
「
認
識
倫
理
的
一
良
心
に
つ
、し

岸
　
　
　
恭
博

「
認
識
倫
理
的
」
良
心
と
い
2
言
葉
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
あ
る
草
稿
の
申
で
用

い
た
言
葉
で
あ
る
が
、
彼
が
頻
繁
に
用
い
た
言
葉
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
例
外

的
に
、
し
か
も
括
弧
つ
き
で
用
い
た
言
葉
で
あ
る
。
そ
ん
塗
言
葉
を
小
論
の
表

題
に
掲
げ
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
通
常
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
思
想
は
、
論
理
的
、
認
識
論
的
傾
向
が
、
顕

薯
に
、
前
景
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
生
前
フ
ッ
サ
ー
ル
が

自
ら
公
刊
し
た
著
作
の
ほ
と
ん
ど
が
、
そ
の
こ
と
を
証
示
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
て
き
た
。
第
二
次
大
戦
後
刊
行
さ
れ
続
げ
て
い
る
『
フ
ッ
サ
ー
ル
著
作

集
』
は
、
し
か
L
こ
う
し
た
理
解
の
再
考
を
促
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
こ
の
新

し
い
資
料
を
踏
ま
え
た
数
多
く
の
研
究
成
果
を
共
有
財
産
と
し
て
も
つ
わ
れ
わ

れ
は
、
こ
の
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点

か
ら
み
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
思
想
の
根
底
に
、
実
践
的
、
倫
理
的
動

機
が
強
く
は
た
ら
い
て
い
た
こ
と
を
見
の
が
す
・
」
と
は
で
き
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
彼
に
は
、
伝
統
的
意
味
に
お
げ
る
倫
理
学
や
実
践
哲
学
に
か
ん
す
る

ま
と
ま
っ
た
著
作
が
無
く
、
ま
た
、
講
義
ノ
ー
ト
や
草
稿
も
こ
の
点
に
か
ん
し

て
は
断
片
的
な
も
の
L
か
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
れ
を
具
体
的
に
再
構

成
す
る
に
は
資
料
の
う
え
で
も
難
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
こ
の
方
面
に
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ん
す
る
独
立
L
た
二
次
文
献
も
少
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
理
解
、
そ
の
解

釈
に
か
ん
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
読
者
、
研
究
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
語
り
出
す

と
い
う
事
態
も
な
い
で
は
な
い
。
認
識
あ
る
い
は
理
論
と
実
践
と
。
こ
の
両
老

の
関
係
は
、
少
な
く
と
も
哲
学
的
に
思
惟
し
よ
う
と
す
る
か
ぎ
り
避
け
て
通
る

こ
と
の
で
き
な
い
哲
学
の
根
本
間
題
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
実
は
、
フ
ッ
サ
i
ル

は
、
こ
の
間
題
を
理
性
批
判
と
し
て
受
け
止
め
、
自
ら
の
哲
学
的
課
題
の
中
心

に
据
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
思
想
に
接
近
L
、

理
解
し
、
共
に
思
惟
し
よ
う
と
す
る
場
合
の
ひ
と
つ
の
見
通
し
を
つ
げ
る
試
み

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
の
視
点
が
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

「
認
識
倫
理
的
良
心
」
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
こ
め
ら
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思

想
内
容
を
探
り
出
す
こ
と
、
こ
の
観
点
か
ら
始
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
「
認
識
倫
理
的
良
心
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
九
二

五
年
に
書
か
れ
た
草
稿
の
次
の
よ
う
な
く
だ
り
の
中
に
あ
ら
わ
れ
て
い
ゑ
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デ
ジ
．
テ
ラ
ー
ト

「
さ
ま
ざ
ま
た
道
は
、
超
越
論
的
主
観
性
に
つ
い
て
の
学
間
の
同
じ
不
　
足
へ

導
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
一
、
第
一
の
道
は
講
義
に
お
い
て
試
み
ら
れ
た
。
こ
の
道
は
、
諸
科
学
の
批

判
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
て
あ
り
う
る
”
認
識
倫
理
的
”
良
心
の
め
ざ
め
か

ら
出
発
す
る
。
諸
科
学
は
実
に
、
学
間
の
理
念
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
り
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
フ
チ
オ
山
’
リ
ー
ア
ー
ト

よ
う
な
、
そ
う
い
う
十
分
な
合
理
性
な
し
に
す
む
。
諸
科
学
の
理
論
は
明
証

に
お
い
て
産
出
さ
れ
た
形
成
物
で
は
あ
る
。
が
し
か
し
、
素
朴
に
な
さ
れ
た
明

証
は
、
一
貫
」
た
評
価
に
お
い
て
矛
盾
（
連
続
、
バ
ラ
ド
ク
ス
な
ど
）
に
導
く

根
本
概
念
や
根
本
命
題
に
導
く
し
（
く
目
一
9
畠
一
）
。

　
こ
の
部
分
で
あ
り
、
さ
L
あ
た
り
こ
れ
だ
げ
で
あ
る
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ

は
、
諸
科
学
の
批
判
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
「
認
識
倫
理
的
良
心
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
イ
ト
フ
ア
ー
デ
ソ

う
言
葉
を
、
ひ
と
っ
の
手
引
き
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
も
う
す
こ
し
、
こ
の
動
機
を
呈
示
L
て
お
こ
う
。

　
一
」
こ
で
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
。
も
と
も
と
、
学
間
と
し
て
の
学
間
は
、

ラ
デ
イ
カ
ル

「
根
底
的
な
あ
る
い
は
絶
対
的
に
正
当
化
さ
れ
た
学
問
」
（
⑦
臣
．
）
と
し
て
の
み

可
能
と
な
る
。
げ
れ
ど
も
既
成
の
諸
学
問
に
お
い
て
は
、
明
証
の
う
え
で
、
索

朴
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
学
間
の
理
念
に
と
っ
て
構
成
的
で

　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
チ
オ
ナ
リ
テ
ー
ト

あ
る
よ
う
た
十
分
た
合
理
性
な
し
に
、
諸
学
間
は
す
で
に
成
立
し
て
き
た
。

こ
こ
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
、
根
本
的
動
機
の
呈
示
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

の
動
機
と
は
、
科
学
批
判
、
と
り
わ
げ
近
代
科
学
の
主
張
の
根
底
に
ひ
そ
む
自

然
主
義
、
な
い
し
よ
り
適
切
に
は
客
観
主
義
へ
の
批
判
と
い
う
動
機
、
そ
し

て
、
こ
れ
に
密
接
に
連
関
す
る
、
学
間
論
的
動
機
で
あ
る
。
こ
の
動
機
の
展
開

は
、
こ
こ
で
は
、
「
デ
カ
ル
ト
的
道
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
現
象

学
的
に
反
省
す
る
私
に
と
っ
て
、
根
源
的
、
明
証
的
た
も
の
、
絶
対
的
に
正
当

化
さ
れ
た
認
識
を
約
束
す
る
も
の
と
し
て
の
「
第
一
の
経
験
地
盤
」
た
い
し

「
知
覚
の
根
源
性
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
地
盤
」
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
超
越
論
的

主
観
性
へ
と
至
る
道
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
わ
れ
わ
れ
に

と
っ
て
注
目
す
べ
き
こ
と
を
語
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
重
ず
、

「
現
実
的
あ
る
い
は
可
能
的
な
超
越
論
的
主
観
性
、
た
い
し
超
越
論
的
主
観
性

の
現
実
的
あ
る
い
は
可
能
的
な
超
越
論
的
経
験
へ
の
還
元
と
し
て
の
、
現
象
学

的
還
元
」
（
く
目
一
ω
．
鵠
心
）
が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
次
に
、
「
超
越
論
的
経
験

　
ア
ポ
デ
イ
ク
テ
イ
ッ
ヅ
品

の
必
当
然
的
批
判
、
し
か
し
ま
た
、
こ
の
超
越
論
的
経
験
地
盤
を
踏
ま
え
て
、

〃
現
象
学
”
と
し
て
創
設
さ
れ
う
る
”
論
理
的
”
認
識
の
批
判
」
（
①
区
・
）
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
り
わ
げ
後
者
に
か
ん
L
て
、
現
象
学

と
現
象
学
的
認
識
の
批
判
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
「
さ
し
あ
た

り
〃
素
朴
な
”
現
象
学
と
、
最
も
根
底
的
な
認
識
批
判
と
し
て
こ
の
現
象
学
に

か
か
わ
る
必
当
然
的
批
判
」
が
必
要
と
さ
れ
る
旨
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
象
学
的
認
識
の
必
当
然
的
批
判
は
、
自
己
関
係

的
、
「
反
復
的
一
霞
堅
く
」
（
①
竃
．
）
で
あ
る
、
と
い
う
わ
げ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

「
こ
の
こ
と
が
、
し
た
が
っ
て
、
真
正
な
第
一
哲
学
を
形
成
す
る
」
（
争
飢
・
）
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
超
越
論
的
経
験
へ
の
還
元
と
し
て
の
現
象
学
的
還

元
、
そ
し
て
、
超
越
論
的
経
験
地
盤
を
踏
ま
え
て
〃
現
象
学
”
と
し
て
創
設
さ

れ
う
る
〃
論
理
的
”
認
識
、
最
後
に
、
現
象
学
と
現
象
学
の
自
己
批
判
と
い
う

三
つ
の
観
点
か
ら
、
『
イ
デ
ー
ソ
　
ー
』
に
立
ち
戻
っ
て
、
緩
い
て
み
よ
う
と

思
う
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
現
象
学
の
構
想
を
始
め
て
体
系
的
に
表
明
し

た
の
が
同
イ
デ
ー
ソ
　
ー
』
で
あ
る
し
、
わ
れ
わ
れ
の
当
初
の
冒
的
の
た
め
に

も
、
有
益
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
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二

『
イ
デ
ー
ソ
　
ー
』
に
お
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
ず
、
自
然
的
経
験
に
つ
い

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
第
一
の
〃
自
然
的
”
認
識
領
分
の
能
与
的

σ
q
監
g
｛
直
観
、
お
よ
び
そ
の
領
分
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
能
与
的
直

観
は
、
自
然
的
経
験
で
あ
り
、
本
源
的
に
与
え
る
経
験
は
知
覚
で
あ
る
」
（
目

＼
戸
ω
L
一
）
。
こ
の
自
然
的
経
験
の
対
象
が
、
そ
れ
自
身
と
し
て
、
あ
る
が
ま

ま
に
与
え
ら
れ
て
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
対
象
の
自
已
所
与
性
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
か
ら
、
「
あ
る
実
在
的
た
も
の
を
本
源
的
に
与
え
ら
れ
た
か
た
ち
で
所
有

す
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
を
端
的
に
直
観
し
な
が
ら
〃
認
知
す
る
”
、
〃
知
覚

す
る
”
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
こ
と
で
あ
る
」
（
酔
～
．
）
。
私
が
た
と
え
ぼ
、

眼
前
の
机
を
知
覚
す
る
場
合
、
確
か
に
こ
の
机
は
そ
壮
」
に
あ
り
＾
私
は
そ
う
い

う
机
と
L
て
知
覚
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
机
の
存
在
も
確
実
で
あ
り
、
ま
し
て

や
こ
れ
が
幻
覚
な
ど
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
事

態
は
そ
れ
だ
げ
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
私
が
あ
る
事
物
を
認
知

し
、
知
覚
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
、
事
物
が
、
そ
の
形
態
が
、
色
が
、

感
触
が
、
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
ぱ
か
り
で
は
な
い
。
そ
の
事
物
は
、
た
と
え

ぼ
机
の
上
に
あ
る
”
灰
皿
”
と
し
て
、
　
”
益
子
焼
の
灰
皿
”
と
し
て
、
〃
表
面

が
黒
く
、
す
べ
す
べ
と
ひ
か
る
灰
皿
”
と
し
て
等
々
、
と
い
っ
た
か
た
ち
で
私

に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
物
は
、
感
覚
的

に
、
し
た
が
っ
て
、
視
覚
的
あ
る
い
は
触
覚
的
に
与
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
は
た

く
、
何
か
或
る
も
の
㈲
暮
易
と
し
て
、
い
ま
の
場
合
に
は
〃
灰
皿
”
と
し
て

認
知
さ
れ
、
知
覚
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
知
覚
的
事
物
は
、
単
な
る
感
覚
的
現

出
老
あ
る
い
は
感
覚
与
件
に
す
ぎ
た
い
も
の
で
は
た
い
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き

す
で
に
、
現
象
学
的
に
は
、
知
覚
的
事
物
と
そ
の
〃
本
質
オ
蟹
g
”
と
の
連

関
が
立
ち
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ

ぱ
、
「
さ
し
あ
た
り
〃
本
質
”
と
い
う
こ
と
で
示
さ
れ
た
の
は
、
個
物
の
自
已

固
有
の
存
在
に
お
い
て
、
そ
の
何
オ
霧
と
し
て
見
い
出
さ
れ
る
も
の
」
（
冒

＼
H
C
O
・
H
ω
）
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
事
物
知
覚
の
対
象

は
、
事
物
で
は
あ
る
が
同
時
に
〃
灰
皿
”
で
あ
り
、
〃
灰
皿
”
と
い
う
本
質
が
見

い
出
さ
れ
た
以
上
は
、
こ
の
事
物
知
覚
は
、
「
本
質
直
観
（
本
質
視
H
尉
艮
竃
）
」

（
⑭
匡
。
）
へ
と
変
換
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
が
知
覚
し
て
い
る
灰
皿
は
た
た

き
割
る
こ
と
も
で
き
た
り
は
す
る
が
、
知
覚
さ
れ
た
〃
灰
皿
”
は
、
最
早
た
た

き
割
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
〃
灰
皿
”
の
範
例
的
知
覚
と

L
て
の
い
ま
の
事
物
知
覚
と
そ
の
対
象
で
あ
る
こ
の
灰
皿
を
は
な
れ
て
、
私
は

そ
も
そ
も
一
般
に
、
〃
灰
皿
な
る
も
の
”
へ
と
思
惟
を
拡
張
す
る
こ
と
も
で
き

る
。
い
わ
ゆ
る
実
際
に
描
か
れ
た
三
角
形
と
三
角
形
の
概
念
と
の
関
係
の
ア
ナ

ロ
ジ
ー
が
、
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
し
て
通
常
、
最
低
次
の
自
然
的
認
識
と
み
た

さ
れ
る
知
覚
も
、
実
は
、
最
低
次
で
は
あ
っ
て
も
す
ぐ
れ
て
固
有
の
意
味
で
、

形
相
認
識
な
の
で
あ
る
。
知
覚
の
対
象
も
、
単
な
る
事
実
で
あ
る
の
で
は
な
く

て
、
本
質
を
内
に
含
ん
だ
事
実
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
自
然
的
認
識

の
総
体
と
呼
ん
だ
世
界
、
あ
る
い
は
物
理
学
が
対
象
と
す
る
物
理
現
象
、
あ
る

い
は
歴
史
掌
が
対
象
と
す
る
歴
史
現
象
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
現
象
で
は
な
く

て
、
一
定
の
仕
方
で
変
様
さ
れ
た
現
象
の
意
味
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味

は
、
「
変
様
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
み
、
現
象
学
的
領
分
へ
と
踏
み
入
る
」
（
胃

＼
戸
ω
．
。
。
）
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
的
探
究
の
課

　
　
　
　
　
里
デ
イ
フ
イ
カ
チ
オ
ソ

題
は
、
「
こ
の
変
様
を
理
解
す
る
こ
と
、
よ
り
精
確
に
言
え
ぼ
、
現
象
学

的
態
度
を
遂
行
す
る
こ
と
」
（
①
竃
・
）
、
こ
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
あ
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ら
ゆ
る
現
象
は
、
変
様
さ
れ
て
、
現
象
の
意
味
と
し
て
、
し
た
が
っ
て
ま
た
本

質
と
し
て
、
形
相
と
L
て
、
現
象
学
的
考
察
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
そ

し
て
ま
た
こ
こ
に
、
現
象
学
的
還
元
へ
の
動
機
づ
け
が
あ
る
わ
げ
で
あ
る
。
問

題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
こ
こ
に
灰
皿
が
あ
る
と
い
う
一
」
と
で
は
な
く
て
、
私

の
知
覚
体
験
を
通
し
て
な
さ
れ
る
〃
こ
れ
は
灰
皿
で
あ
る
”
と
い
う
判
断
で
あ

る
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
エ
ポ
ケ
ー
が
語
ら
れ
る
場

合
、
「
作
用
の
外
に
置
く
」
、
あ
る
い
は
「
遮
断
す
る
」
、
あ
る
い
は
「
括
弧
に

入
れ
る
」
（
目
く
一
ω
．
震
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
て
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
を
、
た
と
え
ぱ
、
括
弧
に

入
れ
ら
れ
た
定
立
と
L
て
、
あ
る
い
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
た
判
断
と
L
て
、
改

め
て
主
題
化
し
、
こ
れ
を
本
質
的
構
造
連
関
の
内
部
に
お
い
て
間
題
と
す
る
こ

と
で
あ
る
。
判
断
は
、
も
ち
ろ
ん
判
断
活
動
、
な
い
L
判
断
体
験
を
通
し
て
な

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
、
一
方
で
は
、
知
覚
体
験
な
い
L
判
断
体
験
の

主
体
と
し
て
主
題
化
さ
れ
、
他
方
で
、
こ
の
よ
う
た
体
験
を
通
L
て
下
し
た
判

断
を
意
味
と
し
て
所
有
す
る
も
の
と
L
て
主
題
化
さ
れ
、
現
象
学
的
考
察
の
対

象
と
さ
れ
る
。
私
と
事
物
と
の
自
然
的
直
接
的
関
係
は
遮
断
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
灰
皿
と
い
う
実
在
的
事
物
の
事
実
や
存
在
を
定
立
す

る
こ
と
が
間
題
な
の
で
は
な
く
て
、
〃
灰
皿
”
と
い
う
現
象
が
ど
の
よ
う
に
し

て
私
の
う
ち
に
立
ち
現
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

「
自
然
的
態
度
の
一
般
定
立
」
（
目
＼
戸
ω
．
8
）
は
、
還
元
さ
れ
た
。
自
然
的

世
界
の
現
実
存
在
の
定
立
と
し
て
の
あ
ら
ゆ
る
判
断
に
つ
い
て
、
エ
ポ
ケ
ー
が

実
施
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
自
然
的
態
度
の
二
般
定
立
、
た
と
え
ば
、
灰
皿
に
つ
い
て
の
私

の
自
然
的
経
験
は
還
元
さ
れ
、
私
の
定
立
に
は
エ
ポ
ケ
ー
が
実
施
さ
れ
る
が
、

私
の
自
然
的
経
験
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
定
立
に
は
、
還
元
を
遂
行
し
、
エ
ポ
ケ

ー
を
実
施
す
る
私
は
、
対
象
的
に
は
当
然
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

現
象
学
的
還
元
や
エ
ポ
ケ
ー
の
遂
行
主
体
と
し
て
の
「
私
」
は
、
「
〃
現
象
学
的

残
余
”
」
（
H
H
く
戸
ω
・
①
O
。
）
あ
る
い
は
「
探
し
求
め
ら
れ
た
〃
現
象
学
的
残
余
”
」

（
目
声
ω
・
H
S
）
と
し
て
の
「
純
粋
意
識
」
と
し
て
、
ま
た
認
識
論
的
観
点
か

ら
は
「
超
越
論
的
意
識
」
（
目
＼
戸
ω
・
①
O
。
）
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
自
然
的
経
験
の
可
能
性
の
条
件
は
、
超
越
論
的
意
識
の
う
ち
に

こ
そ
、
求
め
ら
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
超
越
論
的
意

識
は
、
現
象
学
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

　
現
象
学
の
根
本
的
テ
ー
ゼ
は
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
が
、
す
べ
て
、
或
る
も
の
に

つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
L
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ

が
、
「
志
向
性
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
志
向
性
と
は
、
「
意
味

を
所
有
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
或
る
も
の
を
〃
意
味
に
お
い
て
所
有
す
る
こ

と
”
し
（
曽
く
戸
ω
・
8
①
）
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
フ
ヅ
サ
ー

ル
は
、
こ
の
志
向
性
を
主
題
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
注
目

す
べ
き
二
面
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
体
験
領
分
の

本
質
に
お
け
る
二
面
性
」
（
H
員
H
一
ω
・
轟
◎
）
と
い
う
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の

二
面
性
と
は
、
「
主
観
的
に
定
位
」
た
。
。
偉
圧
県
芽
1
◎
ま
邑
撃
L
面
と
「
客
観

的
に
定
位
」
た
◎
圧
県
享
－
◎
昏
邑
異
L
面
と
い
う
二
面
性
で
あ
る
。
そ
L
て

実
に
、
志
向
性
は
、
後
老
、
す
な
わ
ち
客
観
的
に
定
位
し
た
現
象
学
の
一
般
主

題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
L
た
が
っ
て
、
純
粋
に
主
観
的
な
間
題
系
、
つ
ま

　
　
　
　
　
　
（
3
）

り
、
内
的
時
間
意
識
の
間
題
や
、
自
我
が
対
象
へ
と
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
際

似



に
、
自
我
は
ど
の
よ
う
に
し
て
触
発
さ
れ
、
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
か
と
い
っ
た

間
題
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
主
題
的
に
間
わ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
の
間
題
性
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
た

お
フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
を
追
跡
し
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
「
志
向
性
と
は
、
意
識
を
精
確
な
意
味
で
性
格
づ
げ
、
同
時
に
、
全

体
験
を
意
識
流
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
意
識
の
統
一
と
し
て
示
す
こ
と
を
正
当
化

す
る
も
の
で
あ
る
」
（
H
員
戸
ω
．
一
。
。
べ
）
。
意
識
は
不
断
の
流
れ
で
あ
る
。
し
か

も
意
識
は
、
不
断
に
流
れ
る
・
」
と
に
お
い
て
、
そ
の
つ
ど
志
向
的
統
一
を
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
プ
イ

す
る
。
範
例
的
な
事
物
知
覚
に
お
い
て
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
「
意
識
と
そ
の
対

里
ク
ー

象
は
、
個
別
的
で
、
体
験
を
通
し
て
樹
立
さ
れ
た
統
一
を
形
成
す
る
」
（
H
員
一

ω
．
富
）
。
す
な
わ
ち
意
識
は
、
そ
の
っ
ど
、
或
る
も
の
に
っ
い
て
の
意
識
で
あ

り
、
意
味
を
所
有
し
、
或
る
も
の
を
意
味
に
お
い
て
所
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
事
態
は
、
形
相
的
に
完
全
な
事
態
な
の
で
は
な
い
。
そ
の

と
き
ど
き
の
、
ひ
と
つ
の
意
識
の
統
一
は
、
そ
れ
自
体
完
全
に
自
立
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
で
ふ
た
た
び
、
事
物
知
覚
の
例
を
と
り
あ
げ

て
み
よ
う
。
こ
の
事
物
は
、
も
と
よ
り
空
間
的
事
物
で
あ
る
。
事
物
の
根
本
特

性
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
有
体
的
匡
事
印
蟹
σ
q
」
と
呼
ん
で
い
る
（
目
＼
戸
ω
、
旨

轟
事
）
こ
の
よ
う
な
有
体
的
事
物
の
本
質
は
〃
一
面
的
叱
竃
⑦
弐
胴
〃
に
、
順
次

に
〃
多
面
的
竃
争
H
鼠
爵
〃
に
与
え
ら
れ
は
す
る
が
、
L
か
し
一
挙
に
〃
全
面

的
饒
茅
⑦
ま
σ
q
〃
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
物
現
象
の

本
質
的
構
造
連
関
の
う
ち
に
、
超
越
論
的
意
識
の
本
質
的
構
造
連
関
を
露
呈
す

る
手
が
か
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
、
私
が
事
物
を
知
覚
す
る
と
き
、

事
物
は
、
感
覚
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
、
た
と
え
ぼ
”
灰
皿
”
と

し
て
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
物
知
覚
に
還
元
を
加
え
て
み
よ
う
。
そ
う

す
る
と
、
こ
の
前
者
す
た
わ
ち
感
覚
的
な
も
の
、
こ
れ
は
「
感
覚
的
ヒ
ュ
レ

ー
」
と
呼
ぼ
れ
、
後
者
、
す
な
わ
ち
〃
灰
皿
”
と
し
て
知
覚
す
る
は
た
ら
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
べ
姓
ー
レ
ソ

は
、
こ
の
感
覚
的
契
機
を
、
「
い
わ
ぼ
〃
活
生
化
”
し
、
意
味
付
与
す
る
（
た

い
し
意
味
付
与
を
本
質
的
に
含
蓄
す
る
）
層
」
と
し
て
「
志
向
的
モ
ル
フ
ェ

ー
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
（
H
員
H
一
ω
．
H
竃
）
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
感
覚
的
た
も
の

に
つ
い
て
、
こ
こ
で
、
「
ヒ
ュ
レ
ー
的
た
い
し
素
材
的
与
件
あ
る
い
は
端
的
に

素
材
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
が
頻
繁
に
使
用
す

る
「
意
味
望
暮
」
や
「
意
味
付
与
的
ω
一
竃
α
q
監
9
芒
に
含
蓄
さ
れ
や
す
い

「
感
性
的
臥
量
茅
プ
」
と
い
う
表
現
上
の
多
義
的
混
乱
を
避
け
る
た
め
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
「
感
覚
的
ヒ
ュ
レ
ー
」
は
、
・
」
こ
で
は
、
自
己
の
う

ち
に
何
ら
志
向
性
を
も
っ
て
い
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。
「
感
覚
的
ヒ
ュ
レ
ー
」

は
、
「
志
向
的
モ
ル
フ
ェ
ー
」
に
よ
っ
て
い
わ
ぼ
活
生
化
さ
れ
、
意
味
付
与
さ

れ
、
「
〃
活
生
化
的
統
握
げ
窃
色
8
尉
＞
艮
｛
鶉
ω
9
σ
q
。
」
（
⑦
竃
．
）
が
成
立
し
た

い
る
と
き
、
体
験
は
志
向
的
体
験
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
事
物
の
色
を
知
覚
す
る
と
き
、
「
具
体
的
体
験
の
ヒ
ュ
レ
ー
的
契
機
の
う

ち
で
、
ノ
エ
マ
的
な
い
し
”
客
観
的
〃
色
が
自
已
を
〃
射
映
す
る
〃
」
（
H
ξ
H
・

ω
・
曽
①
）
の
で
あ
る
。
一
」
う
L
て
、
志
向
的
体
験
に
お
け
る
志
向
的
モ
ル
フ
ェ

ー
は
、
意
味
付
与
す
る
機
能
と
し
て
の
ノ
エ
シ
ス
と
、
付
与
さ
れ
る
意
味
と
し

て
の
ノ
エ
マ
と
に
、
さ
ら
に
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
ヒ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
レ
ー
レ

レ
ー
的
な
も
の
は
実
的
成
素
と
し
て
具
体
的
体
験
に
属
す
が
、
多
様
た
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
タ
ー
ル
シ
ュ
テ
レ
ソ

し
て
の
具
体
的
体
験
の
う
ち
で
自
已
を
〃
呈
示
す
る
も
の
”
、
〃
射
映
す
る
も

の
〃
は
ノ
エ
マ
に
属
す
る
」
（
H
員
H
・
ω
・
曽
べ
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
ト

に
定
位
し
た
現
象
学
の
一
般
主
題
と
し
て
の
志
向
性
は
、
「
作
用
志
向
性
」
と

呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
っ
ま
り
作
用
と
は
、
こ
こ
で
は
、
「
本
来
の
作
用
、
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い
わ
ゆ
る
顕
在
的
な
、
遂
行
さ
れ
た
作
用
」
（
膚
く
戸
ω
、
お
o
）
と
み
な
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
た
と
え
ぼ
、
エ
ポ
ヶ
ー
が
実
施
さ
れ
、
還
元

さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
な
さ
れ
た
私
の
自
然
的
な
、
灰
皿
に
つ
い
て
な
さ
れ
た

知
覚
体
験
で
あ
っ
た
。
こ
の
志
向
的
体
験
に
お
い
て
志
向
的
対
象
と
し
て
見
い

出
さ
れ
た
も
の
は
、
意
味
で
あ
り
、
志
向
的
モ
ル
フ
ェ
ー
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ

た
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ノ
エ
マ
で
あ
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
生
－
ゼ
ソ

味
付
与
す
る
主
体
、
す
な
わ
ち
純
粋
自
我
を
、
「
〃
自
由
な
る
存
在
”
」
（
H
㎞
く
H
一

ω
・
曽
紅
）
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の
自
我
か
ら
な
さ
れ
る
「
〃
精
神
的
ま

な
ざ
し
〃
」
す
な
わ
ち
「
純
粋
自
我
の
”
ま
な
ざ
し
の
放
射
線
“
」
あ
る
い
は

「
〃
注
意
＞
艮
冒
①
寿
轟
冒
訂
戸
」
（
H
饒
＼
戸
ω
。
冒
H
）
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
こ

う
杢
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
ノ
エ
シ
ス
的
諸
機
能
に
よ
っ
て
、
私
の
具
体
的
知

覚
体
験
は
、
志
向
的
体
験
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
「
注
意
の
諸
形
態
は
、
そ
の
顕
在
性
の
様
態
に
お
い
て
、

際
立
っ
た
仕
方
で
、
主
観
性
の
性
格
を
も
つ
」
（
饒
く
戸
ω
．
胃
紅
）
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
我
の
ま
な
ざ
し
が
向
か
う
と
こ
ろ
の
「
目

　
　
　
　
オ
。
フ
イ
ェ
ク
ト

標
点
」
が
「
対
象
」
な
の
で
あ
る
。
対
象
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
〃
主
観
的
な

も
の
〃
で
は
な
い
。
主
観
的
な
ヒ
ュ
レ
ー
的
契
機
を
通
し
て
、
ノ
エ
マ
的
、

〃
客
観
的
”
対
象
が
自
己
を
射
映
し
、
呈
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
素
材
的
体

験
を
〃
踏
ま
え
て
〃
、
ノ
エ
シ
ス
的
諸
機
能
〃
に
よ
っ
て
〃
、
〃
超
越
論
的
に
構

成
さ
れ
た
も
の
〃
は
な
る
ほ
ど
”
所
与
〃
で
は
あ
る
。
そ
」
て
わ
れ
わ
れ
が
純

粋
な
直
観
に
お
い
て
、
体
験
と
そ
の
ノ
エ
マ
的
に
意
識
さ
れ
た
も
の
を
忠
実
に

記
述
す
る
な
ら
ぼ
、
明
証
的
に
所
与
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
体
験
の
実
的
、
L

た
が
っ
て
本
来
的
な
構
成
成
分
と
は
完
全
に
異
な
る
意
味
に
お
い
て
、
体
験
に

属
L
て
い
る
」
（
H
貝
戸
ω
．
S
o
。
）
。
こ
の
意
味
で
、
本
質
、
形
相
、
意
味
な

ど
、
総
じ
て
ノ
エ
マ
的
た
も
の
は
、
実
的
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
層
に
対
し
て
は
超
越

で
あ
る
が
、
体
験
に
属
す
と
い
う
意
味
で
、
内
在
的
超
越
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
素
材
は
、
何
ら
志
向
的
な
も
の
を
も
た
な
い
と
さ

れ
て
い
た
。
ヒ
ュ
レ
ー
的
素
材
は
、
ノ
エ
シ
ス
的
機
能
に
よ
っ
て
い
わ
ぼ
活
生

化
さ
れ
な
け
れ
ぼ
た
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
　
ヒ
ュ
レ
ー
的
素
材
は
、
い
わ
ば

〃
死
せ
る
も
の
〃
、
無
力
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
純
粋
自
我
は
、
「
自
由
な
る
存
在
」
で
あ
り
、
い
わ
ぼ
精
神
的
ま
な
ざ
し
の

発
出
点
で
あ
り
、
「
自
発
性
の
主
体
」
（
胃
＼
戸
ω
．
寄
ω
）
で
あ
る
。
純
粋
自
我

か
ら
発
す
る
ま
な
ざ
し
の
放
射
線
あ
る
い
は
「
注
意
」
こ
そ
が
、
顕
在
的
様
態

に
お
け
る
「
主
観
性
の
性
格
」
を
際
立
た
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
ま
な
ざ

し
の
向
か
う
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
目
標
点
と
し
て
の
「
対
象
」
で
あ
っ
た
。
対
象

は
、
感
覚
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
ヒ
ュ
レ
i
的
素
材
を
通
し
て
、
自
已
を
射
映

し
、
星
示
す
る
。
ヒ
ュ
レ
ー
的
素
材
は
、
実
体
的
に
と
ら
え
ら
れ
た
感
覚
与
件

で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
対
象
を
超
越
論
的
に
構
成
す
る
志
向
的
体
験
の
構
造
契

機
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
対
象
が
、
ノ
エ
マ
的
に
、
客
観
的
に
そ
の
よ
う
に

規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
出
で
き
、
自
已
を
射
映
し
、
呈
示
で
き
る
の
は
、

「
ヒ
ュ
レ
ー
的
諸
契
機
が
、
（
あ
る
い
は
連
続
的
知
覚
系
列
で
あ
る
場
合
に
は

－
連
続
的
ヒ
ュ
レ
ー
的
変
化
が
）
、
ま
さ
し
く
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

別
様
で
は
な
い
と
い
う
場
合
の
み
し
（
饒
く
戸
ω
．
曽
べ
）
な
の
で
あ
る
。
意
識
と

そ
の
対
象
は
、
個
別
的
で
、
体
験
を
通
し
て
樹
立
さ
れ
た
統
一
を
形
成
す
る
と

い
う
場
合
に
、
と
り
わ
げ
範
例
的
た
事
物
知
覚
の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
が
重

要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
範
例
的
に
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
契
機
を
通

蝸



し
て
、
ノ
エ
シ
ス
的
機
能
に
よ
っ
て
超
越
論
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
が
所
与
で

あ
る
。
意
識
の
顕
在
的
様
態
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
所
与
を
規
定
す
る
こ

と
、
す
な
わ
ち
、
判
断
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
私
が
知
覚
L
て

い
る
か
ぎ
り
、
こ
の
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
、
〃
灰
皿
”
で
あ
り
、
〃
現
実
に
”
、

〃
確
実
に
〃
、
そ
れ
は
”
灰
皿
〃
で
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
我
の
自
発

性
を
強
調
す
れ
ぼ
、
「
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、
顕
在
的
に
か
潜
在
的
に
か
、
”
定
立

的
”
で
あ
る
」
（
饒
く
戸
C
O
。
ミ
O
）
。
自
我
の
ま
な
ざ
し
が
向
げ
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
、
あ
る
い
は
注
意
が
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
意
味
で
定
立
的

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
た
と
え
ぱ
、
知
覚
体
験
は
、
知
覚
野
を
、

す
な
わ
ち
地
平
を
と
も
た
う
が
、
一
」
の
よ
う
な
知
覚
的
周
囲
、
こ
れ
も
「
周
囲

は
、
い
わ
ぼ
潜
在
的
諸
定
立
の
統
一
で
あ
る
」
（
曽
く
戸
ω
・
爵
べ
）
と
い
う
こ
と

に
ま
で
な
る
。
客
観
的
に
定
位
し
た
現
象
学
の
主
題
と
し
て
の
志
向
性
が
、
作

用
志
向
性
で
あ
り
、
作
用
と
は
す
で
に
遂
行
さ
れ
た
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と

か
ら
、
範
例
的
注
意
形
態
は
、
い
わ
ば
原
形
式
と
し
て
、
志
向
的
分
析
論
に
お

い
て
、
主
導
的
役
割
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
、
「
感

覚
的
体
験
が
体
験
流
の
な
か
で
、
ど
こ
で
も
そ
し
て
必
然
的
に
何
ら
か
の
〃
活

生
化
的
統
握
”
を
受
け
る
の
か
ど
う
か
、
　
　
…
感
覚
的
体
験
が
つ
ね
に
志
向

的
機
能
の
た
か
に
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
決
定
で
き
な

い
。
他
方
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ
た
り
ま
た
、
志
向
性
が
本
質
的
に
打
ち
立
て
る

諸
性
格
は
、
感
覚
的
基
礎
な
し
に
、
具
体
性
を
も
ち
う
る
の
か
ど
う
か
と
い
う

こ
と
も
、
未
決
定
に
し
て
お
く
」
（
H
H
く
戸
ω
・
H
竃
）
と
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
顕
在
性
は
、
「
〃
ー
へ
と
向
げ
ら
れ
て
あ
る
こ
と

○
艮
穿
奪
器
臥
竃
戸
」
あ
る
い
は
「
〃
ー
へ
と
立
ち
向
げ
ら
れ
て
あ
る
こ
と

N
品
署
竃
尉
幕
ぎ
暮
”
」
（
H
H
く
戸
ω
．
お
）
と
L
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
識
と
そ
の
対
象
と
の
統
一
的
事
態
が
、
何
よ
り
も
客

観
的
に
定
位
し
た
現
象
学
の
主
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
顕
在
的
な
自
我
は
ま
た
「
”
目
覚
め
た
蓄
O
戸
自
我
」
（
⑦
竃
．
）
と
も
呼

ぼ
れ
て
い
る
。
目
覚
め
た
自
我
を
さ
ら
に
述
定
的
に
表
現
す
る
た
ら
ぼ
、
「
〃
コ

ギ
ト
”
」
で
あ
り
、
「
〃
私
は
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
を
も
つ
”
」
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
「
”
私
は
あ
る
意
識
作
用
を
遂
行
す
る
〃
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ぼ
私
は
、
目
の
前
に
あ
る
灰
皿
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
灰
皿
の
ヒ
ュ

レ
ー
的
与
件
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
か
ぎ
り
、
私
の
知
覚
は
灰
皿
の
知
覚
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
灰
皿
は
机
の
上
に
あ
り
、
机
の
上
に
は
灰
皿
の
他
に
、
ベ

ソ
や
紙
が
散
乱
し
て
い
る
。
私
が
ペ
ソ
に
注
意
を
向
げ
る
と
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
与

件
は
変
化
し
、
そ
れ
を
通
し
て
射
映
し
て
く
る
も
の
は
、
〃
ペ
ソ
”
で
あ
る
。

ま
た
ま
な
ざ
し
を
変
え
る
と
、
私
は
本
棚
を
知
覚
す
る
。
こ
う
し
て
、
ヒ
ュ
レ

ー
的
与
件
の
変
化
に
対
応
し
て
、
活
生
化
的
統
握
、
す
な
わ
ち
意
味
付
与
は
変

化
す
る
。
こ
の
よ
う
に
知
覚
は
次
ぎ
次
ぎ
に
変
化
し
て
行
く
。
し
か
も
顕
在
性

が
非
顕
在
性
へ
と
、
あ
る
い
は
逆
に
、
非
顕
在
性
が
顕
在
性
へ
と
転
化
し
つ
つ

も
、
知
覚
野
そ
の
も
の
は
、
一
定
の
、
安
定
し
た
知
覚
野
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ

る
事
物
知
覚
は
、
背
景
直
観
の
庭
曽
◎
｛
を
も
つ
」
（
－
員
戸
ω
・
曽
）
、
こ
の
よ

う
な
意
味
で
「
体
験
流
は
、
決
し
て
明
白
な
顕
在
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
」
（
曽
く
戸
ω
．
富
）
。
事
物
知
覚
に
は
、
「
あ
る
一
定
の
不
十
全
性
」

（
H
員
一
ω
・
旨
）
が
、
本
質
的
に
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
の
、
事

物
は
決
し
て
、
一
挙
に
、
全
面
的
に
は
現
出
で
き
な
い
と
い
う
、
本
質
必
然
性

で
あ
る
。
私
の
知
覚
体
験
に
お
い
て
、
注
意
を
向
げ
ら
れ
た
事
物
は
、
顕
在
的

に
現
出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
知
覚
野
も
、
非
顕
在
的
に
、
い
わ
ぼ

潜
在
的
諸
定
立
の
統
一
と
し
て
、
現
出
し
て
い
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ

47　「認識倫理的」良心について



ー
ル
は
、
こ
の
と
も
に
与
え
ら
れ
た
「
庭
」
あ
る
い
は
「
地
平
」
の
本
質
必
然

的
性
格
を
「
未
規
定
性
」
（
⑦
竃
・
）
と
呼
ん
だ
。
事
物
知
覚
は
、
そ
の
つ
ど
あ

る
事
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
つ
ど
の
現
出
者
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
共

に
与
え
ら
れ
て
い
る
現
出
老
へ
と
ま
た
ざ
し
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

こ
の
地
平
が
共
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
・
」
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
「
未
規
定
性
は
、
も
ち
ろ
ん
必
然
的
に
、
あ
る
確
固
と
し
て
予
描
さ
れ
た

様
式
の
規
定
可
能
性
を
意
味
す
る
」
（
①
麸
■
）
。

　
こ
の
よ
う
た
経
験
の
地
平
構
造
の
記
述
は
、
い
わ
ゆ
る
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の

発
生
的
現
象
学
に
お
け
る
記
述
を
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
L
か
L
な
が
ら
一
」

こ
で
は
、
あ
く
ま
で
も
、
作
用
志
向
性
が
、
つ
ま
り
意
識
の
顕
在
性
に
お
げ
る

定
立
的
性
格
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
の
注
意
が

自
我
の
自
発
性
と
い
う
側
面
で
の
み
主
題
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
注
意

が
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か
と
い
う
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
へ
の
問

い
が
間
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
注
意
は
、
す
で
に
遂
行
さ

れ
た
注
意
と
し
て
主
題
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
意

識
の
顕
在
性
に
お
け
る
定
立
的
性
格
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
か

を
、
さ
ら
に
追
跡
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

　
意
識
対
象
性
が
、
客
観
的
に
、
ノ
エ
マ
的
に
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規

定
さ
れ
て
明
証
的
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
諸
契
機
が
、
ま
さ
L
く

そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
別
様
で
は
な
い
と
い
う
場
合
の
み
、
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、
或
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ

り
、
顕
在
的
に
か
潜
在
的
に
か
、
定
立
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
明
証
と
は
、
「
〃
核
”
に
関
」
て
は
、
理
性
定
立
と
そ
れ
を
動
機
づ
け

る
も
の
と
の
統
二
（
剛
員
一
ω
・
o
．
5
）
と
表
明
さ
れ
て
い
る
。
理
性
と
は
、

こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
に
提
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
意
識

が
、
ま
さ
し
く
或
る
も
の
〃
に
つ
い
て
の
”
意
識
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
、

”
音
州
味
”
を
、
い
わ
ぼ
〃
心
”
、
〃
精
神
”
、
〃
理
性
”
の
核
心
を
、
自
己
の
内
に

包
含
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
（
目
＼
戸
ω
．
畠
①
）
。
こ
の
意
味
で
、
意
味
を
所

有
す
る
こ
と
、
或
る
も
の
を
意
味
に
お
い
て
所
有
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
ま

さ
し
く
理
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
意
識

は
、
徹
頭
徹
尾
、
〃
意
識
”
な
の
で
あ
り
、
「
あ
ら
ゆ
る
理
性
、
非
理
性
の
源

泉
」
（
⑦
匡
．
）
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
理
性
定
立
と
そ
れ
を
動
機
づ
げ
る

も
の
と
の
統
一
と
し
て
の
明
証
的
事
態
に
お
い
て
、
所
与
と
し
て
の
「
意
味
」

は
、
「
そ
の
与
え
ら
れ
方
の
相
オ
庁
に
お
け
る
意
味
」
（
昌
＼
戸
ω
・
曽
べ
）
な

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
私
が
知
覚
す
る
灰
皿
は
、
〃
現
実
に
”
、
〃
確
実
に
”
、

〃
灰
皿
”
と
L
て
知
覚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
の
〃
灰
皿
”

は
形
相
的
に
完
全
な
”
灰
皿
〃
で
あ
る
わ
げ
で
は
な
く
、
そ
の
与
え
ら
れ
方
の

相
に
お
け
る
〃
灰
皿
”
で
あ
り
、
あ
る
不
十
全
性
を
内
に
含
ん
だ
「
意
味
」
で

あ
り
、
規
定
可
能
性
と
い
う
い
わ
ぼ
必
然
的
な
本
質
可
能
性
を
内
に
含
ん
だ

「
意
味
」
な
の
で
あ
る
。
「
す
ぺ
て
の
ノ
エ
マ
は
、
あ
る
〃
内
容
〃
を
、
つ
ま
り

そ
の
〃
意
味
”
を
も
ち
、
こ
の
意
味
に
よ
っ
て
〃
そ
の
”
対
象
に
関
連
す
る
」

（
H
員
戸
ω
。
8
べ
）
。
し
か
し
こ
の
対
象
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
述
語
の
捨
象
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
．
フ
イ
ェ
ク
ト

る
純
粋
な
X
」
（
H
貝
H
一
ω
．
ω
S
）
で
あ
り
、
「
”
対
象
〃
」
で
あ
り
、
「
”
可
能
な

述
語
の
規
定
可
能
的
主
語
。
」
な
の
で
あ
る
。
明
証
的
所
与
は
、
こ
の
よ
う
な

ノ
エ
マ
の
核
と
対
象
的
意
味
の
統
一
で
な
げ
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
場

合
に
、
「
存
在
性
格
そ
の
も
の
ー
ノ
エ
マ
的
に
〃
確
実
に
”
あ
る
い
は
〃
現

蝸



実
に
”
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
1
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
様
相
性
の
原
形
式
と

L
て
機
能
す
る
L
（
H
貝
戸
ω
・
農
o
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
示
さ
れ
る
未
規
定
性
、
つ
ま
り
「
あ
る
確
固
と
し
て
予

描
さ
れ
た
様
式
の
規
定
可
能
性
」
へ
と
、
規
定
的
定
立
は
方
位
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
た
と
え
ぼ
事
物
知
覚
は
、
定
立
的
に
は
、
「
同
一
的
た
も
の
と
し
て

の
事
物
一
般
の
領
域
的
〃
理
念
”
」
（
H
員
戸
ω
、
ω
畠
）
へ
と
方
位
づ
げ
ら
れ
る
。

事
物
の
規
定
性
は
、
た
と
え
ぱ
空
間
的
規
定
性
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
た
規
定

性
の
理
念
的
総
体
が
領
域
肉
①
σ
q
一
富
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ぼ
、

理
論
的
諾
学
間
の
対
象
領
域
は
、
こ
の
よ
う
な
領
域
的
理
念
へ
と
統
合
さ
れ
て

行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
理
念
へ
の
通
路
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ

ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
「
要
求
さ
れ
た
諸
対
象
の
す
べ
て
の
飯
域

た
い
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
現
象
学
的
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
命
題
の
根
本

種
類
が
対
応
し
て
い
る
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
意
味
を
本
源
的
に
与

え
る
意
識
の
根
本
種
類
も
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は
本
質
的
に
そ

の
よ
う
に
種
類
づ
け
ら
れ
た
本
源
的
所
与
性
に
よ
っ
て
動
機
づ
げ
ら
れ
た
本
源

的
明
証
の
根
本
類
型
が
属
し
て
い
る
」
（
H
員
H
一
ω
・
ω
冒
）
。
明
証
は
、
理
性
定

立
と
そ
れ
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
し
て
定
立
は
、
一
」
の
よ

う
に
、
単
に
「
〃
動
機
づ
げ
ら
れ
て
い
る
”
」
の
で
は
な
く
て
、
「
〃
理
性
的
に
動

機
づ
げ
ら
れ
て
い
る
”
」
の
で
あ
っ
て
、
「
定
立
は
、
本
源
的
所
与
性
の
な
か

に
、
そ
の
根
源
的
な
権
利
根
拠
を
も
つ
」
（
H
H
＜
戸
ω
。
ω
室
）
の
で
あ
る
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ー
エ
ソ

わ
ち
こ
こ
に
お
い
て
、
「
直
接
的
た
〃
見
る
こ
と
”
、
感
性
的
、
経
験
的
た
見
る

こ
と
ぼ
か
り
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
た
種
類
で
あ
れ
、
本
源
的
に
与
え
る
意
識

と
し
て
の
見
る
こ
と
一
般
は
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
主
張
の
究
極
的
な
権
利
源
泉

で
あ
る
」
（
貿
く
戸
ψ
岱
）
と
い
う
、
あ
ら
か
じ
め
表
明
さ
れ
た
「
あ
ら
ゆ
る

原
理
の
原
理
」
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
こ
と
が
ら
は
、
次
の
よ
う
に
も
表
明
さ
れ
て
い
る
。

「
さ
ま
ざ
ま
な
ノ
ェ
シ
ス
は
、
語
の
最
広
義
の
意
味
に
お
い
て
ヌ
ー
ス
の
特
性

を
形
成
す
る
が
、
　
ヌ
ー
ス
は
、
そ
の
あ
ら
ゆ
る
顕
在
的
な
生
の
形
態
に
従
っ

て
、
コ
ギ
タ
チ
オ
ネ
ス
ヘ
と
、
そ
し
て
、
志
向
的
体
験
一
般
へ
と
わ
れ
わ
れ
を

連
れ
戻
し
、
し
た
が
っ
て
、
規
範
の
理
念
の
形
相
的
前
提
で
あ
る
も
の
す
べ
て

を
、
（
本
質
的
に
は
そ
れ
の
み
を
）
包
括
す
る
」
（
H
H
く
戸
ω
・
H
虞
）
。
こ
の
よ

う
な
規
範
に
つ
い
て
、
別
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
よ
り
明
確
に
語
ら
れ
て
い

る
。
「
素
朴
な
認
識
遇
程
は
禁
止
さ
れ
、
そ
し
て
新
た
た
生
が
惹
起
さ
れ
る
。

こ
の
新
た
な
生
に
お
い
て
、
自
由
な
省
察
の
成
果
は
、
新
た
な
、
そ
し
て
今
や

真
に
理
性
的
か
つ
そ
の
原
理
的
権
利
を
十
分
に
意
識
」
た
認
識
実
践
に
と
っ

て
、
形
式
的
規
範
と
し
て
機
能
す
る
」
（
＜
目
一
ω
・
8
紅
）
。
こ
の
よ
う
に
、
理

性
定
立
と
そ
れ
を
動
機
づ
け
る
も
の
と
の
統
一
と
L
て
の
明
証
は
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
思
想
に
お
い
て
、
最
も
根
底
的
な
動
機
に
導
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
認
識
理
性
は
実
践
理
性
の
機
能
で
あ
り
、
知
性
は
意

志
の
従
者
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
従
老
は
、
白
已
自
身
の
う
ち
で
さ
ま
ざ
ま
た

意
志
機
能
を
遂
行
」
、
さ
ら
に
、
至
る
所
で
意
志
を
導
き
、
意
志
に
正
当
た
目

的
や
方
途
を
さ
L
示
す
よ
う
な
、
そ
う
い
う
ま
さ
に
必
然
的
な
媒
体
で
あ
る
認

　
ゲ
ピ
ル
デ

識
形
成
物
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
L
（
く
目
一
ω
・
8
H
）
。

　
こ
う
し
た
フ
ヅ
サ
ー
ル
の
思
想
を
踏
ま
え
る
な
ら
ぼ
、
「
構
成
の
本
来
的
教

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
フ
バ
ウ

説
は
、
し
た
が
っ
て
、
現
象
学
の
後
期
の
体
系
的
構
築
に
お
い
て
、
直
接
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

に
、
”
理
性
〃
の
現
象
学
に
連
繋
す
る
」
と
語
っ
た
ト
ゥ
ー
ゲ
ソ
ト
ハ
ッ
ト
に
、

わ
れ
わ
れ
も
同
意
す
る
。
超
越
論
的
現
象
学
は
確
か
に
、
理
性
批
判
を
根
本
的

な
課
題
と
L
て
、
そ
の
当
初
か
ら
、
受
け
止
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

49　「認識倫理的」良心について



シ
ュ
ー
マ
ソ
も
言
う
よ
う
に
、
「
認
識
の
現
象
学
は
、
学
間
的
に
基
底
づ
げ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ
た
認
識
理
論
の
手
引
き
を
形
成
し
、
そ
の
第
一
の
部
分
な
の
で
あ
る
し
。
し

か
も
そ
の
根
底
に
は
、
「
現
象
学
的
」
と
い
う
こ
と
は
「
認
識
批
判
的
、
そ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
一
般
に
、
理
性
批
判
的
」
と
い
う
思
想
が
あ
る
の
で
あ
る
。

！、

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
来
た
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
が
初
め
に
手

引
き
と
し
た
、
「
認
識
倫
理
的
良
心
」
と
い
う
こ
と
が
ら
に
立
ち
還
ら
な
げ
れ

ぼ
な
ら
な
い
。

「
認
識
批
判
」
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
諸
科
学
の
批
判
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
理
性
批
判
」
と
し
て
具
体
化
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら

な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
「
認
識
倫
理
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
わ
れ
わ
れ
が
見
て
来
た
と

こ
ろ
に
よ
れ
ぱ
、
あ
ら
ゆ
る
原
理
の
原
理
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
理
性
的
主
張
の

権
利
源
泉
は
、
「
見
る
こ
と
」
で
あ
り
、
そ
の
権
利
根
拠
は
、
本
源
的
所
与
性

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
理
性
の
現
象
学
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
み
る
と
、
「
認

識
は
、
多
く
の
場
合
、
主
観
の
立
場
か
ら
そ
の
明
証
的
判
断
作
用
の
相
関
老
と

」
て
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
論
理
的
真
理
に
と
っ
て
の
名
称
で
あ
る
が
、
し
か

L
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
明
証
的
判
断
作
用
に
と
っ
て
の
名
称
で
あ
り
、
そ
し
て
結

局
、
あ
ら
ゆ
る
信
念
的
理
性
作
用
に
と
っ
て
の
名
称
で
あ
る
」
（
～
雪
◎
8
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

饒
く
H
一
ω
・
ω
轟
）
。
L
か
も
「
真
理
は
明
ら
か
に
、
原
信
念
¢
己
◎
養
、
信
念
確

実
性
の
完
全
な
理
性
性
格
の
相
関
者
で
あ
る
」
（
州
員
戸
ω
・
ω
曽
｛
．
）
と
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表
明
を
受
げ
て
、
「
”
理
論
的
”
あ
る
い
は
”
信
念
論
的

真
理
”
な
い
し
明
証
は
、
そ
の
平
行
的
対
応
者
を
〃
価
値
論
的
あ
る
い
は
実
践

的
真
理
な
い
し
明
証
”
に
お
い
て
も
つ
が
、
後
者
の
〃
諾
真
理
”
は
、
信
念
論

的
真
理
す
な
わ
ち
特
に
、
論
理
的
（
命
題
的
）
諾
真
理
に
お
い
て
表
現
へ
と
、

認
識
へ
と
至
る
」
（
H
員
H
一
ω
．
・
。
轟
）
。
さ
ら
に
言
え
ぼ
、
「
価
値
論
的
、
実
践

的
理
性
の
間
題
の
解
決
に
か
ん
し
て
は
、
信
念
的
領
分
に
お
け
る
理
性
の
問
題

が
先
行
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
H
員
戸
ω
・
ω
違
）
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る

か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
初
め
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
さ
し
あ
た
り
〃
素
朴
な
”

現
象
学
と
、
最
も
根
底
的
な
認
識
批
判
と
し
て
こ
の
現
象
学
に
か
か
わ
る
必
当

然
的
批
判
」
が
必
要
で
あ
り
、
現
象
学
的
認
識
そ
の
も
の
の
必
当
然
的
批
判

は
、
自
ら
、
自
已
関
係
的
、
反
復
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
の
こ
と
が
「
真
正
な
第
一
哲
学
」
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「
哲
学
は
、
認
識
能
作
に
た
い
す
る
徹
底
的
に
し
て
最
高
か
つ
究
極
的
な
自
已

省
察
、
自
已
理
解
、
■
自
已
責
任
に
基
づ
く
認
識
で
あ
り
、
あ
る
い
は
、
哲
学

は
、
絶
対
的
に
自
己
を
正
当
化
す
る
学
間
、
さ
ら
に
は
普
遍
学
で
な
げ
れ
ぼ
な

ら
な
い
」
（
く
H
貝
ω
。
ω
）
と
表
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
内
容

を
、
わ
れ
わ
れ
が
手
引
き
と
し
た
「
認
識
倫
理
的
良
心
」
と
い
う
言
葉
は
含
蓄

し
て
い
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
」
の
こ
と
は
、
ひ

と
つ
の
見
通
し
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
他
の
認
識
批
判
が

根
づ
い
て
い
る
そ
れ
自
体
第
一
の
認
識
批
判
は
、
現
象
学
的
認
識
そ
の
も
の
の

超
越
論
的
自
己
批
判
で
あ
る
」
（
×
く
月
C
O
・
8
①
）
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思

索
の
歩
み
を
見
通
す
た
め
に
は
、
な
お
多
く
の
検
討
す
べ
き
こ
と
が
ら
が
、
残

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
注

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
の
引
用
は
、

す
べ
て
「
顯
易
器
H
爵
竃
」

か
ら
お
こ
な
っ

50



た
。
本
文
中
に
引
用
し
た
原
典
箇
所
は
、
訳
文
の
あ
と
に
略
記
号
（
巻
数
番
号

は
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
番
号
は
ア
ラ
ピ
ア
数
字
で
）
を
用
い
、
括
弧
内
に
表
示

し
た
。
た
だ
し
、
『
イ
デ
ー
ソ
　
ー
』
は
、
一
九
七
六
年
に
公
刊
さ
れ
た
、
い

わ
ゆ
る
「
シ
ュ
ー
マ
ソ
版
」
を
用
い
た
。

（
1
）
　
肉
o
朴
ダ
と
9
8
胸
｝
竃
§
｛
饒
易
器
H
尿
9
氏
ω
o
訂
q
撃
艘
署
o
臣
旨
α
q
8
一

　
勺
訂
8
0
冒
竃
◎
5
σ
q
庁
～
困
似
ー
べ
一
畠
8
．

　
　
＜
肝
壱
員
ρ
声
一
学
訂
鼻
庁
嚢
一
轟
↓
巴
ω
く
蟹
竃
暮
◎
H
吋
昌
σ
q
．
勺
訂
雪
o
－

　
雪
昌
O
管
8
一
ω
山
．
竃
一
崔
豪
1

　
　
こ
の
二
文
献
が
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
編
者
R
。
べ
－
ム
に
よ
る
と
、
一
九
二
二
／
二
三
年
の
講
義
「
哲
学

　
概
論
」
お
よ
び
一
九
二
三
／
二
四
年
の
講
義
「
第
一
哲
学
」
（
『
フ
ヅ
セ
リ

　
ア
ナ
』
第
七
巻
お
よ
び
第
八
巻
所
収
）
を
さ
す
。

（
3
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
幸
い
た
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
、
時
間
意
識
の

　
謎
を
、
そ
の
厳
密
さ
を
そ
こ
た
う
こ
と
な
し
に
、
わ
れ
わ
れ
の
準
備
的
分

　
析
に
お
い
て
考
察
の
外
に
お
く
こ
と
が
で
き
る
」
（
目
＼
戸
ω
1
畠
M
）
と
表

　
明
さ
れ
て
い
る
。

（
4
）
　
、
～
σ
q
g
岸
鼻
黒
富
二
〇
撃
ミ
ρ
げ
｝
艮
争
晶
H
奉
冨
一
賦
易
ω
①
二
竃
山

　
饒
臥
宗
σ
q
σ
q
貝
M
＞
■
p
お
ぎ
ー
ω
1
簑
べ
．

（
5
）
ω
・
ぎ
ゲ
嚢
員
寮
・
二
冒
①
O
邑
県
寿
尉
門
厚
ぎ
o
冒
8
一
曇
①
7

　
勺
訂
竃
◎
冒
g
◎
｝
o
⑰
q
一
8
一
艶
～
．
㎝
■
畠
お
－
ω
l
H
ω
．

（
6
）
憲
彗
冨
パ
・
官
雪
轟
＼
昌
四
・
ま
賢
竃
庄
肉
1
ω
庄
亭
S
§
箏
．

　
　
こ
の
表
現
に
関
連
し
て
、
「
認
識
論
的
な
も
（
理
性
論
的
な
も
の
一
般
）
」

　
（
H
H
く
ド
ω
．
賢
N
）
と
い
う
表
現
も
あ
げ
て
お
き
た
い
。

　
　
な
お
シ
ュ
ー
マ
ソ
が
引
用
し
た
草
稿
は
、
　
一
九
〇
八
／
九
年
の
講
義

　
「
倫
理
学
の
根
本
問
題
」
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
興
味
を
そ
そ

　
ら
れ
る
こ
の
草
稿
は
、
未
だ
公
刊
さ
れ
て
い
な
い
。

（
7
）
　
こ
れ
に
か
ん
し
て
は
、

　
　
＞
σ
q
艮
員
9
＞
∴
↓
｝
彗
ω
器
己
g
け
』
昏
ぎ
◎
憂
①
8
5
α
q
ぎ
尉
『
肉
帥
ま
轟
茅
－

　
昌
易
一
ぎ
一
甲
易
潟
ζ
苓
g
吋
H
窒
黒
巳
g
邑
昏
竪
o
旨
竃
◎
H
◎
σ
q
一
ω
臣
艘
勺
暮
－

。
。
o
ぎ
σ
q
L
⑩
§
・
（
邦
訳
は
『
現
象
学
の
根
本
間
題
』
、
晃
洋
書
房
、
所
収
）

　
　
が
、
シ
ュ
ー
マ
ソ
の
前
掲
書
と
な
ら
ん
で
参
照
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ

　
う
o

（
8
）
　
「
C
己
o
曽
」
と
い
亘
言
葉
は
、
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
わ
ゆ
る
生

　
活
世
界
論
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
の

連
関
に
お
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
（
き
し
・
や
す
ひ
ろ
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
申
）

肌　r認識倫理的」良心について


