
ゼ
を
根
底
か
ら
斥
げ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
と
す
れ
ぼ
、
〈
指
向
性
〉
を
も
つ
意
識
は
、
い
か
に
し
て
そ

の
構
造
の
な
か
に
〈
自
已
関
係
性
〉
と
い
う
契
機
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
の
ク
ラ
マ
ー
は
、
『
現
象
学
』
の
「
緒
論
」
に
あ
る

へ
ー
ゲ
ル
の
「
注
意
（
卑
一
昌
異
竃
α
q
）
」
、
す
な
わ
ち
「
意
識
は
、
或
る
も
の
を

自
分
か
ら
区
別
す
る
と
同
時
に
、
こ
の
も
の
と
関
係
す
る
」
（
ざ
）
と
い
う
命
題

の
意
味
を
分
析
し
、
右
の
間
題
領
域
に
或
る
独
自
の
光
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

我
々
は
し
ぼ
ら
く
彼
の
分
析
を
遺
考
し
て
み
よ
う
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
命
題
の
な
か
で
、
意
識
を
さ
し
あ
た
り
ま
ず
「
対
象
の
意

識
」
と
し
て
性
格
づ
け
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
は
或
る
も
の
に
〈
指
向
的
に
〉

関
係
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
に
お
い
て
意
識
は
そ
の
或
る
も
の
を
自

分
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
と
L
て
、
つ
ま
り
「
・
」
の
関
係
の
外
に
も
存
在
す
る

も
の
と
し
て
」
定
立
す
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
意
識
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
意

識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
そ
れ
に
っ
い
て
の
意
識
が
あ
る
か
た
い
か
と
い

う
こ
と
に
依
存
せ
ぬ
「
目
体
」
と
し
て
定
立
す
る
。
こ
の
定
立
す
る
作
用
に
お
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い
て
意
識
は
、
し
か
し
事
実
上
、
定
立
す
る
作
用
で
あ
る
自
分
と
、
自
分
が
自

体
と
し
て
定
立
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
を
区
別
す
る
。
言
い
か
え
れ
ぼ
、
意
識

と
は
、
自
分
と
自
分
の
対
象
と
を
区
別
す
る
働
き
で
あ
り
、
こ
の
区
別
す
る
働

き
は
意
識
自
身
の
た
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
区
別
す
る
働
き
に
お

い
て
意
識
は
、
必
然
的
な
仕
方
で
〈
自
已
関
係
的
〉
で
あ
り
、
「
自
己
自
身
の

意
識
」
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
意
識
は
或
る
対
象
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ

り
、
こ
の
対
象
に
関
係
す
る
自
已
自
身
に
も
関
係
す
る
。
意
識
は
、
或
る
も
の

に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
同
時
に
或
る
も
の

に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
一
」
と
に
っ
い
て
の
意
識
で
も
あ
る
。
指
向
的

な
意
識
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
初
め
て
、
そ
の
構
造
の
な
か
に
く
自
己
関
係
性
V

と
い
う
契
機
を
敢
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
、
か
か
る
事
態
を

次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
「
意
識
は
、
一
方
で
対
象
の
意
識
（
固
婁
覧
薄
庁

宗
ω
o
晶
竃
黒
舅
宗
ω
）
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
自
已
自
身
の
意
識
（
困
婁
島
†

ω
①
序
ω
①
序
蟹
色
副
け
）
で
あ
る
。
言
い
か
え
る
と
、
そ
れ
に
と
っ
て
真
な
る
も

の
で
あ
る
と
・
」
ろ
の
も
の
の
意
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
一
」
の
真
た
る
も
の
に
っ

い
て
の
自
分
の
知
の
意
識
で
あ
る
。
」
（
§
）

　
意
識
は
こ
れ
ら
両
側
面
を
合
わ
せ
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
意
識
の
こ
の
二
重

の
本
性
か
ら
、
意
識
の
「
自
己
吟
味
」
が
可
能
に
な
る
。
意
識
が
も
し
自
分
と

自
分
の
対
象
と
を
区
別
L
て
自
分
に
関
係
す
る
こ
と
が
な
い
た
ら
ぼ
、
意
識
の

自
已
吟
味
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
意
識
は
、
自
分
か
ら
区
別
さ
れ
た
対
象
に
関

係
し
、
こ
の
対
象
に
関
係
す
る
自
分
に
関
係
す
る
か
ら
こ
そ
、
自
已
吟
味
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
こ
の
一
」
と
は
『
現
象
学
』
の
理
念
に
と
っ
て
或
る
重
大
な
意
味
を
も
つ

と
思
わ
れ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
『
現
象
学
』
に
お
い
て
企
て
ら
れ
る

「
現
象
知
の
叙
述
」
は
、
そ
れ
自
身
現
象
知
で
あ
る
意
識
の
自
己
吟
味
の
道
程

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
意
識
が
自
已
自
身
を
吟
味
す
る
の
は
、
意
識
が
自
己
自
身

へ
と
関
係
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
ク
ラ
マ
ー
の
次
の
反
語
的
た
仮
定

は
正
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
意
識
が
そ
の
登
場
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い

て
自
分
へ
の
自
覚
的
な
関
係
で
た
い
な
ら
ば
、
精
神
の
現
象
学
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

は
た
だ
ち
に
虚
脱
し
て
し
童
う
で
あ
ろ
う
。
」
『
現
象
学
』
の
理
念
は
、
マ
ル
ク

ス
や
ベ
ゲ
ラ
ー
の
言
葉
に
あ
る
よ
う
に
、
実
際
、
自
己
意
識
の
原
理
に
基
づ
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
右
の
こ
と
は
、
『
現
象
学
』
の
理
念
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
『
現
象

学
』
と
デ
カ
ル
ト
以
後
の
近
代
哲
学
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
或
る
重
大
な
意
味

を
も
つ
と
思
わ
れ
る
。
我
々
は
冒
頭
で
、
「
自
己
意
識
」
が
デ
カ
ル
ト
、
カ
ソ

ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
各
哲
学
の
原
理
と
な
っ
て
い
る
一
」
と
を
確
認
し
、
所
謂
コ
ア

カ
ル
ト
主
義
の
伝
統
連
関
」
に
言
及
し
た
。
と
こ
ろ
で
今
み
た
と
こ
ろ
に
よ
れ

ぼ
、
へ
－
ゲ
ル
は
『
現
象
学
』
に
お
い
て
、
意
識
に
自
己
意
識
の
契
機
を
要
求

し
、
こ
の
自
已
関
係
の
内
的
構
造
を
解
明
し
て
い
る
ぼ
か
り
か
、
　
『
現
象
学
』

の
理
念
そ
の
も
の
を
ほ
か
な
ら
ぬ
自
己
意
識
の
原
理
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て
い

る
。
と
す
れ
ぼ
、
ま
さ
に
こ
の
点
で
、
へ
i
ゲ
ル
は
か
の
「
デ
カ
ル
ト
主
義
の

伝
統
連
関
」
に
属
L
て
い
る
、
圭
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
、
H
．

G
・
ガ
ダ
マ
ー
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
意
識
が
自
已
意
識
で
あ
る
と

い
う
主
張
は
、
デ
カ
ル
ト
以
後
の
近
代
哲
学
の
ひ
と
つ
の
中
心
的
な
学
説
で
あ

る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
へ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
の
理
念
は
デ
カ
ル
ト
的
路
線
に
従
っ

　
　
（
1
7
）

て
い
る
。
」
自
己
意
識
が
デ
カ
ル
ト
以
後
の
近
代
哲
学
の
原
理
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ぼ
、
『
現
象
学
』
が
こ
の
流
れ
に
樟
さ
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

疑
う
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
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と
は
い
え
次
の
こ
と
は
、
重
要
た
こ
と
と
し
て
銘
記
さ
れ
ね
ぼ
な
ら
な
い
。

す
た
わ
ち
、
へ
ー
ゲ
ル
の
意
識
論
に
従
え
ぼ
、
意
識
は
た
し
か
に
「
自
己
自
身

の
意
識
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
で
あ
る
の
は
た
だ
意
識
が
「
対
象
の
意

識
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
「
意
識
は
、
一
方
で
対
象
の
意
識
で
あ
る

と
と
も
に
他
方
で
自
已
自
身
の
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
命
題
が
真

に
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
意
識
は
、
ま
さ
に
〈
対
象
の
意
識
〉
で
あ
る
か
ぎ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

り
に
お
い
て
の
み
同
時
に
く
自
已
自
身
の
意
識
V
で
あ
る
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
「
自
己
自
身
の
意
識
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
対
象
の

意
識
」
の
上
に
生
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
対
象
の
意
識
」
に
先
立
っ
て
存
在

す
る
も
の
で
は
な
い
。
意
識
が
「
自
已
自
身
の
意
識
」
と
し
て
自
己
自
身
へ
と

自
覚
的
に
関
係
す
る
の
は
、
意
識
が
「
対
象
の
意
識
」
と
し
て
対
象
へ
と
指
向

的
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
意
識
は
「
自

已
自
身
の
意
識
」
と
し
て
真
実
に
は
、
他
在
へ
の
関
係
に
対
す
る
白
己
関
係
で

は
な
く
、
他
在
へ
の
関
係
に
お
け
る
自
已
関
係
で
あ
る
。
U
。
ク
レ
ス
ゲ
ス
は
、

へ
ー
ゲ
ル
の
自
已
意
識
の
概
念
の
こ
う
し
た
特
異
性
に
注
目
L
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。
「
〈
意
識
は
自
己
自
身
の
意
識
で
あ
る
〉
と
い
う
の
は
、
知
的
直

観
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
が
反
省
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
が
、
と
に
か
く
或
る
自
我

が
自
已
自
身
に
っ
い
て
も
っ
と
こ
ろ
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
普
通
の
意
味
で
の

く
自
己
意
識
V
を
意
味
し
て
は
お
ら
ず
、
対
象
に
つ
い
て
の
自
分
の
知
の
意
識

　
　
　
　
　
（
1
9
）

を
意
味
し
て
い
る
。
」
要
す
る
に
、
へ
ー
ゲ
ル
的
な
自
已
意
識
つ
ま
り
「
自
已

自
身
の
意
識
」
は
、
対
象
を
捨
象
し
た
り
見
失
っ
た
り
す
る
排
他
的
な
自
已
意

識
と
は
全
く
別
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

三

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
悟
性
（
意
識
）
の
章
か
ら
自
已
意
識
の
章
へ
の
移
行
に
さ
い

し
、
「
我
々
は
か
く
て
今
や
自
己
意
識
と
と
も
に
真
理
の
郷
土
的
な
王
国
に
は

い
っ
た
」
（
H
・
。
紅
）
と
宣
言
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
得
る
の
は
、
む
ろ

ん
悟
性
（
意
識
）
の
章
か
ら
自
己
意
識
の
章
へ
の
移
行
に
或
る
特
別
た
意
味
が

帰
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
特
別
な
意
味
の
何
で
あ
る
か
を
、
我
々
は

『
現
象
学
』
の
「
緒
論
」
に
お
け
る
　
　
す
で
に
引
用
し
た
ー
或
る
重
要
な

一
節
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
こ
で
、
制
限
さ
れ
た
自
已
自

身
を
越
え
て
行
く
意
識
の
道
程
の
「
目
標
」
を
示
L
、
そ
の
目
標
は
、
「
知
が

自
已
自
身
を
見
い
だ
」
、
概
念
が
対
象
に
、
対
象
が
概
念
に
合
致
す
る
と
こ

ろ
L
に
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
目
標
が
「
真
な
る
知
」
「
絶
対
知
」
で

あ
る
こ
と
は
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ぼ
、
意

識
は
、
か
か
る
目
標
へ
の
「
道
程
」
に
お
い
て
す
で
に
、
「
現
象
の
感
覚
的
世

界
」
か
ら
「
法
則
の
静
か
な
王
国
」
へ
、
さ
ら
に
「
顯
倒
し
た
世
界
」
へ
と
進

ん
で
「
無
限
性
」
の
概
念
を
自
ら
の
対
象
と
す
る
と
き
に
、
ま
さ
に
「
自
已
自

身
に
対
し
て
在
り
、
区
別
さ
れ
な
い
も
の
を
区
別
す
る
。
」
（
嵩
・
。
）
そ
う
な
る
と

意
識
は
、
も
は
や
白
己
自
身
で
な
い
何
か
を
対
象
に
も
つ
こ
と
は
な
く
、
自
已

自
身
か
ら
区
別
さ
れ
な
い
或
る
対
象
す
な
わ
ち
自
已
自
身
と
い
う
対
象
を
も
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
意
識
は
「
自
已
意
識
」
に
な
っ
て
い
る
。
む
ろ
ん
自
已
意
識

と
い
え
ど
も
意
識
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
他
な
る
も
の
が
在
り
、
意
識
は
区

別
立
て
を
行
う
が
、
し
か
L
そ
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
た
も
の
は
、
「
意
識
に
と

っ
て
同
時
に
区
別
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
」
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
「
自
我

は
、
他
た
る
も
の
に
対
立
し
て
自
已
自
身
で
あ
る
と
同
時
に
こ
の
他
な
る
も
の
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を
越
え
て
包
む
か
ら
、
こ
の
他
な
る
も
の
も
自
我
に
と
っ
て
は
自
己
自
身
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
」
（
｝
震
）
だ
が
こ
の
よ
う
な
と
き
、
自
我
は
主
観
で
あ
る
だ
け

で
な
く
客
観
で
も
あ
り
、
知
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
知
ら
れ
る
も
の
で
も

あ
る
の
だ
か
ら
、
「
我
々
が
も
し
知
の
運
動
を
概
念
と
呼
び
、
知
は
知
で
も
静

的
統
一
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
自
我
と
」
て
の
知
を
対
象
と
呼
ぶ
な
ら
ぼ
、
我

我
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
知
自
身
に
と
っ
て
も
、
対
象
は
概
念
に
合
致
し
て
い

る
。
」
（
冨
ω
）
と
す
れ
ぼ
、
と
く
に
W
。
ボ
ソ
ジ
ー
ペ
ソ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う

に
、
「
〈
緒
論
〉
に
お
い
て
語
ら
れ
た
概
念
と
対
象
の
合
致
は
、
1
た
と
え
形

式
的
に
す
ぎ
な
い
と
」
て
も
1
意
識
の
章
か
ら
自
己
意
識
の
章
へ
の
移
行
に

　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

さ
い
L
て
達
成
さ
れ
る
」
と
見
傲
さ
れ
得
る
。
か
か
る
意
味
で
へ
ー
ゲ
ル
自
身

も
、
「
我
々
は
自
已
意
識
と
と
も
に
真
理
の
郷
土
的
な
王
国
に
は
い
っ
た
」
と

宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
だ
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
「
自
己
意
識
」
は
「
現
象
知
の
叙
述
」
の

本
来
の
目
標
た
る
「
絶
対
知
」
か
ら
い
か
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ

の
間
題
を
解
く
た
め
に
は
、
叙
述
を
構
成
す
る
二
つ
の
立
場
、
す
な
わ
ち
「
意

識
」
と
「
我
々
」
の
く
い
ち
が
い
に
再
び
目
を
向
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
ろ

う
。
へ
－
ゲ
ル
は
言
う
。
「
自
己
意
識
は
事
実
上
（
庁
亭
H
夢
け
）
、
感
覚
的
な

知
覚
さ
れ
る
世
界
の
存
在
か
ら
の
反
省
で
あ
り
、
本
質
的
に
他
在
か
ら
の
還
帰

で
あ
る
。
自
已
意
識
は
自
已
意
識
と
し
て
は
運
動
で
あ
る
。
」
（
冨
紅
）
と
こ
ろ
で

こ
れ
は
、
運
動
を
観
察
す
る
「
我
々
」
に
と
っ
て
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
っ
て

も
、
運
動
を
自
ら
遂
行
す
る
「
意
識
」
に
と
っ
て
は
明
ら
か
な
こ
と
で
は
な

い
。
意
識
は
一
般
に
主
観
的
な
「
確
信
」
で
あ
り
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
直

接
的
に
は
自
分
を
「
真
た
る
知
」
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
の
で
、
新
し
い
形
態

と
し
て
登
場
す
る
と
き
に
は
先
行
す
る
も
の
の
う
ち
に
自
分
の
本
質
を
認
め

ず
、
こ
れ
を
全
く
別
の
も
の
と
見
傲
す
。
従
っ
て
こ
こ
で
も
、
「
自
己
意
識
」

と
L
て
新
た
に
登
場
す
る
意
識
は
、
か
つ
て
自
分
が
「
対
象
意
識
」
と
し
て

自
分
と
は
異
な
る
も
の
を
真
な
る
も
の
と
見
傲
し
て
い
た
こ
と
を
忘
却
し
、

た
だ
自
己
自
身
だ
け
を
真
な
る
も
の
と
見
傲
す
。
か
く
て
「
自
已
意
識
は
、
自

己
自
身
と
し
て
の
自
已
自
身
を
自
分
か
ら
区
別
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
他
在

と
し
て
の
区
別
は
自
己
意
識
に
と
っ
て
た
だ
ち
に
廃
棄
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

区
別
は
存
在
せ
ず
、
自
已
意
識
は
た
だ
〈
自
我
は
自
我
で
あ
る
（
H
艮
黒
b

H
庄
）
〉
と
い
う
運
動
を
欠
い
た
同
語
反
復
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
自
己

意
識
に
と
っ
て
区
別
が
存
在
と
い
う
形
態
を
さ
え
も
た
た
い
の
で
あ
る
か
ら
、

自
己
意
識
も
自
已
意
識
で
は
な
い
。
」
（
ま
｛
）
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
（
と
く
に

フ
ィ
ヒ
テ
の
）
自
已
意
識
の
概
念
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
批
判
と
し
て
も
読
ま
れ

得
る
命
題
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い

う
こ
と
は
、
た
ん
に
知
の
空
虚
た
形
式
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
、
同
一
性
の
形

式
を
満
た
し
て
い
る
点
で
、
形
式
的
に
は
「
真
な
る
知
」
で
あ
る
が
、
し
か
し

内
容
を
全
く
も
た
な
い
点
で
、
内
容
的
に
は
い
ま
だ
「
真
な
ら
ぬ
知
」
で
あ

る
。
か
か
る
「
自
已
意
識
」
は
、
ク
レ
ス
ゲ
ス
が
言
う
よ
う
に
、
「
そ
れ
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

に
属
す
る
形
式
に
お
い
て
は
絶
対
知
を
先
取
り
し
て
い
る
」
が
、
し
か
し
「
そ

の
形
式
の
絶
対
的
な
真
理
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
内
容
を
欠
い
て
い
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

う
絶
対
的
な
非
真
理
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
」

「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
「
自
己
意
識
」
は
、
こ
の
よ
う
に
L
て
ひ
と

つ
の
「
真
な
ら
ぬ
知
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
一
」
の
よ
う
に
「
真
な
ら
．

ぬ
知
」
と
し
て
登
場
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
「
自
已
意
識
」
も
い
ま
だ
「
絶
対

知
」
で
は
な
い
、
と
言
う
・
」
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
た
だ
「
我
々
」
に
対
し
て
だ
け
在
り
、
童
だ
「
意
識
」
に
対
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し
て
在
る
の
で
は
な
い
「
真
理
」
と
L
て
、
次
の
よ
う
な
「
真
理
」
が
在
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
「
他
な
る
も
の
、
っ
童
り
対
象
一
般
の
意

識
は
、
そ
れ
自
身
必
然
的
に
白
己
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
の
う
ち
に
還
帰

し
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
他
在
の
う
ち
で
自
已
自
身
を
意
識
す
る
も
の
で
あ

る
。
物
を
も
っ
て
、
つ
ま
り
自
已
自
身
と
は
異
な
る
も
の
を
も
っ
て
真
な
る
も

の
と
」
て
い
た
意
識
の
従
来
の
形
態
か
ら
の
か
か
る
必
然
的
な
進
行
は
、
ま
さ

に
次
の
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
物
に
っ
い
て
の
意
識
は
た
だ
自
已
意
識
に
対
し
て

だ
げ
可
能
で
あ
る
と
い
う
だ
げ
で
な
く
、
た
だ
自
己
意
識
だ
け
が
か
の
諸
形
態

の
真
実
態
で
あ
る
と
い
う
・
」
と
も
ま
た
表
明
し
て
い
る
。
し
（
H
轟
）
文
中
、
へ
ー

ゲ
ル
は
ヵ
ソ
ト
を
念
頭
に
お
き
、
そ
の
超
越
論
的
意
識
の
意
義
を
認
め
て
い
る

が
、
し
か
し
反
面
カ
ソ
ト
的
で
な
い
思
想
を
語
り
だ
L
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
自
已
意
識
と
は
、
対
象
か
ら
無
関
係
に

前
提
と
し
て
初
め
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
対
象
に
関
係
す
る
一
」
と
に

よ
っ
て
初
め
て
生
成
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
た
だ
自
已
意
識
は
対
象
意
識
を

可
能
な
ら
し
め
る
条
件
で
あ
る
と
い
う
だ
げ
で
な
く
自
己
意
識
は
対
象
意
識
が

到
達
す
る
現
存
で
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
白
己
意
識
と
対
象
意
識
と
は
、

言
わ
ぼ
く
存
在
論
的
に
V
関
係
づ
げ
ら
れ
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
同

様
の
こ
と
を
へ
ー
ゲ
ル
は
、
『
エ
ソ
チ
ク
四
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
い
て
も
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
「
意
識
の
真
実
態
は
自
己
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
自
已
意

識
は
意
識
の
根
拠
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
他
の
対
象
の
意
識
は
す
べ
て
現
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
お
い
て
は
自
已
意
識
で
あ
る
。
」
W
。
シ
ュ
ル
ツ
が
言
う
よ
う
に
、
こ
う
し

た
命
題
の
う
ち
に
は
、
「
自
已
意
識
が
発
展
か
ら
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

ら
し
て
、
カ
ソ
ト
を
越
え
て
行
く
表
現
が
見
い
だ
さ
れ
る
」
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。

　
刊
現
象
学
』
の
「
自
已
意
識
」
の
章
に
は
、
ひ
と
つ
の
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ

が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」

と
い
う
「
自
己
意
識
」
は
不
完
全
な
知
、
す
な
わ
ち
「
真
な
ら
ぬ
知
」
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
、
た
だ
「
我
々
」
に
対
L
て
だ
げ
示
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、

「
意
識
」
に
対
し
て
は
ま
だ
示
さ
れ
る
一
」
と
で
は
な
い
。
と
は
い
え
、
意
識
の

道
程
は
、
本
来
、
「
現
象
知
の
非
真
理
へ
の
自
覚
的
な
洞
察
」
で
あ
る
。
意
識

は
そ
の
遣
程
の
目
標
で
あ
る
「
真
た
る
知
」
「
絶
対
知
」
に
到
達
す
る
ま
で

「
自
已
吟
味
」
を
続
げ
、
「
真
な
ら
ぬ
知
」
を
「
真
な
る
知
」
と
思
い
込
む
制

限
さ
れ
た
自
己
自
身
を
越
え
て
行
く
。
一
」
の
目
標
へ
の
「
進
行
」
は
「
休
み
た

き
」
も
の
で
あ
っ
て
、
目
標
以
前
の
「
停
り
場
」
に
お
い
て
完
全
な
「
満
足
」

が
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
決
L
て
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「
自
己
意
識
」
と
い
う

停
り
場
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い

う
「
自
已
意
識
」
が
「
現
象
知
」
と
し
て
登
場
す
る
「
真
た
ら
ぬ
知
」
で
あ
る

と
す
る
な
ら
ぼ
、
こ
の
知
の
非
真
理
は
「
我
々
」
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
「
意

識
」
に
対
し
て
も
ま
た
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
『
現

象
学
』
の
「
自
已
意
識
」
の
章
に
は
、
こ
の
よ
う
な
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」

と
い
う
「
自
已
意
識
」
の
概
念
に
つ
き
ま
と
う
不
完
全
性
が
あ
ぼ
き
だ
さ
れ
る

と
い
う
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
下
に
、
こ
う
し
た
「
吟
味
」
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。

　
へ
－
ゲ
ル
に
よ
れ
ぼ
、
自
已
意
識
の
最
初
の
対
象
は
「
純
粋
な
区
別
さ
れ
な

い
自
我
」
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
自
己
意
識
は
、
他
在
と
し
て
の
対
象
を
廃
棄

、
7
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し
て
満
足
を
得
よ
う
と
す
る
「
欲
望
」
で
あ
る
。
だ
が
自
己
意
識
は
、
か
く
一

方
的
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
ど
こ
ま
で
も
否
定
す
べ
き
対
象
を
必
要
と

す
る
の
で
、
真
の
満
足
を
得
ら
れ
な
い
。
か
く
て
自
已
意
識
が
そ
の
満
足
を
得

る
の
は
、
自
立
的
で
あ
り
た
が
ら
自
ら
否
定
を
行
う
他
の
自
已
意
識
に
お
い
て

の
み
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
自
己
意
識
は
、
た
と
え
他
の
自
已
意
識
に
対
し
て

存
在
す
る
よ
う
に
た
っ
て
も
、
最
初
に
は
た
だ
自
分
の
対
自
存
在
を
確
信
す
る

だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
存
在
を
他
の
自
已
意
識
に
承
認
さ
せ
る
べ
く
「
生
死

を
賭
げ
た
戦
い
」
に
巻
き
込
ま
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
自
已
意
識
は
、
か
か

る
死
に
よ
る
確
証
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
存
在
を
承
認
す
る
他
の
自
己
意
識
を
失

う
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
の
存
在
を
承
認
さ
せ
る
一
」
と
が
で
き
な
い
。
か
く
て

承
認
を
め
ぐ
る
戦
い
は
、
自
分
の
自
分
だ
け
で
の
存
在
を
本
質
と
す
る
「
自
立

的
な
意
識
」
と
自
分
の
他
者
に
対
す
る
存
在
を
本
質
と
す
る
「
非
自
立
的
な
意

識
」
と
い
う
意
識
の
二
形
態
を
定
立
す
る
こ
と
に
た
る
。
非
自
立
的
な
意
識
と

し
て
の
「
奴
隷
」
は
対
象
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
だ
こ
れ
に
働
き
か

け
る
だ
け
で
あ
る
が
、
自
立
的
な
意
識
と
し
て
の
「
主
人
」
は
奴
隷
の
労
働
を

媒
介
に
し
て
対
象
を
否
定
し
欲
望
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
主
人
は
、

そ
の
満
足
が
奴
隷
の
労
働
に
依
存
L
て
い
る
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て
「
奴
隷
の

奴
隷
」
と
な
り
、
非
自
立
的
な
も
の
に
な
る
。
・
」
れ
に
対
し
て
奴
隷
は
、
主
人

へ
の
「
畏
怖
」
に
お
い
て
自
己
内
へ
押
し
戻
さ
れ
対
自
存
在
を
具
え
る
と
と
も

に
、
こ
れ
を
「
労
働
」
に
お
い
て
外
化
し
、
「
絶
対
的
な
区
別
に
お
い
て
自
同

的
で
あ
り
続
け
る
自
我
」
と
な
る
。
か
く
て
我
々
に
は
無
限
性
を
本
質
と
す
る

意
識
、
つ
ま
り
「
自
由
な
自
已
意
識
」
た
る
意
識
が
、
第
一
に
「
ス
ト
ア
主

義
」
と
L
て
、
第
二
に
「
懐
疑
主
義
」
と
し
て
、
第
三
に
「
不
幸
な
意
識
」
と

し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
ス
ト
ア
主
義
」
に
と
っ
て
、
欲
望
や
労
働
の
対

象
と
し
て
の
存
在
は
も
は
や
実
在
性
を
も
た
ず
、
実
在
性
を
も
つ
も
の
は
た
だ

「
思
惟
さ
れ
た
区
別
」
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
意
識
は
存
在
か
ら
退
き
、

存
在
に
対
し
て
無
関
心
に
振
る
舞
う
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て
こ
の
存
在
を
自
由

に
し
、
こ
の
存
在
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
て
こ
の
意
識
自
身
は

「
思
想
の
う
ち
で
の
自
由
」
に
と
ど
ま
っ
て
L
ま
う
。
「
懐
疑
主
義
」
は
、
ス

ト
ア
主
義
に
お
い
て
概
念
で
し
か
な
か
っ
た
自
由
を
実
現
す
べ
く
存
在
の
「
自

覚
的
否
定
」
に
向
か
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
自
由
だ
と
い
う
確
信
を
手
に

入
れ
る
。
だ
が
こ
の
意
識
は
、
か
か
る
確
信
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
存
在
の
否

定
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
り
か
え
っ
て
こ
の
存
在
に
結
び
つ
き
、
こ
の
存
在
の

意
識
で
あ
る
。
か
く
て
一
」
の
意
識
は
、
一
方
で
「
不
変
的
な
」
意
識
で
あ
る
と

と
も
に
他
方
で
「
個
別
的
た
」
意
識
で
も
あ
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
「
矛
盾
し

た
」
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
自
分
が
こ
の
よ
う
に
矛
盾
し
た
意
識
で
あ
る
こ
と

を
自
覚
す
る
と
き
、
こ
の
意
識
は
「
不
幸
な
」
意
識
で
あ
る
。
「
不
幸
な
意
識
」

に
と
っ
て
、
個
別
者
と
不
変
者
と
は
互
い
に
無
縁
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し

こ
の
意
識
は
そ
れ
自
身
両
者
た
の
で
こ
の
無
縁
な
両
者
を
没
交
渉
な
ま
ま
に
L

て
お
く
一
」
と
は
で
き
ず
、
「
個
別
者
と
不
変
者
と
が
一
っ
で
あ
る
こ
と
」
を
自

ら
の
対
象
に
も
ち
、
こ
の
〕
つ
で
あ
る
こ
と
L
を
達
成
す
べ
く
、
意
識
は
第

一
に
「
純
粋
意
識
」
と
L
て
、
第
二
に
「
現
実
意
識
」
と
し
て
、
第
三
に
「
献

身
の
意
識
」
と
し
て
「
形
態
を
得
た
不
変
的
実
在
」
に
関
わ
る
。
「
純
粋
意
識
」

と
し
て
の
不
幸
な
意
識
は
、
分
裂
し
た
も
の
と
し
て
の
自
己
自
身
に
触
れ
て
痛

み
を
感
ず
る
「
純
粋
な
心
惜
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
自
分
の
実
在
を
も
か
か
る
心

情
で
あ
る
と
確
信
す
る
「
無
限
な
憧
僚
」
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
た
と
き
意

識
は
実
在
を
把
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
感
じ
て
い
る
だ
げ
で
あ

り
、
自
体
的
に
は
「
自
己
感
情
」
と
し
て
実
在
か
ら
自
分
の
う
ち
へ
と
逆
戻
り

7！　r精神の現象学』における自己意識の概念をめぐって



し
て
い
る
。
か
く
て
こ
の
意
識
は
自
ら
に
実
在
性
を
も
つ
「
現
実
意
識
」
と
た

っ
て
い
る
。
「
現
実
意
識
し
と
し
て
の
不
幸
た
意
識
は
、
す
で
に
獲
得
し
た
内

的
確
信
を
確
証
す
べ
く
、
物
の
形
を
と
っ
た
実
在
を
廃
棄
し
享
受
し
よ
う
と
す

る
。
だ
が
意
識
が
向
か
う
現
実
は
、
一
面
に
お
い
て
た
し
か
に
虚
無
で
あ
っ
て

も
他
面
に
お
い
て
は
し
か
し
「
聖
化
さ
れ
た
世
界
」
で
あ
る
の
で
、
意
識
は
実

在
の
自
已
放
棄
な
し
に
こ
れ
を
廃
棄
し
享
受
す
る
を
得
た
い
。
か
く
て
意
識
に

は
、
実
在
の
自
已
放
棄
に
感
謝
し
自
ら
の
満
足
を
断
念
す
る
「
献
身
」
の
態
度

が
生
じ
て
く
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
は
意
識
の
個
別
性
が
減
却
さ
れ
る
べ
き
努
力

の
対
象
と
な
り
、
意
識
は
対
自
的
な
だ
け
の
「
現
実
意
識
」
を
取
り
除
い
て

「
普
遍
的
た
意
志
」
を
立
て
る
。
だ
が
・
」
の
よ
う
な
と
き
意
識
の
「
不
幸
」
は

止
み
、
意
識
は
自
分
と
実
在
と
の
統
一
を
自
覚
す
る
「
理
性
」
に
な
っ
て
い
る
。

　
以
上
、
「
吟
味
」
の
プ
四
セ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
言
わ
ぼ
内
容
の

豊
か
さ
を
捨
象
し
て
「
自
已
意
識
」
の
章
の
全
体
の
展
開
を
略
述
し
た
。
我
々

は
、
こ
の
章
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
意
識
形
態
に
出
会
う
が
、
そ
れ
ら
は
も
っ

ぱ
ら
自
己
自
身
の
対
自
存
在
を
直
接
的
に
確
信
し
て
い
る
意
識
で
あ
る
。
言
い

か
え
る
と
、
そ
れ
ら
は
自
分
を
自
分
か
ら
区
別
す
る
だ
け
で
、
他
在
と
し
て
の

区
別
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
」
の
よ
う
た
意
識
は
、

自
分
の
自
己
同
一
性
を
実
現
す
べ
く
、
可
能
的
他
在
の
否
定
に
向
か
っ
た
の
で

あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
他
在
に
対
し
て
否
定
的
に
振
る
舞
う
と
き
、
意
識

は
そ
の
否
定
を
完
遂
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
た
だ

否
定
す
る
と
い
う
仕
方
で
は
、
意
識
は
、
か
え
っ
て
否
定
し
た
も
の
に
対
立

し
、
こ
れ
に
自
立
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と

は
、
し
か
し
最
終
的
に
は
、
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
「
自
已
意
識
」

の
概
念
に
つ
き
ま
と
う
必
然
的
な
不
完
全
性
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で

あ
ろ
う
。

結
び

　
『
現
象
学
』
に
お
け
る
へ
－
ゲ
ル
の
自
已
意
識
の
概
念
の
特
異
性
は
、
次
の

二
点
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

①
自
已
意
識
は
、
他
在
に
関
係
た
く
た
だ
そ
れ
だ
け
で
初
め
か
ら
存
在
す
る
も

の
で
は
な
く
、
他
在
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
生
成
す
る
も
の
で
あ

る
。②

自
已
意
識
は
、
他
在
へ
の
関
係
に
対
す
る
自
已
関
係
で
は
な
く
、
他
在
へ
の

関
係
に
お
け
る
自
已
関
係
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
が
『
現
象
学
』
の
「
自
已
意
識
」
の
章
で
詳
述
す
る
と
こ
ろ
の
純

粋
な
自
已
関
係
の
意
識
、
つ
ま
り
「
自
我
は
自
我
で
あ
る
」
と
い
う
「
自
已
意

識
」
は
、
右
の
特
異
性
を
ま
だ
自
覚
し
て
い
な
い
。
こ
の
「
自
已
意
識
」
は
、

自
分
か
ら
区
別
さ
れ
た
対
象
に
は
関
係
せ
ず
、
た
だ
自
分
か
ら
区
別
さ
れ
な
い

対
象
で
あ
る
自
已
自
身
と
い
う
対
象
に
だ
げ
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の

「
自
然
的
な
意
識
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
自
分
と
対
象
と
の
区
別
が

こ
の
よ
う
に
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
自
已
意
識
は
、
た
し
か
に
、
形
式

的
に
は
「
真
理
の
郷
土
的
な
王
国
」
に
は
い
っ
た
が
、
し
か
し
内
容
的
に
は
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
％
）

だ
「
運
動
を
欠
い
た
同
語
反
復
」
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
「
自
已
意
識
」
の
章
に
お
い
て
、
意
識
に
自
已
吟
味
さ
せ
る

と
い
う
仕
方
で
、
こ
う
L
た
自
已
意
識
の
概
念
の
非
真
理
を
証
明
し
、
同
時
に

自
分
の
自
己
意
識
の
概
念
の
真
理
を
証
明
す
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
へ
ー
ゲ

ル
に
．
よ
れ
ぼ
、
自
己
意
識
は
あ
く
ま
で
も
対
象
意
識
の
上
に
成
立
す
る
「
現

72



存
L
で
あ
る
。
従
っ
て
意
識
は
、
自
己
意
識
と
し
て
自
己
自
身
へ
と
自
覚
的
に

関
係
L
得
る
た
め
に
は
ま
ず
対
象
意
識
と
し
て
他
在
へ
と
指
向
的
に
関
係
L
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
自
分
の
他
在
の
う
ち
で
自
已
自
身
を
認
識
す
る
一
」
と
L
、

こ
れ
が
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
の
自
已
意
識
な
の
で
あ
る
。
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ミ
◎
§
“
ミ
o
N
o
的
“
雨
　
～
“
向
　
Ω
“
“
い
“
雨
向
ー
　
げ
H
㎝
σ
q
ー
　
く
．
』
．

　
　
串
O
津
轟
⑦
艮
3
蟹
冒
ざ
お
畠
S
。
引
用
に
さ
い
し
て
は
、
本
文
中
に
頁

　
　
数
の
み
を
記
し
た
。

（
1
3
）
　
「
現
象
知
の
叙
述
」
は
、
叙
述
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
自
然
的
意
識
の

　
　
現
象
知
と
叙
述
す
る
も
の
で
あ
る
哲
学
的
観
察
者
の
「
我
々
」
と
の
相
異

　
　
な
る
二
つ
の
立
場
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

（
M
）
竃
由
＆
晶
α
・
員
夢
涼
§
鍋
・
一
串
暮
鷺
養
P
竃
l
H
轟
9
ω
．
崖
9

（
1
5
）
　
肉
．
O
竃
旨
蟹
｝
b
“
§
§
細
ミ
ミ
的
“
き
N
§
黒
的
“
汀
㎏
“
的
、
§
e
o
§
由
“
§
§
・

　
　
島
“
｝
“
“
嵩
　
“
ミ
　
～
雨
、
　
b
“
ミ
N
“
“
“
s
s
的
N
§
、
掌
～
曽
o
§
“
ミ
◎
N
o
的
“
“
～
“
向
（
…
“
“
向
“
雨
臼
－
　
川
箏
…

　
　
ト
）
雨
、
皇
“
8
N
“
向
§
§
■
§
ミ
～
　
｝
～
“
§
“
　
Ω
潟
“
曽
§
s
、
戸
　
　
ぼ
『
o
o
σ
q
．
　
く
．
ζ
．
（
｝
■
N
N
◎
箏
ポ

　
　
申
肉
豊
訂
昌
山
r
ω
喜
一
饒
§
げ
O
拐
H
署
9
ω
』
べ
1

（
1
6
）
　
肉
l
O
蟹
§
蟹
一
凹
』
1
0
．
一
ω
．
⑩
◎
1

（
1
7
）
声
Ω
．
O
乱
§
員
皇
“
ミ
ふ
・
沖
き
ミ
・
ぎ
ま
ミ
8
琴
ミ
汁
ミ
§

　
　
串
⑭
畑
㊦
N
｝
　
〈
、
“
～
S
◎
§
⑭
S
◎
N
◎
的
叫
“
　
～
雨
い
　
Q
雨
“
レ
“
雨
㎞
〉
－
　
チ
H
ω
σ
O
‘
　
く
■
饒
．
旬
■
笥
¢
一
似
陣

　
　
¢
箏
ら
　
］
U
　
饒
①
づ
H
｝
o
げ
”
　
句
H
彗
斤
｛
¢
饒
　
印
－
竃
．
H
㊤
べ
Φ
－
ω
．
o
o
⑩
．

（
1
8
）
　
肉
．
O
罵
暮
胃
u
印
．
印
1
0
一
一
ω
．
o
o
⑩
．

（
1
9
）
　
C
．
O
酎
鶉
σ
q
窃
｝
b
s
§
ざ
ミ
ミ
ミ
的
～
“
向
“
、
8
“
“
ぎ
“
ミ
～
“
き
ミ
シ
竃
ミ
｝
．
寒
的
“
、

　
　
い
“
§
～
“
雨
ミ
　
出
“
“
“
害
　
心
一
｝
団
◎
昌
　
H
⑩
o
o
い
u
　
ω
．
ベ
ベ
．
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（
2
o
）
　
オ
‘
固
o
饒
m
尉
勺
ω
b
－
　
ま
～
ミ
o
§
“
ミ
o
N
◎
的
“
雨
　
～
“
h
　
Q
雨
サ
“
“
ク
　
　
ー
箏
“
寒
的
雨
戸

　
プ
易
σ
q
一
く
．
○
．
勺
α
σ
q
α
q
匹
①
■
句
H
且
げ
ζ
H
岬
＼
竃
饒
箏
o
げ
⑦
目
H
⑩
ベ
ベ
u
ω
1
①
⑩
．
　
く
σ
q
一
．
～
①
H
y

　
掌
、
出
“
的
、
嵩
、
雨
、
峯
的
s
辻
d
｝
～
“
“
ミ
～
“
ミ
ト
ミ
s
“
、
い
o
｝
、
貴
～
ミ
尋
的
匙
｝
．

　
寒
的
“
N
ら
ぎ
き
§
出
雨
掌
へ
“
寓
・
団
o
昌
お
ミ
・
ω
・
H
轟
・
な
お
、
ボ
ソ
ジ

　
ー
ベ
ソ
に
先
立
っ
て
す
で
に
ペ
ゲ
ラ
ー
が
同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
く
σ
q
－
．
O
l
噌
o
：
α
q
σ
q
⑫
前
グ
饒
』
1
0
二
ω
』
o
o
ω
．

（
班
）
　
¢
1
Ω
常
ω
σ
q
鶉
一
印
1
P
O
．
｝
ω
．
嵩
ω
．

（
2
2
）
　
q
．
O
厨
9
σ
q
窃
u
煎
ー
ド
○
．
u
ω
．
H
N
①
．

（
鴉
）
　
o
．
考
－
勺
－
饒
⑦
σ
q
①
ピ
肉
ミ
弩
細
N
o
“
～
、
汁
～
“
、
　
㌧
“
“
N
o
向
意
“
シ
〔
“
“
§
　
く
｛
－

　
旨
§
向
＄
さ
§
“
§
Q
、
§
曽
～
辻
い
｝
“
ゲ
話
σ
q
．
く
ー
『
Z
｛
8
｝
庁
■
箏
～
O
．
勺
o
＝
σ
q
σ
q
①
－

　
8
■
饒
陣
昌
げ
■
お
］
b
①
⑩
u
　
ω
．
ω
紅
⑩
．

（
脳
）
　
オ
．
ω
o
げ
崖
一
ぎ
b
s
い
、
、
o
“
N
雨
§
～
雨
｝
い
“
N
｝
急
｝
“
§
ミ
畠
旨
雨
“
ミ
h
“
ミ
寒
的
良
h

　
ξ
怠
雨
§
u
μ
b
一
、
、
“
N
o
｝
息
“
㌻
〔
㌻
“
｝
き
ぎ
、
｝
ミ
〔
“
．
⑩
］
．
き
㌻
「
的
s
ミ
的
u
｝
H
ω
σ
q
．
く
1

　
饒
1
｝
（
ユ
箏
σ
q
♂
　
い
．
○
乱
b
σ
q
－
顯
印
b
｝
◎
｛
戸
困
．
■
o
冒
一
U
凹
o
げ
u
＞
．
ω
陣
H
N
以
　
d
箏
｛
宰
一

　
蟹
箒
■
軍
⑦
一
ざ
お
＼
竃
ま
亭
⑦
箏
H
轟
戸
ω
．
べ
1

（
2
5
）
こ
う
し
た
こ
と
は
、
「
自
已
意
識
の
反
省
理
論
」
に
対
す
る
へ
ー
ゲ

　
　
ル
の
批
判
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
L
か
し
厳
密
に
見
る
な
ら

　
ぼ
、
へ
ー
ゲ
ル
も
「
自
已
意
識
」
を
、
す
で
に
自
己
関
係
的
な
意
識
の
自

　
己
内
還
帰
と
し
て
叙
述
し
て
お
り
、
説
明
す
べ
き
も
の
を
前
提
す
る
と
い

　
う
循
環
論
に
陥
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ヘ
ソ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る

　
よ
う
に
、
「
へ
ー
ゲ
ル
は
決
し
て
自
已
意
識
の
反
省
理
論
か
ら
解
放
さ
れ

　
る
こ
と
、
が
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。
く
σ
q
一
・
P
串
竃
ま
ダ
φ
・
ド
O
二
ω
・
轟
H
・

　
　
　
　
（
と
び
た
。
み
つ
る
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
。
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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