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デ
カ
ル
ト
一
窓
急
O
窮
o
胃
箒
ω
二
竃
①
－
H
①
9
一
は
、
一
六
一
九
年
一
月
一
日

に
、
そ
の
頃
の
友
人
で
あ
り
か
つ
共
同
研
究
者
で
も
あ
っ
た
べ
ー
ク
マ
ン

（
㎞
ω
竃
O
じ
O
馬
宍
量
P
畠
C
．
C
。
－
H
①
零
）
へ
、
彼
の
処
女
作
椚
音
楽
提
要

O
§
寸
§
§
§
§
姜
ぎ
ε
一
以
下
、
『
提
要
』
と
略
記
す
る
一
を
献
呈
し
て
い
る
。

　
こ
れ
迄
、
デ
カ
ル
ト
の
初
期
思
想
の
中
心
的
闘
題
は
べ
ー
ク
マ
ン
と
の
共
同

研
究
で
あ
る
「
落
体
運
動
」
「
水
圧
」
等
の
《
物
理
－
数
学
冨
亘
8
－

§
象
竃
堅
s
》
的
研
究
に
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
為
に
、
『
提
要
』
も
ま
た
こ

う
し
た
未
だ
未
熟
な
「
数
学
」
η
自
然
学
L
の
応
用
問
題
と
し
て
の
み
片
付
け

ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
観
点
は
、
「
数
学
史
」
「
科

学
史
」
の
成
果
に
絶
対
的
信
頼
を
置
き
、
そ
れ
の
み
を
前
提
と
し
て
デ
カ
ル
ト

初
期
思
想
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
、
非
常
に
偏
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
様
に

思
わ
れ
る
。

　
例
え
ば
、
コ
ー
エ
ン
一
甲
「
o
9
竃
一
の
門
音
楽
の
計
量
化
－
科
学
革
命

の
第
一
段
階
二
五
八
O
～
一
六
五
〇
一
に
お
け
る
音
楽
の
科
学

o
§
ミ
旨
ぎ
恥
き
包
〔
－
H
ぎ
い
〔
｛
§
亀
県
き
包
〔
ミ
暮
～
さ
這
い
、
亀
～
県
§
“

讐
｛
§
§
。
ぎ
§
ミ
｛
§
寄
o
．
o
～
』
爵
s
二
九
八
五
年
一
は
、
門
提
要
』
を
「
音

響
学
碧
昌
ξ
8
L
の
成
立
史
に
位
置
付
け
た
著
作
と
し
て
代
表
的
な
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
刊
提
要
』
は
「
幾
何
学
様
式
の
ツ
ァ
ル
リ
ー

ノ
一
S
；
昌
；
ξ
迂
篶
き
ミ
｛
ミ
）
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
内
に
は
、

『
提
要
』
は
、
未
だ
、
「
ル
ネ
サ
ン
ス
科
学
」
－
コ
ー
エ
ン
の
定
義
す
る
と
こ

ろ
の
ー
の
恩
考
枠
に
あ
る
ツ
ァ
ル
リ
ー
ノ
一
9
0
ω
艮
O
N
邑
ぎ
O
」
3
べ
∴
語
〇
一

の
音
楽
理
論
書
『
ハ
ル
モ
ニ
ア
教
程
ト
こ
隻
ミ
一
§
｛
き
§
§
｛
き
ε
二
五
五

八
年
一
を
踏
襲
し
て
書
か
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
だ
、
と
い
う
明
確
な
批
判

を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
う
し
た
「
音
響
学
し
の
成
立
史
を
追
う
「
科
学
史
し
的
観
点
か

ら
一
旦
離
れ
、
「
音
楽
理
論
史
」
に
門
提
要
』
を
位
置
付
け
た
場
合
、
こ
の
著

作
の
持
つ
今
一
つ
新
た
な
側
面
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
『
提

要
』
を
伝
統
と
の
連
続
性
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
の
コ
ー
エ
ン
で

さ
え
も
、
そ
の
独
創
性
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、
「
弦
の
分
割
論
」
に
顕

著
で
あ
る
。

　
本
発
表
は
、
こ
の
「
弦
の
分
割
論
」
を
歴
史
的
・
伝
統
的
に
支
え
て
続
け
て

き
た
神
学
・
形
而
上
学
的
な
「
象
徴
主
義
」
的
意
味
付
け
の
側
面
を
考
量
し
つ

つ
門
提
要
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の
議
論
を
読
み
直
す
こ
と
に
依
っ
て
、
こ
の

著
作
が
成
立
し
た
背
景
で
あ
り
、
か
つ
、
デ
カ
ル
ト
初
期
思
想
の
核
心
的
部
分

を
担
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
哲
学
的
間
題
意
識
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を

旨
と
す
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
」
に
対
す
る
新
た
な
解

釈
の
可
能
性
が
拓
け
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
信
じ
た
い
。
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横
井
小
楠
の
中
国
観
に
つ
い
て

宗
教
学
に
お
け
る
身
体
－
宇
宙
の
「
対
応
」

の
問
題

88

筑
波
大
学
大
学
院

陳
　
　
衛
平

　
い
ま
ま
で
の
小
楠
研
究
は
数
多
く
優
れ
た
研
究
業
績
を
あ
げ
た
が
、
小
楠
の

中
国
観
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
小
楠
は
当
時
の
η
清
一
朝
一
土
し
の
儒
学
を
き
び
し
く
批
判
し
な
が
ら
、
「
棄

舜
三
代
の
道
」
と
呼
ば
れ
る
原
初
型
と
し
て
の
儒
学
理
念
を
高
く
評
価
し
て
い

る
。
さ
ら
に
、
小
楠
は
当
時
の
清
の
政
府
の
政
治
手
法
と
失
策
を
は
げ
し
く
批

判
す
る
一
方
，
中
国
の
将
来
に
つ
い
て
決
し
て
希
望
・
期
待
を
捨
て
い
な
か
っ

■
た
。
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
当
時
の
日
本
儒
学
思
想
家
た
ち
は
皆
中
国
を
含
む

東
ア
ジ
ア
国
際
情
勢
を
大
き
な
関
心
を
持
っ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
小
楠

の
考
え
は
先
見
性
が
あ
り
、
特
異
な
存
在
で
あ
る
。
本
発
表
は
吉
固
松
蔭
を
取

り
上
げ
て
小
楠
と
の
比
較
研
究
を
試
み
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
今
日
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
小
楠
の
断
片
的
な
中
国
論
を
整
理

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
じ
て
小
楠
の
言
論
の
根
底
に
あ
る
一
貫
し
た

考
え
方
、
彼
の
生
涯
を
か
け
て
で
き
上
げ
た
思
想
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
が
、
よ
り
重
要
で
あ
る
と
思
う
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
「
三
代
の
道
」

で
あ
る
。
申
国
論
を
含
め
、
民
族
抵
抗
の
信
念
を
持
ち
な
が
ら
、
一
国
一
地
域

を
超
え
て
「
華
夷
彼
此
の
差
別
な
く
皆
同
じ
人
類
」
と
い
う
思
想
の
境
地
に
小

楠
は
到
達
し
た
。

筑
波
大
学
大
学
院
久
保
田
将
之

　
本
発
表
は
、
宗
教
学
に
お
け
る
身
体
－
字
宙
の
「
対
応
し
を
研
究
史
的
に
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
、
ラ
フ
ァ
フ
ェ
ル
・
ペ
ッ
タ
ツ
オ
ー
二
や
ミ
ル
チ
ア
・
エ
リ
ア
ー

デ
と
い
っ
た
宗
教
学
者
に
よ
れ
ば
、
宗
教
の
歴
史
的
研
究
と
構
造
的
研
究
の
両

者
の
統
合
に
お
い
て
宗
教
現
象
の
意
味
が
宗
教
学
に
お
い
て
追
求
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
エ
リ
ア
i
デ
は
、
そ
れ
を
宗
教
現
象
の
根
本
に
あ
る
普

遍
的
構
造
を
抽
出
し
、
そ
の
構
造
を
追
う
形
態
学
的
研
究
を
行
っ
た
の
と
同
時

に
、
構
造
が
い
か
に
人
類
の
宗
教
史
に
お
い
て
現
れ
た
か
を
、
そ
の
現
れ
の
普

遍
的
構
造
性
と
特
殊
性
を
基
軸
に
研
究
し
て
い
る
。
抽
出
さ
れ
る
構
造
を
エ
リ

ア
ー
デ
は
い
く
つ
か
の
基
本
的
な
術
語
に
よ
っ
て
端
的
に
表
し
て
い
る
。

　
本
発
表
で
扱
う
、
身
体
－
宇
宙
の
「
対
応
」
の
概
念
も
ま
た
、
エ
リ
ア
ー
デ

は
い
く
つ
か
の
論
文
、
著
作
で
取
り
上
げ
て
い
る
。
彼
の
指
摘
に
お
い
て
重
要

な
点
は
、
ま
ず
こ
の
身
体
－
宇
宙
の
「
対
応
し
が
単
な
る
「
思
想
の
問
題
し
で

は
な
く
、
「
体
験
さ
れ
た
世
界
」
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
体
験
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
、
宇
宙
全
体
を
一
つ
の
秩
序
的
な
生
命
体
一
マ

ク
ロ
コ
ス
モ
ス
一
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
と
同
時
に
、
そ
れ
と
同
じ
生
命
を

自
分
自
身
一
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
一
の
う
ち
に
発
見
し
、
人
間
と
字
宙
と
を
相
同

な
も
の
と
し
て
人
間
は
認
識
す
る
と
い
う
。

　
彼
の
指
摘
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
重
要
な
点
は
、
こ
の
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
と



ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
関
係
を
包
括
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
の
内
容
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
み
る
と
、
一
つ
は
、
両
者
の
間
で
の
生
理

的
な
相
同
性
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
人
間
の
行
為
の
レ
ヴ
ェ
ル
一
誕
生
、
結
婚
、

性
行
為
、
死
な
ど
一
と
様
々
な
宇
宙
的
現
象
と
の
対
応
も
含
ま
れ
る
。
こ
れ
は

人
間
と
字
宙
の
時
聞
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
対
応
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
人

間
と
字
宙
の
そ
れ
ぞ
れ
を
構
成
す
る
諸
器
官
が
同
じ
物
質
一
元
素
）
か
ら
成
り

立
つ
と
い
う
対
応
一
相
同
）
も
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
子
宮
と
洞
窟
、

腸
と
迷
宮
、
脊
椎
と
世
界
軸
と
い
っ
た
関
係
で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
と
字
宙
の

空
間
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
の
対
応
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
エ
リ
ア
ー
デ
の
研
究
な
ど
を
も
と
に
、
宗
教
学
者
ブ
ル
ー
ス
・
リ
ン
カ
ー
ン

は
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
お
け
る
様
々
な
宇
宙
創
造
神
話
を
人
間
と

宇
宙
、
さ
ら
に
は
杜
会
と
の
相
同
関
係
が
生
じ
る
過
程
一
相
同
化
一
を
物
語
る

永
遠
回
帰
の
神
話
と
し
て
と
ら
え
、
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
族
に
お
け
る
普

遍
的
な
対
応
一
相
同
一
と
相
同
化
を
、
様
々
な
異
形
体
を
無
視
す
る
こ
と
な
く

追
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
身
体
と
宇
宙
と
の
間
に
介
在
す
る
中
間
的
な
コ
ス

モ
ス
と
し
て
社
会
構
造
を
捉
え
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
身
体
－
宇
宙
の
対
応
と
い
う
構
造
的

な
次
元
の
研
究
が
い
か
に
歴
史
的
次
元
を
含
み
う
る
か
、
が
問
題
に
な
る
。
エ

リ
ア
ー
デ
の
理
解
の
図
式
に
従
え
ば
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
よ
っ
て
、
そ
し
て

体
験
さ
れ
た
世
界
が
い
か
な
る
も
の
か
、
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
は
豊
か
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
豊
か
さ
が
歴
史
的
特
殊
の
多
様
性

の
間
題
に
直
結
し
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
身
体
一
教
祖
）
1
宇
宙
と
い
う
対
応
関
係
は
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
関
係
か
ら
教
祖
の
も
つ
宗
教
性
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
方
法
と
同
時
に
、

教
祖
伝
全
体
に
着
目
し
、
歴
史
的
に
研
究
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
両
者
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
利
点
・
欠
点
は
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え
た

上
で
の
研
究
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
と
く
に
リ
ン
カ
ー
ン
な
ど
が
示
す
王
の
身
体

を
通
し
て
の
宇
宙
、
社
会
と
の
対
応
関
係
の
考
察
は
、
修
行
者
の
身
体
－
宇
宙

の
体
験
と
並
ん
で
教
祖
研
究
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
い
か
に

人
間
一
王
、
教
祖
一
が
字
宙
的
な
次
元
を
有
す
る
か
の
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る

の
と
同
時
に
、
彼
ら
が
生
き
る
歴
史
的
状
況
を
そ
の
限
界
に
よ
っ
て
逆
説
的
に

表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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9
ミ
向
§
§
邑
§
§
§
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
の

　
　
　
形
而
上
の
基
礎
に
つ
い
て

筑
波
大
学
大
学
院
リ
ア
ナ
・
ト
ル
フ
ァ
シ
ュ

　
五
三
二
年
に
初
め
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
9
ミ
㎞
§
§
岩
ざ
§
§

の
著
作
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
・
ア
レ
オ
パ
ギ
タ
で
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、

「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
は
無
限
の
信
頼
に
値
す
る
、
偉
大
な
る
人
物
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
の
身
元
は
不
明
で
あ
る
。
」
一
犀
9
ω
く
§
震
婁
實
實
一
。
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
、
9
ミ
切
が
知
ら
れ
る
や
、
「
東
方
の
神
学
の
伝
統
に
お
い
て
、
そ
し

て
西
方
の
神
学
に
お
い
て
も
絶
対
的
権
威
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
著

書
の
権
威
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
、
著
者
が
誰
で
あ
る
か
は
重
要
な
問
題
で
は

な
い
」
一
く
一
ピ
O
易
ζ
一
。
確
か
に
重
要
な
の
は
「
そ
の
深
く
美
し
い
教
義
に
よ

り
彼
が
思
想
の
代
表
的
頂
点
の
一
つ
と
し
て
鋒
え
て
お
り
」
、
又
「
彼
の
著
書

に
は
聖
な
る
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
の
形
而
上
学
が
全
て
含
ま
れ
て
い
る
」
こ
と
に
あ

る
（
－
ω
o
箒
爵
）
。
9
ミ
吻
き
§
壱
ざ
§
§
が
述
べ
る
シ
ン
ボ
ル
モ
デ
ル
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
文
化
圏
に
お
け
る
シ
ン
ボ
ル
の
伝
統
的
モ
デ
ル
と
し
て
最
も
完
成
し
た

形
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
又
、
そ
の
思
想
基
盤
の
特
徴
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
プ

ラ
ト
ン
か
つ
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
哲
学
と
の
接
点
に
位
置
し
、
そ
れ
ら
の
根
本

的
思
想
を
総
合
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
9
§
蜆
に
よ
れ
ば
、
感
覚
界
は
叡
知
界
の
似
象
一
に
す
が
た
一
一
匡
罵
一
、

事
物
は
そ
の
原
型
の
似
象
一
印
影
、
反
響
、
痕
跡
な
ど
一
で
あ
る
。
宇
宙
と
事

物
全
て
が
似
象
の
性
格
一
8
竃
o
華
二
〇
旨
δ
罵
）
を
も
ち
、
そ
れ
故
全
て
は
シ

ン
ボ
ル
で
あ
る
。
シ
ン
ボ
ル
と
は
、
似
象
と
し
て
の
事
物
に
他
な
ら
な
い
。

　
事
物
が
そ
の
原
理
に
与
か
っ
て
い
る
故
、
必
然
的
に
原
理
の
「
何
か
」
を
表

す
。
各
事
物
が
原
理
に
固
有
の
度
合
に
応
じ
て
与
か
り
、
従
っ
て
原
理
を
表
す

度
合
も
そ
れ
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
度
合
が
事
物
の
原
理
と
の
本
質

上
の
類
似
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
シ
ン
ボ
ル
を
シ
ン
ボ
ル
た

ら
し
め
る
も
の
は
、
似
象
一
事
物
一
の
原
型
一
原
理
一
と
の
本
質
上
の
類
似
で

あ
る
。
こ
の
類
似
は
完
全
な
る
同
一
（
a
蟹
け
忌
）
で
も
な
く
、
完
全
な
る
他

一
導
ぎ
邑
で
も
な
い
。
そ
れ
は
相
異
－
相
似
の
か
か
わ
り
と
し
て
特
徴
づ

け
ら
れ
る
。
相
異
は
普
遍
的
現
存
一
震
写
實
8
冒
～
蟹
ω
隻
⑭
一
を
な
す
階
段
の

間
の
非
連
続
性
に
よ
り
、
相
似
は
本
質
上
の
連
続
性
に
よ
り
、
従
っ
て
相
似
度

合
は
現
存
の
階
段
に
よ
る
の
で
あ
る
。
類
似
と
は
、
ま
さ
に
似
象
の
原
型
と
の

本
質
上
の
相
似
度
合
で
あ
る
。

　
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
似
象
の
原
型
と
の
本
質
上
の
類
似
に
よ

り
原
型
に
与
か
り
、
（
潟
『
ぎ
号
睾
叫
ω
旨
弩
o
悪
け
く
潟
邑
8
｝
．
竃
巴
o
σ
q
箒

α
，
窃
ω
g
鳥
）
、
参
与
一
寝
｝
o
首
註
8
一
メ
テ
ク
シ
ス
一
度
合
、
又
相
似
度
合
に

応
じ
一
｝
3
一
〇
σ
・
一
名
竃
竃
巳
原
型
を
表
し
、
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
似
象
は
原
型
、
印
影
は
「
印
章
」
、
反
響
は
「
言
葉
し
、
痕
跡
は
「
元

の
も
の
」
、
即
ち
シ
ン
ボ
ル
は
象
徴
す
る
実
在
を
、
そ
の
本
性
相
応
に
、
㍗
そ
れ

な
り
L
に
表
し
、
表
現
す
る
。

　
シ
ン
ボ
ル
の
形
而
上
的
原
則
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。

［
ユ
］
原
理
へ
の
分
与

［
2
］
事
物
の
原
理
と
の
相
異
－
相
似
の
か
か
わ
り

［
3
］
事
物
の
原
理
と
の
本
質
上
の
類
似

［
4
］
普
遍
的
現
存
に
お
け
る
本
質
上
の
連
続
性
と
現
存
上
の
非
連
統
性
。

　
9
ミ
ω
き
§
這
p
§
§
の
シ
ン
ボ
ル
モ
デ
ル
を
＝
言
で
特
徴
す
る
な
ら
ば
、
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毫
§
ざ
ミ
§
包
§
§
ミ
恩
ξ
包
s
§
き
之

と
言
え
ば
最
も
適
切
で
あ
ろ
う
。

（
形
而
上
な
し
に
は
シ
ン
ボ
ル
は
な
い
）

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
お
け
る
《
実
存
》
再
考

東
京
理
科
大
学
平
林

孝
裕

　
《
実
存
》
と
い
う
語
を
今
日
的
な
意
味
で
最
初
に
使
っ
た
思
想
家
こ
そ
が
キ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
今
世
紀
に
お
け
る
実
存
思
想
の
展
開
は
、

こ
の
北
欧
の
思
想
家
へ
の
関
心
を
高
め
た
が
、
実
存
思
想
の
退
潮
と
と
も
に
、

い
ま
や
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
ヘ
の
関
心
も
後
退
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
実
存
恩

想
と
結
び
っ
き
に
よ
っ
て
膠
着
し
た
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
像
に
対
す
る
関
心
が
薄
れ

た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
思
想
に
新
し
い
読
解
の
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
が

重
要
な
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
《
実
存
》
の
思
想
家
と
い
う
キ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
像
の
破
壊
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
新
し
い
読
解
へ

の
端
緒
と
し
て
《
実
存
》
概
念
を
再
考
す
る
こ
と
が
本
発
表
の
課
題
で
あ
る
。

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
実
存
概
念
を
考
察
す
る
際
、
主
に
『
哲
学
的
断
片
へ
の
後

書
脇
が
典
拠
と
さ
れ
た
。
本
書
に
お
い
て
《
実
存
》
は
、
し
ば
し
ば
「
実
存
す

る
人
間
」
「
実
存
す
る
個
人
」
と
置
換
可
能
な
仕
方
で
使
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
記
述
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
《
実
存
》
概
念
は
、
実
存

思
想
で
人
問
存
在
に
固
有
に
用
い
ら
れ
る
実
存
概
念
と
一
致
し
て
い
る
か
の
よ

う
に
み
え
る
。
し
か
し
判
後
書
』
の
本
文
を
子
細
に
検
討
す
る
な
ら
ば
、
「
実
存
」

の
語
は
人
間
存
在
ば
か
り
で
な
く
、
事
物
存
在
に
も
使
用
さ
れ
る
。
結
論
的
に

い
え
ば
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
用
法
は
今
日
的
意
味
と
相
違
す
る
。
そ
の
理
由
は
、

キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
主
題
と
し
た
事
柄
が
「
実
存
」
で
な
く
、
珂
後
書
』
の
節
の

表
題
が
示
す
よ
う
に
「
実
存
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
人
間
だ
け
が
単
に
「
実
存
し
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
実

存
す
る
」
と
い
う
特
別
な
あ
り
方
を
す
る
と
考
え
た
。
ま
ず
「
実
存
す
る
」
こ

と
は
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
、
行
為
す
る
こ
と
を
一
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
援
用
し
て
一
「
可
能
性

か
ら
現
実
性
へ
の
運
動
」
と
規
定
し
た
。
つ
ま
り
行
為
と
は
思
惟
さ
れ
た
行
為

の
可
能
性
を
現
実
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
規
定
の
う
ち
現
実
性
を
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
は
強
調
し
、
思
惟
さ
れ
た
可
能
性
と
の
峻
別
を
求
め
る
。
そ
の
理
由
は
、

行
為
が
思
惟
を
中
心
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
可
能
性
と
現
実
性
の
混

同
に
彼
が
抗
議
す
る
か
ら
で
あ
る
。
行
為
の
可
能
性
は
あ
く
ま
で
の
思
惟
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
ま
ま
で
は
現
実
性
で
は
な
い
。
し
か
し
思
惟
中
心
的

に
行
為
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
差
異
が
廃
棄
さ
れ
、
行
為
に
お
け
る
可
能

性
と
現
実
性
の
間
に
あ
る
懸
隔
が
隠
蔽
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
な
が
ら
行
為

と
は
、
こ
の
懸
隔
を
越
え
て
可
能
性
と
現
実
性
を
一
致
さ
せ
ん
と
す
る
努
力
な

の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
は
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
行
為
が
伴

う
。
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
こ
の
根
源
的
な
行
為
を
「
実
存
す
る
」
こ
と
と
呼
ん

だ
。
『
後
書
』
の
主
題
は
ま
さ
に
、
思
惟
中
心
の
行
為
理
解
へ
の
決
定
的
な
抗

議
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
固
有
の
存
在
様
態
と
し
て
の
「
実
存
す
る
」

こ
と
の
意
味
を
明
確
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
榊
後
書
』
で
「
実
存
す
る
」
と
い
う
表
現
に
こ
の
よ
う

な
特
別
の
意
味
を
付
与
し
た
。
こ
の
表
現
に
与
え
ら
れ
た
新
し
い
意
味
付
け
に

よ
っ
て
「
実
存
す
る
し
た
め
の
場
所
と
な
る
「
実
存
」
も
派
生
的
に
強
調
さ
れ

る
。
こ
れ
が
従
来
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
実
存
を
主
題
的
に
論
じ
て
い
ゐ
と
誤
解
さ

せ
た
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
、
本
来
の
主
題
が
「
実
存
す
る
」

こ
と
で
あ
る
点
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
「
実
存
す
る
」
こ
と
を
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
「
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
の
運
動
」

と
規
定
す
る
が
、
こ
の
規
定
は
、
彼
の
他
の
著
作
に
お
い
て
「
反
復
」
「
生
成
」

「
質
的
飛
躍
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
で
繰
り
返
し
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
門
後
書
㎏

で
の
「
実
存
す
る
」
こ
と
に
関
す
る
考
察
も
《
運
動
》
を
め
ぐ
っ
て
の
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
の
思
索
の
一
環
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
実
存
す
る
」
こ
と
を
含
め

て
、
《
運
動
》
の
闘
題
か
ら
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
読
解
し
な
お
す
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
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在
る
こ
と
の
主
観
的
定
位
－
「
－
見
ゆ
」
の
意
義
1

淑
徳
大
学
伊
藤

益

　
わ
が
国
の
古
代
文
献
の
な
か
に
は
、

　
　
い
な
ぴ
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ほ
　
　
　
か
こ
　
　
　
　
み
ゆ

　
　
稲
日
野
も
行
き
過
ぎ
か
て
に
思
へ
れ
ば
心
恋
し
き
加
古
の
島
所
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
萬
葉
集
巻
三
、
二
五
三
　
柿
本
人
麻
呂
一

　
　
し
ろ
た
へ
　
　
　
　
　
ま
く
ら
が
　
あ
ま
こ
ぎ
く
み
ゆ

　
　
白
袴
の
衣
の
袖
を
麻
久
良
我
よ
海
人
許
伎
久
所
見
波
立
つ
な
ゆ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
右
巻
十
四
、
三
四
四
九
）

　
　
あ
ま
を
と
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
L
こ
　
　
　
ふ
な
で
せ
り
み
ゆ

　
　
海
人
娘
子
玉
求
む
ら
し
沖
つ
波
畏
き
海
に
船
出
為
利
所
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
同
右
巻
六
、
一
〇
〇
三
　
葛
井
大
成
）

の
よ
う
に
、
終
止
形
「
見
ゆ
」
で
一
文
を
結
ぶ
文
形
式
が
散
見
す
る
。
こ
の
文

形
式
が
、
存
在
者
や
事
態
一
名
詞
や
動
詞
の
終
止
形
で
表
わ
さ
れ
る
一
に
つ
い

て
の
認
識
に
纏
わ
る
或
る
思
惟
形
式
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な

い
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
な
思
惟
形
式
な
の
か
。
本
発
表
で
は
、
そ
の
点
を
探
っ

た
結
果
、
以
下
の
よ
う
な
結
論
を
得
た
。

　
通
常
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
は
、
存
在
者
や
事
態
に
つ
い
て
の
認
識
一
存
在
認

識
一
を
、
「
S
は
P
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
を
以
て
表
出
す
る
。
こ
の
命
題
は
、

「
実
体
H
圭
語
」
と
「
属
性
1
－
述
語
」
と
を
二
元
的
に
区
別
し
つ
つ
、
「
実
体

”
主
語
」
か
ら
「
属
性
H
述
語
し
が
切
り
離
さ
れ
た
場
合
に
も
、
「
実
体
1
1
主
語
」

は
そ
れ
自
体
で
厳
然
と
定
位
す
る
と
い
う
発
想
を
表
明
す
る
も
の
で
、
し
か
も
、

そ
こ
で
は
、
「
実
体
H
主
語
」
は
、
そ
の
存
在
を
把
握
す
る
認
識
主
観
の
意
識

を
離
れ
て
自
存
・
自
律
一
立
一
し
う
る
も
の
と
目
さ
れ
て
い
る
。
η
S
は
P
で

あ
る
L
と
い
う
命
題
を
用
い
る
存
在
認
識
は
、
S
の
客
観
的
白
存
性
・
自
律
一
立
一

性
へ
の
確
信
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
「
－
見
ゆ
」
と
述
べ
て
、
存
在
者
や
事
態
に
言
及
し
よ
う
と
す
る

と
き
、
古
代
日
本
人
は
、
そ
の
存
在
者
や
事
態
の
う
ち
に
客
観
的
自
存
性
・
自

律
一
立
一
性
を
認
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
「
見
ゆ
」
と
は
、
認
識
主

体
の
眼
前
に
存
在
者
や
事
物
が
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、
し

か
も
、
そ
の
「
立
ち
現
わ
れ
し
は
、
認
識
主
体
に
と
っ
て
の
主
観
的
現
象
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
1
見
ゆ
」
と
い
う
文
形
式
は
、
存
在
者
や
事

態
の
客
観
的
自
存
性
・
自
律
一
立
一
性
を
括
弧
に
封
じ
こ
め
つ
つ
、
そ
の
存
在

者
や
事
態
が
「
今
我
に
と
っ
て
現
前
し
て
在
る
こ
と
」
を
言
い
表
わ
す
文
形
式

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
古
代
日
本
人
は
、
存
在
者
や
事
態
の
認

識
主
体
に
と
っ
て
の
主
観
的
定
位
を
通
し
て
こ
そ
、
そ
の
存
在
者
や
事
態
の
把

握
が
可
能
に
な
る
と
い
う
考
え
一
思
惟
形
式
一
を
、
「
－
見
ゆ
」
と
い
う
文
形

式
の
う
ち
に
こ
め
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
な
れ
ば
、
上
掲
の
萬
葉
歌
二
五
三
の
「
見
ゆ
」
は
、
「
加
吉
の
島
が
今
我

に
と
っ
て
見
え
て
在
る
し
の
意
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
三
四
四

九
と
一
〇
〇
三
の
「
見
ゆ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
海
人
が
船
を
漕
ぎ
来
る
」
と

い
う
事
態
、
「
海
人
娘
子
が
海
に
船
出
す
る
」
と
い
う
事
態
が
、
我
の
眼
前
に

主
観
的
に
定
位
す
る
こ
と
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
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ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
。
華
厳
・
西
田

筑
波
大
学

竹
村

牧
男

　
仏
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
対
話
を
進
め
て
い
る
学
者
の
間
で
、
よ
く
話
題
に
上

る
哲
学
者
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
い
る
。
彼
の
プ
ロ
セ
ス
哲
学
な
い
し
プ
ロ

セ
ス
神
学
は
、
欧
米
で
も
注
目
を
集
め
、
日
本
の
宗
教
哲
学
界
に
も
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
の
枠
を
超
え
、
仏
教
に
親

和
的
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
で
は
、
ど
う
い
っ
た
点
で
、
彼
の
思
想
は
、
仏
教
に
親
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

。
ま
ず
、
三
点
が
計
え
ら
れ
よ
う
。
①
実
体
観
の
破
棄
、
②
主
－
客
二
元
論
の

否
定
、
③
関
係
主
義
的
世
界
観
、
の
三
つ
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
と
っ

て
、
現
実
は
プ
ロ
セ
ス
以
外
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
は
空
の
思
想
と
通
い
あ
う
。

ま
た
、
世
界
の
構
成
要
素
は
、
い
わ
ば
事
と
し
て
の
碧
叶
轟
一
昌
巨
q
に
求
め
ら

れ
て
お
り
、
事
的
世
界
観
と
し
て
の
唯
識
や
華
厳
と
同
等
の
立
場
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
ら
は
、
8
g
『
8
o
g
鳥
一
合
生
・
倶
現
一
に
お
い
て
、
多
が
一
に
な

り
、
一
が
多
と
な
る
の
で
あ
り
、
縁
起
の
思
想
と
似
た
も
の
が
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
哲
学
と
仏
教
に
は
、
共
通
す
る
立
場
が

少
な
か
ら
ず
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
特
に
華
厳
は
、
事
事
無
擬
を
説
き
、
一
即
一
切
・
一
切
即
一
、
一
入
一
切
・

　
一
切
入
一
を
説
い
て
、
事
の
立
場
に
基
づ
く
関
係
主
義
的
世
界
観
を
展
開
し
て

お
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
比
較
研
究
に
は
、
大
き
な
関
心
が
抱
か
れ
ざ
る

を
え
な
い
。

　
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
ス
テ
ィ
ー
ヴ
・
オ
ー
デ
ィ
ン
が
、
門
プ
ロ

セ
ス
形
而
上
学
と
華
厳
仏
教
』
一
、
§
婁
§
ミ
ξ
ぎ
ω
§
軋
き
s
■
さ
s

昏
§
ぎ
§
）
の
研
究
を
公
刊
し
て
い
る
。
オ
ー
デ
ィ
ン
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
世
界
観
は
、
ε
目
巳
き
く
①
で
あ
り
、
富
｝
嚢
桑
三
邑
で
あ
る
が
、
華
厳
の

そ
れ
は
、
ω
巨
己
け
竃
8
冨
－
冒
鼻
冨
一
で
あ
り
、
貨
蟹
罵
ま
8
一
で
あ
っ
て
、
そ
こ

に
根
本
的
な
相
違
点
が
あ
る
こ
と
を
力
説
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
の
8
竃
『
8
烏
塞
①
は
ベ
ク
ト
ル
（
時
間
的
）
を
持
つ
の
だ
と
い
う
。
し
か
し
、

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
、
全
然
、
①
奪
屋
；
婁
一
同
時
存
在
的
－
空
聞
的
一
に

通
じ
る
考
え
方
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
辺
、
さ
ら
に
検
討
す
べ
き
点
が

あ
ろ
う
。

　
私
は
、
両
者
の
違
い
を
、
創
造
活
動
の
有
無
に
よ
り
見
た
い
。
華
厳
の
事
は
、

関
係
に
規
定
さ
れ
る
が
、
関
係
を
規
定
し
か
え
し
て
い
く
主
体
の
面
は
弱
い
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
鷲
巨
巴
實
け
身
に
は
、
ω
①
吊
竃
8
享
①
の
原
理
が
働
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
に
根
拠
を
求
め
ら
れ
て
い
く
。
こ
こ
に
、
一
つ

の
大
き
な
差
違
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
創
造
的
な
主
体
を
、
論
理
的
に
深
く
究
明
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
西
田

幾
多
郎
で
あ
る
。
西
田
は
、
η
個
は
個
に
対
し
て
個
で
あ
る
L
と
定
義
し
、
そ

の
「
個
物
」
の
論
理
構
造
を
、
絶
対
無
の
思
想
に
基
づ
き
明
ら
か
に
し
た
。
そ

こ
で
は
、
神
は
絶
対
の
自
己
否
定
を
本
質
と
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
の

で
あ
っ
た
。

　
こ
の
否
定
の
契
機
の
有
無
に
つ
い
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
の
比
較
研
究
を

さ
ら
に
進
め
た
い
。
一
方
、
創
造
的
主
体
を
、
仏
教
の
申
か
ら
い
か
に
語
る
か
、

こ
の
問
題
を
さ
ら
に
究
明
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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