
「
第
五
省
察
」
に
お
け
る
フ
ッ
サ
亙
ル
の
自
我
概
念

1
他
我
構
成
論
に
お
け
る
二
義
性
を
め
ぐ
っ
て
1

、刈

林
秀
樹

は
じ
め
に

　
現
象
学
に
と
っ
て
蹟
き
の
石
と
さ
れ
る
他
者
問
題
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い

て
相
互
主
観
的
世
界
の
構
成
の
間
題
の
た
め
に
導
入
さ
れ
て
い
る
。
「
厳
密
な

学
」
と
し
て
、
ま
た
「
第
一
哲
学
」
と
し
て
現
象
学
を
構
想
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル

に
と
っ
て
、
相
互
主
観
性
は
こ
の
私
で
は
な
い
他
の
認
識
主
観
と
し
て
の
他
者

を
通
じ
て
保
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は

他
者
経
験
そ
の
も
の
の
現
象
学
的
解
明
が
重
視
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
相
互
主
観
性
論
で
問
う
た
の
は
い
か
な
る
他
者
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
の
問
題
に
相
関
し
て
、
他
者
問
題
で
対
置

さ
れ
る
べ
き
「
私
」
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
デ
カ
ル
斗
的
省
察
』
　
二
九
二
二
一
一
以
下
『
省

察
』
一
の
「
第
五
省
察
」
で
展
開
さ
れ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
は
K
・

　
　
一
－
一

ヘ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ま
ず
自
己
移
入
（
国
螢
蟹
迂
竃
耐
q
一
論
と
し
て

そ
の
解
明
の
妥
当
性
を
間
題
に
さ
れ
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
そ
の
間
題
以
前

に
、
他
我
構
成
論
に
お
い
て
は
他
者
に
対
置
さ
れ
る
べ
き
「
私
」
あ
る
い
は

「
自
我
」
の
位
置
づ
け
が
、
存
外
－
愛
昧
な
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
こ
の
陵
昧
さ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
全
体
を
貫
い
て
お

り
、
第
五
省
察
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
焦
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本

論
考
で
は
、
現
象
学
的
還
元
の
過
程
で
、
自
我
概
念
の
動
揺
が
由
来
し
て
く
る

根
拠
を
中
心
に
解
明
を
行
い
、
こ
の
白
我
概
念
の
動
揺
が
、
他
我
構
成
論
に
お

け
る
根
本
的
な
閻
題
点
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

亘
『
イ
デ
ー
ン
ー
』

に
お
け
る
純
粋
菌
我
の
概
念

1
　
純
粋
意
識
の
領
域
の
開
示

　
他
我
構
成
論
に
お
い
て
聞
題
と
な
る
の
は
、
〈
現
象
学
的
に
省
察
七
て
い
る

私
一
白
我
）
〉
と
〈
純
粋
自
我
〉
と
の
相
違
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
自
我

概
念
を
明
確
に
規
定
す
る
た
め
に
、
自
然
的
態
度
に
お
け
る
私
か
ら
現
象
学
的

還
元
を
経
て
、
純
粋
意
識
す
な
わ
ち
超
越
論
的
主
観
性
の
領
域
が
開
示
さ
れ
て

い
く
過
程
を
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
　
二
九
二
二
）
の
記
述
に
た
ど
り
つ
つ
、
〈
純

粋
自
我
〉
の
存
在
性
格
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
我
々
は
そ
の
一
連
の
考

刎



察
の
う
ち
に
、
他
我
構
成
論
に
お
い
て
間
題
と
さ
れ
る
自
我
概
念
の
動
揺
が
、

胚
胎
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

　
フ
ッ
サ
i
ル
は
『
イ
デ
i
ン
ー
』
に
お
い
て
、
自
然
的
態
度
の
二
般
定

立
」
を
「
遮
断
」
、
「
括
弧
入
れ
」
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
現
象
学
的
判
断
申

止
」
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
世
界
の
う
ち
に
あ
る
私
が
「
現
象
学
的
残

余
」
と
し
て
の
「
純
粋
意
識
」
も
し
く
は
「
超
越
論
附
意
識
」
一
㌣
ゴ
婁
一

を
獲
得
す
る
過
程
を
示
し
て
い
く
。
だ
が
考
察
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
フ
ッ

サ
ー
ル
が
「
自
然
的
態
度
を
放
棄
し
な
い
ま
ま
で
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
お
よ
び

そ
の
自
我
の
体
験
作
用
に
対
し
て
、
一
つ
の
純
粋
な
心
理
学
的
反
省
を
遂
行
す

る
」
一
曽
－
ゴ
＄
）
態
度
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
た
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
心
理
学
的
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
意
識
諸
体
験
と
は
、
「
心
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

学
的
意
味
に
お
け
る
私
の
純
粋
意
識
」
一
㌣
ド
お
。
。
一
を
意
味
し
て
い
る
。
こ

の
意
識
は
、
実
在
的
な
人
間
的
主
観
に
付
随
す
る
意
識
の
こ
と
で
あ
り
、
精
神

物
理
的
問
題
を
含
ま
な
い
内
的
経
験
を
意
味
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
意
識

諸
体
験
に
固
有
の
本
質
を
、
コ
ギ
ト
す
な
わ
ち
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
う
形

式
を
手
引
き
と
し
て
、
形
柵
的
に
考
察
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
が
、
こ
の
分

析
は
ま
だ
純
粋
な
意
識
に
つ
い
て
の
超
越
論
的
な
分
析
で
は
な
く
、
そ
の
分
析

へ
の
導
入
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
段
階
で

は
、
「
体
験
や
体
験
流
、
し
た
が
っ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
意
味
に
お
け
る
『
意

識
』
の
諾
本
質
の
単
独
な
諾
々
の
個
別
態
一
聾
冒
⑭
豪
堅
一
は
、
実
在
的
出
来
事

と
し
て
白
然
的
世
界
に
属
し
て
い
る
」
盲
÷
S
一
と
い
う
点
に
注
意
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
i
ル
に
よ
れ
ば
こ
う
し
た
心
理
学
的
意
味
で
の
純
粋
意
識
は
、
自
然

的
態
度
に
お
い
て
二
重
の
仕
方
で
自
然
的
世
界
と
絡
み
合
う
。
そ
れ
は
ま
ず
実

在
す
る
「
人
肝
な
い
し
軌
伽
ひ
ポ
ひ
意
識
」
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で
あ
り
、

二
つ
に
は
「
こ
の
世
界
に
σ
い
τ
ゆ
意
識
」
一
自
■
｝
ら
〇
一
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
で

あ
る
。
フ
ッ
サ
i
ル
は
こ
こ
で
、
固
有
な
本
質
を
持
っ
た
内
在
的
連
関
で
あ
る

意
識
と
白
然
的
枇
界
と
の
絡
み
合
い
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
と
な
る
の
か

を
解
明
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
た
め
に
一
般
定
立
の
「
究
極
的
源
泉

一
迂
賢
C
邑
工
」
を
意
識
と
事
物
と
の
関
わ
り
に
求
め
、
感
性
的
知
覚
、
よ

り
詳
し
く
は
事
物
知
覚
と
い
う
意
識
体
験
の
分
析
を
行
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
事
物
知
覚
の
分
析
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
の
は
、
事
物
は
意
識
体
験
の
う

ち
に
実
的
一
嚢
ご
な
内
在
と
し
て
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
り
、
内
在
的
知
覚
と
超
越
的
知
覚
の
相
違
が
強
調
さ
れ
る
。
つ
ま
り
事
物

は
、
感
性
的
に
「
射
映
一
＞
艮
象
肇
竃
⑰
・
一
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
現
出
が

可
能
な
の
で
あ
り
、
そ
の
連
続
し
た
調
和
の
中
で
嗣
一
の
も
の
と
し
て
統
一
的

に
意
識
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
超
越
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

知
覚
さ
れ
る
存
在
者
の
確
実
性
あ
る
い
は
明
証
性
と
い
う
点
に
関
し
て
は
、
内

在
的
知
覚
の
趨
越
的
知
覚
に
対
す
る
優
位
が
論
じ
ら
れ
、
こ
こ
に
い
た
っ
て
、

「
存
在
と
い
う
こ
と
が
論
じ
ら
れ
る
と
き
の
普
通
の
意
味
は
ひ
っ
く
り
返
る
」

一
自
i
グ
一
家
一
。
す
な
わ
ち
知
覚
さ
れ
る
事
物
の
よ
う
な
超
越
的
存
在
は
、
「
偶

然
的
」
で
「
非
存
在
」
の
可
能
性
を
排
除
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
、
ま
た
内
在

的
存
在
は
、
「
必
然
的
」
か
つ
「
絶
対
的
」
な
も
の
で
、
逆
に
そ
の
非
存
在
を

原
理
的
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
在
と
は

「
可
能
約
な
未
規
定
性
」
の
地
平
を
伴
い
、
決
し
て
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
事
物
的
超
越
の
非

存
在
の
可
能
性
が
排
除
さ
れ
な
い
限
り
、
明
証
性
と
い
う
点
で
残
さ
れ
る
の
は

意
識
の
存
在
、
す
な
わ
ち
統
合
さ
れ
た
意
識
の
内
在
的
体
験
流
で
あ
る
と
す
る
。
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し
か
し
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
は
「
心
理
学
的
意
味
で
の
私
の
純
粋
意
識
」
が

主
題
と
さ
れ
、
そ
の
た
め
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
趨
越
論
的
な

純
粋
意
識
の
領
域
と
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
相
違
し
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る

の
か
に
つ
い
て
は
何
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
次
に
間
題
と

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
「
人
跡
ル
ポ
ひ
意
識
」
と
い
う
も
う
一
方
の
意
識

と
自
然
的
世
界
と
の
絡
み
合
い
で
あ
り
、
反
省
す
る
私
の
と
る
心
理
学
的
態
度

と
現
象
学
的
態
度
と
の
相
違
で
あ
る
。

2
　
心
理
学
約
態
度
と
現
象
学
的
態
度

　
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
意
識
は
、
身
体
に
対
す
る
経
験
関
係

一
印
ぎ
耳
§
o
・
。
。
冨
N
雲
暮
o
・
一
に
よ
っ
て
の
み
、
実
在
す
る
人
閥
や
動
物
の
意
識

に
な
る
の
で
あ
り
、
自
然
と
い
う
空
閥
の
巾
に
位
置
を
占
め
、
白
然
と
い
う
時

間
　
　
…
の
中
に
位
置
を
占
め
る
に
至
る
」
　
一
自
ー
ゲ
ニ
9
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
あ
る
他
界
に
帰
属
す
る
人
閥
圭
、
観
と
し
て
の
意
識
を
わ
れ
わ
れ
が
持

つ
た
め
に
は
、
固
有
の
仕
方
に
よ
る
統
覚
一
＞
署
賢
⑭
冨
8
一
に
よ
っ
て
、
意

識
と
身
体
と
の
　
　
　
一
＞
艮
二
貝
；
O
。
一
」
、
す
な
わ
ち
意
識
の
実
在
化

一
箒
陣
麦
q
彗
o
。
一
の
働
き
が
遂
行
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
統

覚
は
『
デ
カ
ル
十
的
省
察
」
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
世
界
化

的
止
蟹
己
統
覚
一
く
蟹
書
彗
O
ぎ
邑
二
9
置
ρ
唱
⑬
嚢
暑
O
巳
」
に
相
当
す
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
土
思
識
は
あ
る
別
の
も
の
、
自
然
の
構
成
要
素

一
晩
婁
彗
婁
唇
こ
に
な
る
」
（
『
H
ニ
ニ
一
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
意
識
は
純

粋
な
意
識
諾
体
験
の
流
れ
と
し
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
は
把
握
さ
れ
て
お
ら

ず
、
「
あ
る
も
の
一
⑰
暮
邑
と
し
て
統
握
さ
れ
て
い
る
」
一
昌
■
｝
二
；
一
。
「
あ

る
も
の
」
と
は
、
特
に
心
理
的
な
諾
々
の
「
状
態
一
N
婁
§
巳
」
に
他
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
そ
の
統
握
に
お
い
て
は
、
「
あ
る
特
異
な
超
越
」
と
し
て
「
同

一
的
実
在
晦
自
我
主
観
と
い
う
意
識
の
状
静
性
一
節
Ω
≦
る
二
巴
婁
；
■

曇
口
警
O
葬
艮
）
」
が
現
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
の
状
態
性
の
う
ち

で
、
自
我
主
観
は
自
分
の
個
別
的
実
在
的
性
質
を
は
っ
き
り
あ
ら
わ
に
し
、

「
1
今
や
諸
状
態
に
お
い
て
あ
ら
わ
に
な
る
諸
性
質
の
こ
の
統
一
と
し
て
1
現

出
す
る
身
体
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
」
一
㌣
一
二
三
の
で

あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
論
述
か
ら
は
、
物
理
的
白
然
ば
か
り

が
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
「
心
魁
附
諭
状
静
ポ
ぎ

た
、
絶
対
的
体
験
の
諸
規
制
へ
さ
し
戻
さ
れ
、
こ
の
絶
対
的
体
験
の
諦
規
制
に

お
い
て
心
理
的
諾
状
態
は
構
成
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
絶
対
的
体
験
の
諾
規

制
に
お
い
て
は
、
心
理
的
諸
状
態
は
『
状
態
』
と
い
う
志
向
的
形
武
そ
し
て
そ

の
種
類
に
お
い
て
は
組
酪
附
形
式
を
と
る
」
の
で
あ
る
一
㌣
グ
ニ
£
。
わ
れ

わ
れ
は
u
常
、
諦
体
験
を
意
識
体
験
の
流
れ
と
し
て
純
粋
に
把
握
す
る
の
で
は

な
く
、
一
人
の
経
験
的
一
実
在
的
白
我
差
観
の
持
つ
心
理
学
的
あ
る
い
は
精
榊

物
理
的
諾
状
態
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
心
理
的
人
格
性
や
心
雌
約
性
質
、
体

験
、
状
態
と
い
っ
た
も
の
を
実
在
的
に
把
握
す
る
こ
う
し
た
態
度
は
、
特
に
心

理
学
的
態
度
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
態
度
は
そ
の
心
理
学
的
態
度

に
平
行
す
る
形
で
、
「
反
省
し
つ
つ
、
趨
越
的
定
立
を
遮
断
し
な
が
ら
、
絶
対

的
な
純
粋
意
識
の
方
に
向
か
い
、
今
や
絶
対
的
体
験
の
状
態
性
統
覚
を
見
出

す
」
の
で
あ
る
一
自
－
｝
二
易
一
。

　
こ
う
し
て
心
理
学
的
態
度
と
現
象
学
的
態
度
と
の
二
つ
の
態
度
は
、
把
握
す

る
眼
差
し
の
向
か
う
対
象
、
す
な
わ
ち
主
題
と
す
る
対
象
の
相
違
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
る
。
心
理
学
的
態
度
は
、
そ
の
眼
差
し
が
「
超
越
に
か
か
わ
る
統
握
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一
冨
舅
N
g
箒
冒
邑
①
＞
冒
撃
。
。
竃
晶
一
を
通
り
抜
け
て
、
統
覚
さ
れ
た
対
象
へ
と

向
け
ら
れ
る
」
態
度
で
あ
り
、
他
方
現
象
学
的
態
度
は
「
純
粋
な
統
握
す
る
意

識
へ
と
反
省
的
に
向
け
ら
れ
る
」
態
度
な
の
で
あ
る
一
甲
－
L
ミ
一
。
超
越
論

的
現
象
学
的
還
元
と
は
、
こ
の
よ
う
に
身
体
を
通
じ
空
間
的
時
間
的
に
自
然
の

う
ち
に
実
在
す
る
と
い
う
性
格
を
付
与
さ
れ
た
心
理
学
的
主
観
性
を
も
還
元
の

対
象
と
し
、
超
越
論
的
に
純
粋
な
意
識
領
域
を
開
示
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
絶

対
的
な
超
越
論
的
意
識
に
「
な
お
実
在
性
を
期
待
す
る
の
は
不
合
理
」
一
自
ー
ガ
竃
ご

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
期
待
す
る
と
い
う
こ
と
は
徹
底
し
た
還
元
が
な
さ
れ
な

い
心
理
学
的
態
度
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

3
　
純
粋
白
我
の
概
念

　
純
粋
意
識
の
流
れ
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
コ
ギ
タ
チ
オ
一
意
識
作
用
一
は
、

そ
も
そ
も
コ
ギ
ト
す
な
わ
ち
「
私
は
思
考
す
る
」
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
主
題

化
さ
れ
た
が
、
こ
の
コ
ギ
ト
に
は
志
向
的
客
観
へ
向
け
ら
れ
た
「
眼
差
し

一
雲
ざ
こ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
志
向
的
客
観
へ
の
眼
差
し
を
発
す
る
も

の
が
「
純
粋
自
我
（
辻
竃
二
象
一
」
で
あ
る
。
純
粋
自
我
は
現
象
学
的
還
元
に

よ
る
残
余
と
し
て
の
意
識
諾
体
験
に
お
い
て
、
諾
体
験
の
現
実
的
可
能
的
変
動

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
諸
々
の
体
験
を
通
じ
不
断
に
絶
対
的
に
眼
差
し
を
放
つ
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
純
粋
自
我
は
「
自
我
（
ぎ
巳
」
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
実
在
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
。
純
粋
自
我
は
「
作
用
の
『
純

粋
』
主
観
」
と
し
て
、
超
越
論
的
に
純
化
さ
れ
た
意
識
体
験
と
の
関
係
の
う
ち

で
の
み
論
じ
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
意
識
体
験
と
の
絡
み

合
い
に
お
い
て
、
「
体
験
作
用
を
す
る
自
我
は
そ
れ
自
身
だ
け
で
取
り
出
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
た
り
、
一
つ
の
捧
脊
か
研
究
の
客
観
に
な
さ
れ
る
よ
う
な
も
の

で
は
全
く
な
い
」
（
目
－
｝
二
S
）
。
純
粋
自
我
に
関
し
て
は
、
志
向
的
客
観
を
眼

差
す
際
の
「
関
係
の
仕
方
（
雰
N
ざ
ぎ
潟
姜
⑭
蒜
①
一
」
や
「
態
度
の
取
り
方

（
＜
撃
ぎ
ぎ
品
婁
①
ぎ
一
」
を
除
け
ば
、
「
全
く
空
虚
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し

て
は
記
述
で
き
な
い
」
（
目
－
一
し
お
）
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
身
体
や
心
理
的
な
も
の
一
般
、

ま
た
心
理
物
理
的
統
一
体
と
し
て
の
人
間
な
ど
を
も
還
元
の
対
象
に
し
た
の
で

あ
っ
た
。
結
局
そ
れ
ら
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
実
在
と
同
様
、
超
越
論
的
に
は
志

向
的
構
成
に
よ
る
単
な
る
統
一
と
し
て
、
す
な
わ
ち
体
験
の
志
向
的
構
成
要
素

で
あ
る
と
こ
ろ
の
ノ
エ
マ
と
し
て
、
分
析
の
対
象
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
諸
々
の
コ
ギ
タ
チ
オ
が
、
コ
ギ
ト
（
「
私
は
思
考
す
る
」
一
と
い
う
形
式
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
自
我
は
あ
た
か
も
こ
の
表
現
に
お
け
る

「
私
」
を
意
味
す
る
か
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
同
時
に
こ
の
「
私
」

と
い
う
表
現
は
、
現
象
学
的
に
判
断
中
止
を
し
つ
つ
省
察
す
る
こ
の
私
と
容
易

に
重
な
り
合
い
、
自
我
と
し
て
の
同
一
性
を
主
張
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
純
粋
白
我
を
、
人
間
で
あ
る
こ
の
省
察
す
る
私
と
同
一
視
す
る

誤
解
が
生
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
間
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
〈
純
粋
自
我
〉
と
く
現
象
学
的
に
省
察
す
る
私
一
自
我
一
V
と
の

間
の
明
確
な
関
係
づ
け
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
実
在
す
る
人
間
で
あ
る

「
私
し
に
つ
い
て
は
、
現
象
学
的
に
ど
の
よ
う
に
問
わ
れ
う
る
の
か
が
間
題
と

な
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
皮
省
を
行
う
こ
の
私
も
還
元
さ
れ
る
の
か
と
い
う

問
い
に
対
し
て
、
た
だ
「
現
象
学
者
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
的
人
間
で
あ

る
こ
と
を
や
め
る
べ
き
は
ず
も
な
い
し
、
ま
た
論
述
の
う
ち
で
も
自
ら
を
白
然

的
人
間
と
し
て
定
立
す
る
こ
と
を
や
め
る
べ
き
は
ず
も
な
い
」
（
目
1
ご
一
S
）
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と
述
べ
る
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
現
象
学
的
に
省
察
す
る
私
は
、
現
象
学
的
還

元
や
志
向
的
分
析
の
対
象
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
論
述
さ
れ
て
も
い
な

い
の
で
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
〈
純
粋
自
我
〉
と
く
省
察
す
る
私
V
と
の
関
係
に
関
す

る
論
述
上
の
空
白
は
、
純
粋
意
識
の
絶
対
的
存
在
領
域
と
そ
の
志
向
的
一
般
構

造
の
析
出
を
目
指
し
た
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
に
お
け
る
主
題
隈
定
の
結
果
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
　
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
で
は
、
自
我
そ
の
も
の
へ
の
反
省
と
自
我
の

構
成
と
い
う
間
題
、
換
言
す
れ
ば
、
自
我
そ
の
も
の
の
純
粋
自
我
に
よ
る
構
成

と
い
う
間
題
に
つ
い
て
の
言
及
は
、
意
図
的
に
注
意
深
く
避
け
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
、
　
「
私
」
や
「
自
我
」
と
い
う
言
葉
を
媒
介
に
し

て
、
〈
純
粋
自
我
V
と
く
省
察
す
る
私
V
と
は
容
易
に
結
び
つ
き
、
そ
の
関
係

に
つ
い
て
は
詳
細
に
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
交
錯
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
た
め
純
粋
自
我
が
、
経
験
的
・
実
在
的
白
我
主
観
と
し
て
誤
解
さ
れ
る
恐
れ

を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
述
上
の
空
白
は
門
省
察
』
に
お
い
て
は
、
静
態
的
分
析
と
発
生
的
分

析
の
相
違
と
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
描
写
の
大
き
な
間
隙
」
（
H
二
8
）
で
あ
る

と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
「
私
」

を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
自
我
概
念
の
混
乱
と
動
揺
は
、
第
五
省
察
に
お
け
る
他
我

構
成
論
に
お
い
て
顕
著
に
現
れ
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
自
我
概
念
の
動
揺
と
い
う
観
点
か
ら
、
他
我
構
成
論
に
お
け
る
二

　
　
　
　
　
　
　
一
ユ

義
的
一
N
奏
a
9
島
一
性
格
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
の
た
め
始
め
に
他
我

構
成
論
の
概
略
を
提
示
し
、
次
に
前
章
1
で
み
た
自
我
概
念
の
混
乱
が
他
我
構

成
論
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
な
形
で
影
を
落
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
た

い
。

皿
「
私
（
自
我
）
」
概
念
の
他
我
構
成
論
へ
の
影
饗

ユ
　
他
我
構
成
論
の
概
略
と
聞
題
の
指
摘

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
他
我
（
巴
叫
竃
品
〇
一
、
す
な
わ
ち
「
異
他
な
る
主
観

一
津
⑰
竃
¢
婁
9
0
邑
」
に
向
か
う
志
向
性
の
構
成
能
作
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

に
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
の
領
野
、
す
な

わ
ち
超
越
論
的
経
験
領
域
を
「
私
に
固
有
な
も
の
（
爵
ω
蓄
罵
荷
9
①
一
」
を
構

成
す
る
志
向
性
だ
け
か
ら
な
る
全
体
的
連
関
へ
と
還
元
す
る
方
法
を
と
る
。
こ

の
操
作
は
「
主
題
的
判
断
中
止
」
と
呼
ば
れ
、
「
私
の
超
越
論
的
で
具
体
的
な

白
我
自
身
へ
の
還
元
」
一
H
も
い
一
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
領
域
に
見
ら
れ

る
現
象
は
、
直
接
的
、
間
接
的
に
他
者
に
向
か
う
志
向
性
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
能

作
を
含
ま
な
い
も
の
と
さ
れ
、
こ
の
領
域
に
お
け
る
超
越
論
的
対
象
か
ら
は

「
す
べ
て
の
ひ
と
に
と
っ
て
」
と
い
う
意
味
も
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ

の
結
果
こ
の
領
域
は
、
固
有
領
域
一
曽
。
。
§
箒
一
募
暑
等
①
一
も
し
く
は
原
初
的

一
冨
8
o
邑
邑
領
域
と
し
て
、
自
我
に
と
っ
て
異
他
的
な
一
ぎ
8
巳
性
格
を

有
す
る
対
象
の
志
向
的
構
成
の
た
め
の
基
盤
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
遼
元
の
段
階
に
お
い
て
、
志
向
対
象
を
具
体
的
内
容
と

し
て
も
つ
白
我
を
「
モ
ナ
ド
一
竃
O
§
亭
一
」
と
呼
び
、
超
越
論
的
自
我
に
よ

る
モ
ナ
ド
と
し
て
の
自
己
統
覚
を
論
じ
る
。
こ
の
自
己
統
覚
が
先
に
触
れ
た

「
世
界
化
的
白
己
統
覚
」
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
統
覚
に
身
体
を
通
じ

た
意
識
の
実
在
化
と
い
う
役
割
を
み
て
い
る
。
こ
の
自
己
統
覚
さ
れ
た
モ
ナ
ド

と
し
て
の
意
味
は
、
超
越
論
的
自
我
に
よ
っ
て
他
の
自
我
が
構
成
さ
れ
る
際
に

生
じ
る
意
味
の
移
し
入
れ
の
基
礎
と
さ
れ
る
。
他
者
は
、
ま
ず
こ
の
原
初
的
領
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域
の
う
ち
に
物
体
と
し
て
現
出
す
る
が
、
超
越
論
的
自
我
は
「
こ
こ
」
に
あ
る

私
の
身
体
と
「
そ
こ
」
に
あ
る
物
体
と
の
間
で
類
似
性
に
も
と
．
づ
い
た
「
対
化

一
蟹
胃
竃
⑰
・
一
」
を
生
じ
、
自
己
統
覚
さ
れ
た
モ
ナ
ド
の
意
味
を
「
私
が
そ
こ
に

い
る
か
の
よ
う
に
一
ξ
⑰
ミ
塞
己
9
α
貫
急
色
」
　
「
そ
こ
」
に
あ
る
物
体
に

移
し
入
れ
一
自
己
移
入
一
、
私
自
身
の
「
変
容
態
一
蟹
0
9
薫
註
昌
一
」
と
し
て

他
者
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
他
我
構
成
論
に
お
け
る
眼
目
は
、
も
っ
ぱ
ら
こ
の
白
己
移
入
論
の
成
否
に
あ

る
と
さ
れ
論
じ
ら
れ
る
が
、
工
・
ケ
ル
ン
は
「
第
五
省
察
の
思
考
過
程
全
体
が

二
義
的
で
あ
る
」
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ケ
ル
ン
は
他
我
構
成
論
に
お
い
て
問
題

で
あ
る
の
が
、
「
超
越
論
的
他
我
の
反
省
的
－
哲
学
的
な
基
底
づ
け
一
根
拠
、
づ

け
一
と
白
己
お
よ
び
他
の
モ
ナ
ド
の
超
越
論
的
関
係
」
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と

も
「
『
自
然
的
』
、
『
世
界
的
』
な
自
己
移
入
の
基
底
づ
け
一
動
機
づ
け
一
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

成
的
分
析
」
で
あ
る
の
か
が
暖
昧
で
あ
る
と
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
が
第
五
省
察
に
お
い
て
目
指
し
た
の
は
超
越
論
的
な
禍
互
主
観
性
で
あ
り
、

そ
の
意
図
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
ケ
ル
ン
の
指
摘
し
た
後
者
を
間
題
に
し
て
い
た

と
は
言
え
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
」
う
し
た
二
義
的
性
格
が
第
五
省
察

の
全
体
を
覆
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
何
よ
り
問
題
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ

の
二
義
的
性
格
が
由
来
し
た
根
拠
は
、
自
己
移
入
が
論
じ
ら
れ
る
以
前
の
段
階

に
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
〈
趨
越
論
的
自
我
〉
と
〈
省
察
す
る
自
我
〉
と

を
め
ぐ
る
白
我
概
念
の
動
揺
に
端
を
発
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2
　
　
『
省
察
』
に
お
け
る
自
我
概
念
の
動
揺

　
『
省
察
』
に
お
い
て
フ
ッ
サ
i
ル
は
、
他
我
経
験
の
解
明
を
静
態
的
分
析
に

よ
っ
て
行
い
う
る
と
考
え
た
。
こ
の
静
態
的
分
析
と
は
志
向
性
の
三
項
構
造

一
白
我
－
意
識
作
用
－
意
識
対
象
）
の
う
ち
意
識
作
用
と
意
識
対
象
と
の
志
向

的
相
関
関
係
の
本
質
分
析
を
そ
の
申
心
と
す
る
。
静
態
的
分
析
に
お
い
て
省
察

す
る
白
我
は
、
す
で
に
対
象
的
意
味
の
発
生
を
経
た
白
我
す
な
わ
ち
「
発
達
し

た
自
我
一
竃
婁
ざ
ぎ
箒
竃
⑰
・
〇
一
」
一
∵
二
ω
）
で
あ
り
、
意
識
作
用
に
つ
い
て
の

自
己
省
察
は
、
そ
の
ま
ま
趨
越
論
的
自
我
の
意
識
作
用
の
本
質
的
構
造
解
明
に

つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
静
態
的
分
析
で
は
、
省
察
を
行
う
白
我
そ
れ

自
身
が
志
向
的
構
成
分
析
の
対
象
と
し
て
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
前
章
1
に

お
い
て
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
、
〈
純
粋
自
我
〉
と
〈
省
察
す
る
自
我
〉
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
不
間
の
ま
ま
分
析
が
進
め
㌦
れ
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
第
五
省
察
の
中
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
現
象
学
的
判
断
中
止
に
よ
っ

て
、
私
を
私
の
絶
対
的
な
超
越
論
的
自
我
に
還
元
」
（
H
し
ビ
一
し
、
そ
の
際

「
省
察
を
行
う
私
は
、
超
越
論
的
自
我
と
し
て
の
私
」
一
H
二
ω
〇
一
で
あ
る
と

述
べ
て
い
る
。
こ
の
時
、
〈
省
察
す
る
白
我
V
と
く
超
越
論
的
自
我
V
と
は
反

省
と
意
識
作
用
の
同
一
の
遂
行
者
と
し
て
、
棉
互
の
相
違
に
つ
い
て
な
ん
ら
間

わ
れ
る
こ
と
の
な
い
ま
ま
同
一
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
イ
デ
ー
ン

エ
』
に
お
け
る
の
と
同
様
、
現
象
学
的
に
省
察
す
る
白
我
は
一
人
の
、
目
然
的
人

問
と
し
て
の
私
で
あ
り
、
〈
超
越
論
的
白
我
V
と
く
省
察
す
る
自
我
V
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
何
ら
論
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
た
め
「
私
の
」
と
い
う
よ
う
な
人

称
的
意
味
は
、
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
還
元
後
も
静
態
的
分
析
に
お
い
て
は
間
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
散

態
的
分
析
に
お
け
る
〈
超
越
論
的
白
我
〉
は
、
「
私
の
」
〈
超
越
論
的
自
我
V
で

あ
る
こ
と
が
暗
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
私
の
」
と
い
う
よ
う
な
人
称
的
意
味
は
、
本
来
志
向
的
構
成
の
統
一
体
と

し
て
統
覚
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
〈
超
越
論
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的
自
我
v
が
「
私
の
」
と
い
う
意
味
を
還
元
し
き
れ
て
お
ら
ず
、
暗
黙
の
う
ち

に
そ
の
意
味
を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
の
難

点
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
遼
元
に
よ
っ
て
開

示
さ
れ
る
超
越
論
酌
経
験
領
域
も
ま
た
、
省
察
す
る
「
私
の
」
超
越
論
的
経
験

領
域
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
く
省
察
す
る
自
我
V
の
持
つ
一

人
称
の
意
味
自
体
は
、
静
態
的
分
析
に
お
い
て
問
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の

た
め
超
越
論
的
経
験
領
域
を
「
私
に
固
有
の
」
領
域
へ
と
還
元
す
る
操
作
は
、

〈
省
察
す
る
自
我
〉
の
持
つ
「
私
」
と
い
う
意
味
を
前
提
に
し
て
こ
そ
可
能
な

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
理
由
か
ら
、
他
我
経
験
の
志
向
的
構
成
能
作
の
解
明
は
、
「
私
」
と

い
う
意
味
に
関
し
て
不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
分
析
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
結
果
他
我
構
成
論
に
お
い
て
は
、
超
越
論
的
白
我
や
固
有
領
域
へ
の

還
元
に
お
い
て
自
己
統
覚
さ
れ
た
精
神
物
理
的
白
我
一
あ
る
い
は
モ
ナ
ド
）
と

い
っ
た
自
我
概
念
が
、
「
私
」
あ
る
い
は
「
自
我
」
と
い
う
表
現
を
介
し
て

〈
省
察
す
る
自
我
〉
に
緕
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
「
私
の
」
超
越
論
的
自

我
や
「
私
の
」
モ
ナ
ド
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
分
析
の
姐
上
に
の
ぼ
る
こ
と

が
な
い
。
そ
の
た
め
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
の
各
段
階
に
お
け
る
自
我
概
念
は
、

「
私
」
と
い
う
意
味
を
め
ぐ
っ
て
交
錯
し
重
な
り
合
い
、
概
念
的
動
揺
を
き
た

す
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
我
々
は
、
他
者
と
の
関
係
性
を
既
に
そ

の
う
ち
に
孕
む
こ
の
「
私
」
と
い
う
意
味
が
、
他
我
構
成
論
の
ど
の
段
階
に
お

い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
か
不
明
瞭
な
ま
ま
他
我
経
験
の
分
析
を
行
う
こ
と

と
な
り
、
絶
え
ず
混
乱
し
た
状
況
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
我
々
が
そ
の
混
乱
し
た
状
況
に
は
っ
き
り
と
し
た
答
え
を
与
え
ら
れ
る
の

は
、
「
他
者
一
＞
邑
q
①
一
は
、
現
象
学
的
に
は
私
自
身
の
変
容
能
心
と
し
て
現
れ

る
一
私
自
身
は
、
今
や
必
然
的
に
生
じ
対
照
を
な
す
対
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
私

の
と
い
う
性
格
を
自
ら
の
側
で
獲
得
す
る
一
」
一
H
L
食
一
と
い
う
フ
ッ
サ
ー

ル
の
記
述
に
出
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
初
め
て

「
私
の
」
と
い
う
性
格
が
対
化
の
際
に
獲
得
さ
れ
る
こ
と
を
明
確
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
　
『
省
察
』
に
お
け
る
他
我
構
成
論
は
、
も
っ
ぱ
ら
虜
己
移
入
論
と
し
て
理
解

さ
れ
る
が
、
他
我
経
験
に
お
け
る
最
も
原
初
的
な
意
識
能
作
は
こ
の
「
対
化
」

で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
連
合

一
＞
鶉
9
一
堅
暮
）
」
の
一
形
式
で
あ
る
こ
の
「
対
化
」
と
い
う
「
受
動
的
総
合

一
潟
邑
く
①
O
り
着
旨
邑
。
。
一
」
の
概
念
を
用
い
て
他
我
経
験
を
分
析
し
、
他
我
経
験

の
過
程
を
「
他
者
と
い
う
様
式
を
構
成
す
る
連
合
の
進
行
過
程
一
Q
竃
胴
一
」

一
H
し
お
一
と
し
て
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
白
己
移
入
論
に
お
け
る
対
化
と

は
、
固
有
領
域
に
現
れ
る
物
体
一
い
ま
だ
他
者
の
身
体
と
い
う
意
味
を
持
た

ず
、
単
な
る
物
体
と
し
て
現
出
す
る
場
面
が
想
定
さ
れ
て
い
る
一
を
、
類
似
性

に
基
、
づ
い
て
私
の
精
神
物
理
的
自
我
と
対
関
係
を
な
し
て
受
動
的
に
現
出
さ
せ

る
働
き
を
意
味
す
る
。
こ
の
受
動
的
に
対
を
な
し
て
現
出
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

は
、
物
体
の
類
似
性
か
ら
身
体
で
あ
る
こ
と
を
、
さ
ら
に
身
体
で
あ
る
こ
と
か

ら
他
の
自
我
で
あ
る
こ
と
を
類
推
す
る
よ
う
な
高
次
の
意
識
能
作
で
は
な
く
、

心
身
共
に
一
体
で
あ
る
精
神
物
理
的
自
我
と
し
て
、
一
挙
に
自
ら
を
呈
示
し
て

く
る
よ
う
な
低
次
の
意
識
能
作
と
し
て
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う

に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
を
「
連
合
の
進
行
過
程
」
と
し
て
把
握
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
意
識
作
用
の
主
観
は
、
経
験
的
実
在
的
な
「
私
」
と
い
う
意
味
を

沈
殿
さ
せ
る
以
前
の
〈
超
越
論
的
一
も
し
く
は
純
粋
一
自
我
〉
と
し
て
、
〈
省

察
す
る
自
我
〉
と
の
区
別
を
前
提
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
己
移
入
論
が
、
単
な
る
「
『
白
然
的
』
、
『
世
界
的
』
な
自

己
移
入
の
基
底
づ
け
一
動
機
づ
け
一
の
構
成
的
分
析
」
の
よ
う
に
把
握
さ
れ
る

の
は
、
省
察
す
る
自
我
と
各
構
成
段
階
に
お
け
る
意
識
作
用
の
主
観
と
の
関
係

が
、
静
態
的
分
析
に
お
い
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
省
察
す
る
「
私
」
に
結
び

つ
い
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
「
対
化
」
、
「
自
己
移
入
」
と
い
っ
た
他
我
経

験
の
一
連
の
分
析
に
お
い
て
、
そ
の
意
識
作
用
の
純
粋
主
観
（
超
越
論
的
自

我
一
が
く
省
察
す
る
自
我
v
の
「
私
」
と
い
う
意
味
を
含
意
し
て
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
移
入
論
は
単
な
る
類
比
推
理
の
様
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
第
五
省
察
に
先
立
つ
第
四
省
察
に
お
い
て
、
「
超
越
論
的
自

我
自
体
の
構
成
の
問
題
」
一
H
一
遣
一
が
「
我
々
の
描
写
の
大
き
な
閻
隙
」
　
一
H
一

さ
9
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
第
四
省
察
に
お
け
る
分

析
に
よ
れ
ば
、
〈
超
越
論
的
自
我
V
は
意
識
能
作
の
申
心
、
す
な
わ
ち
単
な
る

「
空
虚
な
同
一
性
の
極
一
旨
⑭
邑
鼠
暑
〇
三
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、

〈
省
察
す
る
自
我
〉
の
反
省
に
先
立
っ
て
常
に
機
能
し
て
い
る
自
我
と
し
て
理

解
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
機
能
に
よ
っ
て
初
め
て
、
意
識
体
験
の
流
れ
も
反
省

に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
自
我
が
「
体
験
の
同
一
極
と
し
て
の
自

我
」
や
「
習
性
の
基
体
と
し
て
の
自
我
」
一
H
し
8
一
で
あ
る
こ
と
も
可
能
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
自
我
は
、
常
に
「
内
的
時
間
意
識
一
一
墨
o
竃
N
①
事
婁
昌
叫
－

。
。
Ω
邑
」
に
お
い
て
、
経
験
す
る
生
の
流
れ
と
し
て
、
ま
た
そ
の
全
体
と
し
て

統
合
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
静
態
的
分
析
に
お
い
て
は
、
自
我
は
「
発
達
し
た
白

我
」
と
し
て
は
じ
め
か
ら
く
省
察
す
る
自
我
v
に
徹
し
て
い
る
た
め
、
自
我
そ

の
も
の
の
構
成
と
い
う
間
題
は
あ
ら
か
じ
め
分
析
の
射
程
外
に
位
置
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
「
大
き
な
間
隙
」
と
さ
れ
た
「
超
越
論
的
自
我
白
体
の
構
成
の
問
題
」
は
、

対
象
構
成
を
白
我
の
自
己
構
成
と
し
て
、
内
在
的
時
間
性
に
お
い
て
捉
え
る
発

生
的
分
析
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し
第
四
省
察
に
お
け
る
発
生
的
分
析
は
、
続

く
第
五
省
察
の
他
我
構
成
論
に
寄
与
す
る
ま
で
に
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。

フ
ッ
サ
i
ル
は
他
我
経
験
の
解
明
を
静
態
的
分
析
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
第
五
省
察
で
は
〈
超
越
論
的
虜
我
〉
と
く
省
察
す
る
自
我
V
で
あ
る

「
私
」
と
の
関
係
は
、
分
析
の
姐
上
に
の
ら
な
い
ま
ま
放
置
さ
れ
て
お
り
、

フ
ッ
サ
i
ル
の
他
我
構
成
論
は
、
こ
の
為
に
生
じ
た
「
私
」
と
い
う
意
味
を
め

ぐ
る
自
我
概
念
の
動
揺
に
よ
っ
て
、
二
義
的
な
解
釈
を
許
容
す
る
構
造
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

結
謂

　
『
イ
デ
i
ン
ー
』
や
「
第
五
省
察
」
の
記
述
か
ら
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
静

態
的
分
析
に
お
い
て
は
く
省
察
す
る
自
我
V
と
〈
超
越
論
的
自
我
〉
と
の
関
係

が
分
析
の
姐
上
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
た
め
諸
々
の
「
自
我
」
の
概
念

に
は
、
常
に
自
然
的
人
間
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
意
味
が
ま
と
わ
り
つ
く
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
な
省
察
の
場
面
に
お
い
て
も
生
じ
る
一
」
う
し

た
自
我
概
念
の
混
乱
に
よ
っ
て
、
他
我
構
成
論
全
体
は
超
越
論
的
態
度
に
お
け

る
分
析
で
あ
る
の
か
、
白
然
的
態
度
に
お
け
る
分
析
で
あ
る
の
か
が
暖
昧
と
な

り
、
そ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
他
者
も
、
超
越
論
的
他
我
で
あ
る
の
か
あ
る
い
は

他
の
自
然
的
人
間
で
あ
る
の
か
が
陵
味
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
当
然
白
己
移
入
論
も
こ
の
自
我
概
念
の
動
揺
に
平
行
し
て
、
一
方
で
は

「
連
合
の
進
行
過
程
」
の
記
述
と
し
て
、
他
方
で
は
単
な
る
類
比
推
理
と
し
て

二
義
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
論
考
を
受
け
て
、
今
後
フ
ッ
サ
ー
ル
に
内
在
的
に
し
か
も
発
展
的
に
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他
者
経
験
を
解
明
し
て
い
く
た
め
の
方
向
性
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

そ
れ
は
他
者
経
験
の
志
向
的
構
成
能
作
の
解
明
以
前
に
、
ま
ず
〈
超
越
論
的
自

我
〉
と
〈
省
察
す
る
自
我
〉
と
の
関
係
を
超
越
論
的
自
我
の
自
己
構
成
の
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

と
し
て
、
意
識
体
験
の
流
れ
の
う
ち
に
明
ら
か
に
す
る
方
向
で
あ
る
。
こ
の
方

向
は
自
我
の
自
己
時
間
化
の
問
題
と
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
期
時
間
論
と
の

関
連
を
考
慮
し
つ
つ
追
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
他
方
で
、
省
察
す
る
自

我
の
も
つ
「
私
」
と
い
う
人
称
的
意
味
が
、
既
に
み
た
「
対
化
」
に
関
す
る
記

述
に
お
い
て
相
即
的
に
他
者
と
関
わ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
他
我
経

験
に
関
す
る
分
析
は
「
私
」
と
い
う
意
味
の
発
生
と
絡
む
「
連
合
」
す
な
わ
ち

「
受
動
的
総
合
」
の
間
題
と
し
て
も
提
起
さ
れ
、
解
明
さ
れ
る
余
地
を
残
し
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
自
我
の
自
己
時
間
化
と
連
合
と
い
う
問
題
が
、
他
我
構
成

論
を
め
ぐ
る
考
察
の
発
展
的
課
題
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
他
者
経
験

の
解
明
に
寄
与
す
べ
き
新
た
な
課
題
で
あ
る
こ
と
が
、
本
論
考
を
通
じ
て
明
ら

か
と
な
る
。

　
本
稿
で
雰
秦
H
蟹
屋
か
ら
引
用
・
参
照
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
そ
の
巻
数
を

ロ
ー
マ
数
字
、
ぺ
ー
ジ
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
本
文
中
の
括
弧
内
に
記
し
た
。

な
お
基
本
的
に
訳
文
で
は
、
原
文
の
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
箇
所
に
は
傍
点
を
付
し
、

斜
体
字
の
箇
所
は
そ
の
ま
ま
斜
体
字
を
用
い
た
。
た
だ
し
本
稿
に
お
け
る
文
脈

上
、
不
必
要
と
判
断
さ
れ
た
場
合
に
は
省
略
し
た
。

↑
一
窒
震
ω
爵
員
冒
島
8
げ
一
§
宗
二
壽
婁
冨
窪
ま
阿
；
邑
罵
⑭
ぎ
撃

　
冨
欝
◎
竃
塞
◎
δ
o
q
一
吻
g
塞
津
豊
。
。
N
留
創
g
邑
冨
ぎ
8
冨
ぎ
ぎ
㍉
へ
暑
纂
き
§

　
ミ
§
鳥
§
㌧
§
§
膏
§
§
§
“
き
◎
～
晶
シ
き
ミ
㍉
◎
葛
g
§
即
竃
陣
ま
暮
ω
之
d
ぎ
芦

　
G
一
N
．

一
2
）
底
本
と
し
て
は
蟹
冒
竃
ら
饒
ε
ω
⑰
芦
§
§
N
ミ
一
§
；
き
§

　
、
§
§
§
§
9
奏
訂
§
㌧
、
§
｝
§
§
§
之
壽
シ
き
§
、
ミ
ー
o
－
§
ミ
“
．
団
易
艸
g

　
固
暮
9
≧
衙
①
S
晃
轟
国
饒
蟹
ぽ
竃
晶
ぎ
島
9
9
冒
噌
麸
9
昌
§
O
ざ
σ
q
討
由
曇
9

　
顛
巴
撃
彗
P
H
巽
8
α
撃
H
l
N
．
ω
1
＞
ε
饒
晶
⑪
一
N
峯
⑰
宗
ω
国
巴
9
§
P

　
卑
。
・
螢
N
9
宗
宗
募
一
旨
S
－
竃
S
一
一
芽
町
・
1
く
暮
夢
h
二
〇
ぽ
豪
竃
員

　
宝
賢
ぎ
g
z
嘗
o
拝
島
ま
．
を
用
い
た
。
邦
訳
と
し
て
、
渡
辺
二
郎
訳

　
　
『
イ
デ
ー
ン
ー
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
』

　
　
一
み
す
ず
書
房
一
の
I
I
王
（
一
九
七
九
）
と
工
1
π
二
九
八
四
一

　
を
参
考
に
し
た
。
以
後
も
表
題
を
略
し
て
『
イ
デ
ー
ン
ー
』
と
す
る
。

一
3
）
こ
こ
で
引
用
し
た
の
は
、
一
九
二
九
年
に
な
さ
れ
た
と
さ
れ
る
欄
外

　
注
記
で
あ
り
、
ビ
ー
メ
ル
版
に
お
い
て
は
本
文
の
う
ち
に
収
録
さ
れ
て

　
い
る
部
分
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
欄
外
注
記
か
ら
引
馬
し
た
の
は
、
こ
の

　
フ
ッ
サ
i
ル
の
表
現
に
心
理
学
的
態
度
と
現
象
学
的
態
度
と
の
類
似

　
性
、
平
行
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
た
た
め
で
あ

　
る
。
本
論
考
で
は
考
察
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル

　
が
一
九
二
九
年
に
行
っ
た
一
連
の
補
足
的
文
章
は
、
一
九
三
一
年
刊
の

　
ギ
ブ
ソ
ン
（
峯
甘
旨
悶
冒
肉
比
冨
む
臼
2
8
9
げ
。
。
昌
）
に
よ
る
『
イ
デ
ー
ン

　
ー
』
の
英
訳
の
た
め
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
現
象
学
的
心
理

　
学
」
と
「
超
越
論
的
現
象
学
」
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
た
め
に
な
さ

　
れ
て
い
る
。

（
4
一
本
論
考
で
は
暑
⑪
富
薯
爵
を
「
二
義
的
」
と
訳
出
し
た
が
、
そ
れ
は

　
　
「
両
義
的
な
」
あ
る
い
は
〕
一
通
り
に
解
釈
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
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あ
る
。
つ
ま
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
他
我
構
成
論
が
「
両
義
的

　
　
一
婁
9
α
9
屠
一
」
に
解
釈
可
能
な
混
乱
を
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で

　
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
白
身
の
意
図
は
は
じ
め
か
ら
明
確
で
あ
っ
た
。

　
詳
し
く
は
次
節
で
展
開
さ
れ
る
1
・
ケ
ル
ン
に
よ
る
指
摘
を
参
照
。

一
5
一
ぎ
閑
§
注
毛
邑
陣
饒
島
α
．
．
誉
b
麦
暮
σ
・
賢
国
§
鷺
頃
げ
員

　
0
。
。
×
黒
ウ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
は
あ
く
ま
で
も
他
我
の
超
越
論
的
な
根

　
拠
、
づ
け
と
、
白
我
と
他
我
と
の
超
越
論
的
関
係
解
明
に
あ
る
。
そ
の
た

　
め
他
我
構
成
論
が
「
『
自
然
的
』
、
『
世
界
的
』
な
自
己
移
入
の
基
底
づ

　
け
一
動
機
、
づ
け
一
の
構
成
的
分
析
」
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
、
フ
ッ

　
サ
ー
ル
の
意
図
と
異
な
っ
た
理
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

一
6
一
こ
の
分
析
方
向
は
す
で
に
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的

　
現
象
学
』
一
一
九
六
二
一
に
見
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
本
論
で
論

　
じ
ら
れ
た
超
越
論
的
自
我
に
よ
る
自
我
の
構
成
の
間
題
を
、
原
自
我

　
　
一
c
工
争
一
の
時
問
的
自
己
構
成
す
な
わ
ち
自
己
時
間
化
の
問
題
と
し

　
て
取
り
上
げ
る
。
「
流
れ
つ
つ
も
絶
え
ず
現
在
的
で
あ
る
今
の
白
我
が

　
自
己
時
間
化
に
お
い
て
、
門
み
ず
か
ら
の
』
過
去
性
を
貫
い
て
持
続
し

　
て
い
る
も
の
と
し
て
白
己
を
構
成
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
を
、
こ
こ
か
ら

　
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
一
声
易
ε
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
た
、
自
己

　
移
入
も
こ
う
し
た
「
脱
－
現
在
化
作
用
一
望
デ
Ω
晶
§
峯
聲
荷
竃
⑪
。
一
に

　
よ
る
一
す
な
わ
ち
想
起
に
よ
る
一
白
己
時
間
化
作
用
」
と
の
類
似
性
の

　
う
ち
に
捉
え
、
自
己
時
閲
化
の
う
ち
に
他
我
構
成
論
を
論
じ
る
方
向
を

　
示
し
て
も
い
る
。
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