
「
意
識
」
と
「
認
識
」

　
　
　
1
へ
ー
ゲ
ル
の
「
精
神
現
象
学
」

と
「
心
理
学
」

と
の
区
別
と
連
関
に
つ
い
て

太
　
　
田
　
　
信

二

（155）　「意識」と「認識」

は
じ
め
に

　
《
へ
－
ゲ
ル
と
認
識
論
》
と
い
う
組
み
合
わ
せ
は
、
思
惟
と
存

在
と
の
い
わ
ゆ
る
絶
対
的
同
一
性
を
自
ら
の
哲
学
の
基
盤
と
す
る

絶
対
的
観
念
論
者
へ
ー
ゲ
ル
と
い
う
理
解
か
ら
す
る
と
奇
異
な
も

の
に
映
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
そ
の
同
じ
へ
ー
ゲ
ル
が
、
「
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
」

体
系
の
第
三
部
『
精
神
哲
学
』
の
第
一
篇
「
主
観
的
精
神
」
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

部
に
、
「
カ
ン
ト
主
義
的
な
主
観
－
客
観
問
題
の
体
系
的
熟
考
」

と
も
評
さ
れ
る
「
精
神
の
現
象
学
」
（
以
下
「
現
象
学
」
と
略
記

す
る
）
を
位
置
づ
け
、
ま
た
そ
れ
に
引
き
続
い
て
、
「
論
理
学
」

と
並
ん
で
き
わ
め
て
遅
れ
た
状
態
に
止
ま
っ
て
い
る
と
す
る

（
＜
O
q
－
吻
違
ト
）
「
心
理
学
」
の
更
新
を
試
み
て
い
る
の
も
ま
た
事

実
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
に
先
立
つ

「
人
問
学
」
も
、
F
・
ヘ
ス
ペ
が
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て
、

「
特
殊
的
な
自
然
的
－
心
的
（
o
身
色
ω
o
ミ
寝
さ
巨
ω
皇
）
諸
規
定

の
［
心
へ
の
］
統
合
の
諸
形
式
」
を
問
題
に
し
、
さ
ら
に
は
「
心

に
よ
る
身
体
の
も
と
で
の
特
殊
な
諸
規
定
の
定
立
作
用
」
を
問
題

　
　
　
（
2
）

に
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
人
間
学
」
を
含
め
て
、
当

該
の
体
系
部
分
を
認
識
論
的
閻
題
関
心
か
ら
読
も
う
と
し
て
も
な

ん
ら
不
当
な
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
も

そ
も
へ
－
ゲ
ル
自
身
、
「
主
観
的
精
神
」
の
冒
頭
の
節
で
、
以
下

の
展
開
過
程
を
展
望
し
て
「
そ
の
観
念
性
に
お
い
て
発
展
す
る
精

神
は
、
認
識
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
で
あ
る
」
（
㎝
雷
べ
）
と
指

摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
主
観
的
精
神
」
が
主
題
と
し
て
展
開
す

る
の
は
ま
さ
に
「
認
識
」
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
『
精
神
哲
学
』
の
当
該
部
分
を

考
察
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
目
次
を
一
瞥
し
た
だ
け
で
も
、

た
だ
ち
に
い
く
つ
か
の
問
題
が
浮
か
ん
で
こ
ざ
る
を
え
な
い
。
今
、

「
人
間
学
」
か
ら
「
心
理
学
」
ま
で
の
目
次
を
以
下
に
掲
げ
て
み

よ
う
。

第
－
篇
主
観
的
精
神

A
　
人
間
学
　
心
（
ω
①
9
①
）

　
a
　
自
然
的
心

　
　
　
　
α
自
然
的
質
　
β
自
然
的
変
化
　
γ
感
覚

　
b
　
感
ず
る
心
（
冒
①
旨
巨
彗
箒
o
o
需
一
①
）

　
　
　
　
α
直
接
性
に
お
け
る
感
ず
る
心
　
β
自
己
感
情
　
γ
習

　
　
　
　
　
慣

　
C
　
現
実
的
心

B
　
精
神
の
現
象
学
　
意
識

　
a
　
意
識
そ
の
も
の

　
　
　
　
α
感
性
的
意
識
　
β
知
覚
作
用
　
γ
悟
性

　
b
　
自
已
意
識

　
　
　
　
α
欲
望
　
β
承
認
す
る
自
己
意
識
　
γ
普
遍
的
自
己
意

　
　
　
　
　
識

　
C
　
理
性

C
　
心
理
学
精
神

　
a
　
理
論
的
精
神

　
　
　
　
α
直
観
　
β
表
象
（
1
　
想
起
　
2
　
想
像
力
　
3

　
　
　
　
記
憶
）
　
γ
思
惟

　
b
　
実
践
的
精
神

　
　
　
　
α
実
践
的
感
情
　
β
衝
動
と
窓
意
　
γ
幸
福

　
C
　
自
由
な
精
神

　
こ
の
目
次
を
見
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
ば
V
・
ヘ
ス
レ
が
種
々
挙

　
　
　
　
　
（
ヨ
）

げ
て
い
る
よ
う
に
、
内
容
的
に
類
似
し
た
諸
形
式
が
各
所
で
重
複

し
て
登
場
し
て
く
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
と
い
っ
た
疑
問
が
ま

ず
も
っ
て
浮
か
ん
で
く
る
の
は
当
然
と
い
え
よ
う
。
た
と
え
ば

「
感
覚
」
「
感
性
的
意
識
」
「
直
観
」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
人
問
学
」

「
現
象
学
」
「
心
理
学
」
に
配
当
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
そ
の
一
例
と

し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
同
じ
く
ヘ
ス
レ
に
よ

れ
ぱ
既
に
バ
ッ
ハ
マ
ン
（
O
．
『
ω
8
す
ヨ
彗
戸
O
げ
害
葭
①
o
q
①
一
．
ω

ω
苫
蒜
冒
仁
目
ρ
2
⑦
z
o
；
名
g
〇
一
〇
q
幕
津
9
目
g
昌
g
∋
竺
o
q
①
＝

⊂
昌
o
q
鶉
冨
言
…
o
目
箒
『
勺
巨
一
〇
ω
8
～
p
ピ
⑦
号
N
厨
冨
艶
）
が
疑
酊

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
提
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
現
象
学
」
で
「
理
性
」
の
見
地
が

確
立
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
受
け
た
「
心
理
学
」
が
ふ

た
た
び
「
直
観
」
「
表
象
」
と
い
っ
た
、
い
わ
ぱ
「
理
性
」
以
前
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（157）「意識」と「認識」

の
段
階
に
な
ぜ
戻
る
の
か
と
い
っ
た
配
列
に
か
ん
す
る
疑
問
も
浮

か
ん
で
こ
よ
う
。

　
「
悟
性
」
「
理
性
」
「
思
惟
」
と
い
っ
た
密
接
に
関
連
し
た
形
式

が
、
「
悟
性
」
は
「
現
象
学
」
の
第
一
段
階
で
あ
る
「
意
識
そ
の

も
の
」
の
最
後
で
、
し
か
し
「
理
性
」
は
「
現
象
学
」
の
最
後
の

段
階
で
、
そ
し
て
「
恩
惟
」
は
「
心
理
学
」
の
「
理
論
的
精
神
」

の
な
か
で
「
直
観
」
「
表
象
」
の
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
さ
ら
に
目
次
に
は
現
れ
て
い
な
い
が
、
実
際
の
叙
述
で
は
、

既
に
展
開
済
の
「
悟
性
」
「
理
性
」
が
「
心
理
学
」
内
で
の
「
思

惟
」
に
お
い
て
ふ
た
た
び
登
場
す
る
こ
と
も
重
複
し
て
い
る
よ
う

な
、
あ
る
い
は
叙
述
が
混
乱
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
強
固
に
す

る
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　
さ
ら
に
「
人
間
学
」
「
現
象
学
」
「
心
理
学
」
と
い
う
三
区
分
自

体
奇
異
な
印
象
を
与
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
へ
ー
ゲ
ル
の
一
般
的

な
区
分
図
式
に
し
た
が
っ
て
、
直
接
性
・
対
立
・
再
統
一
と
い
う

シ
ェ
マ
の
も
と
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
、
こ
の
三
区
分

に
た
い
す
る
い
わ
ば
公
式
的
な
説
明
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
認
識
論
の
具
体
的
展
開
に
先
立
つ
前
提
的
性
格

を
も
つ
も
の
と
し
て
、
一
応
「
人
間
学
」
が
相
対
的
に
独
立
し
た

章
だ
て
の
も
と
で
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
は
そ
れ
な
り
に
納
得
し
う

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
場
合
で
も
、
な
お
、
な

に
ゆ
え
「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
が
区
別
さ
れ
る
必
要
が
あ
る

の
か
と
い
う
疑
問
は
払
拭
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
へ
ー
ゲ
ル
が
試
み
た
よ
う
に
「
認
識
作
用
」
は

固
有
「
心
理
学
」
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ
る
（
＜
O
q
一
・
伽

宣
σ
）
と
す
る
よ
り
も
、
「
現
象
学
」
の
な
か
で
「
感
性
的
意
識
」

「
知
覚
」
「
悟
性
」
等
、
認
識
論
の
主
要
論
点
の
い
く
つ
か
を
取
り

上
げ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」

を
一
括
し
て
認
識
論
プ
ロ
パ
ー
の
問
題
を
取
り
扱
う
部
門
と
し
た

方
が
、
し
た
が
っ
て
上
で
述
べ
た
よ
う
に
「
人
間
学
」
を
相
対
的

に
独
立
さ
せ
た
う
え
で
、
「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
と
を
一
括

し
、
「
主
観
的
精
神
」
の
部
分
を
二
部
門
編
成
で
考
え
た
ほ
う
が

合
理
的
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う
す
れ
ぱ
、
「
悟
性
」
と
「
理
性
」

が
分
断
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
「
理
性
」
を
述
べ
た
後
で

「
直
観
」
に
コ
戻
る
」
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
、
と
い
う
主
張
が
成
り
立
つ
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ぱ
、
上
で
指
摘
し
た
よ
う
な
混
乱
し

て
い
る
か
の
印
象
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
叙
述
を
へ
－
ゲ
ル
が
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
三
部
門
編
成
に
こ
だ
わ

る
「
体
系
癖
」
の
な
せ
る
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
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る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
態
は
そ
う
し
た
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。
は
た
し
て
そ
こ
に
は
た
ん
な
る
体
系
癖
以
上
の
積
極

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

的
な
意
味
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
主
観
的
精
神
」
論
の
認
識

論
的
読
解
の
い
わ
ぱ
前
提
的
作
業
と
し
て
、
「
三
〇
年
」
の
『
エ

ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
即
し
て
、
以
下
こ
の
区
分
に
か
か
わ
る

諸
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
ー
　
ト
タ
リ
テ
ー
ト
と
認
識
諸
形
式
－

　
　
　
　
　
《
エ
レ
メ
ン
ト
の
相
違
》

　
上
述
の
問
題
を
考
え
て
い
く
際
に
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
観
点
と

し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ト
タ
リ
テ
ー
ト
の
見
地
を
挙
げ
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ト
タ
リ
テ
ー
ト
の
見
地
は
へ

ー
ゲ
ル
の
哲
学
全
般
を
貫
く
見
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
「
主
観

的
精
神
」
論
に
と
っ
て
も
、
い
わ
ば
基
底
的
な
働
き
を
な
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
と
い
う
の
も
、
認
識
に
か
ん
す
る
へ
ー
ゲ
ル
の
基
本
的
観
点
に

し
た
が
え
ば
、
た
と
え
ぱ
「
直
観
」
「
表
象
」
あ
る
い
は
「
悟
性
」

と
い
っ
た
認
識
に
か
か
わ
る
諸
形
式
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
区
別

が
存
在
し
て
い
る
に
し
て
も
、
た
ん
に
諸
々
の
形
式
と
し
て
併
存

し
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
当
時
の
「
経
験
的
心

理
学
」
の
よ
う
に
、
た
ん
な
る
諸
能
力
と
し
て
そ
れ
ら
を
数
え
上

げ
れ
ぱ
済
む
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
＜
o
q
－
吻
ω
奏
N
冨
、
）
。

た
ん
な
る
区
別
、
ま
た
そ
の
区
別
に
も
と
づ
く
諸
形
式
あ
る
い
は

諸
能
力
の
列
挙
は
、
た
か
だ
か
精
神
を
「
硬
化
し
た
機
械
的
集
合

（
ω
φ
昌
昌
；
目
O
q
）
」
（
ω
宣
㎝
）
と
し
て
と
ら
え
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
「
も
ろ
も
ろ
の
活
動
を
孤
立
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
は
、
精
神
を
同
様
に
た
ん
に
あ
る
集
合
体
（
＞
o
q
o
q
『
晶
苧

峯
窃
雪
）
に
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
諸
活
動
の
関
係
を
外
面
的
、

偶
然
的
な
関
係
と
し
て
考
察
す
る
」
（
旨
巨
）
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
だ
か
ら
こ
そ
、
『
精
神
哲
学
』
全
体
に
対
す
る
「
緒
論
」
の
な

か
で
も
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
精
神
哲
学
の
本
質
的
な
目
的
」
を
「
精

神
の
認
識
の
な
か
に
ふ
た
た
び
概
念
を
導
入
」
（
竈
轟
）
す
る
こ

と
に
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
「
合
理
的
心
理

学
」
に
お
け
る
よ
う
に
、
精
神
を
、
一
面
的
な
悟
性
的
諸
規
定
が

外
的
に
付
加
さ
れ
る
「
静
止
し
た
も
の
」
、
い
わ
ば
固
定
し
た
主

語
と
す
る
の
で
は
な
く
（
＜
σ
q
F
竃
畠
N
冨
■
）
、
「
精
神
の
生
き
た

統
一
性
に
か
ん
す
る
自
己
感
情
」
す
な
わ
ち
「
た
が
い
に
自
立
的

な
も
の
と
表
象
さ
れ
た
諸
々
の
能
力
や
力
へ
と
、
ま
た
は
こ
れ
と

同
じ
こ
と
に
帰
着
す
る
が
、
同
じ
よ
う
に
し
て
表
象
さ
れ
た
諸
活

動
へ
と
精
神
を
寸
断
す
る
こ
と
に
お
の
ず
か
ら
反
抗
す
る
」
と
す
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（159）「意識」と「認識」

る
「
精
神
の
生
き
た
統
一
性
に
か
ん
す
る
自
已
感
情
」
（
吻
彗
㊤
）

を
蘇
ら
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
に
立
つ
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ぱ
、
精
神
な
い
し

認
識
は
、
そ
の
現
実
の
在
り
方
と
し
て
は
、
「
悟
性
と
精
神
と
に

よ
っ
て
浸
透
さ
れ
た
直
観
作
用
、
理
性
的
表
象
作
用
、
理
性
に
よ

っ
て
浸
透
さ
れ
か
つ
理
念
を
表
現
す
る
空
想
の
諸
生
産
等
々
、
す

な
わ
ち
認
識
す
る
直
観
作
用
、
認
識
す
る
表
象
作
用
等
々
」
（
㎝

宣
o
）
と
い
う
形
態
で
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
る

べ
き
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
観
点
は
、
認
識
の
諸
形

式
を
た
ん
な
る
混
然
一
体
の
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
を
な
ん
ら
意

味
し
て
は
い
な
い
。
そ
う
し
た
放
置
が
、
諸
形
式
に
固
有
の
働
き

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
諸
形
式
が
も
つ
「
知
性

の
活
動
の
体
系
に
お
け
る
必
然
性
と
連
関
」
（
吻
島
O
。
）
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
に
は
な
ん
の
寄
与
も
し
な
い
こ
と
も
ま
た
当
然
の
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
心
理
学
」
の
な
か
の
一
段
階
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
て
い
る
「
記
憶
」
に
つ
い
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
知
性
の

体
系
化
の
な
か
で
記
憶
の
地
位
と
意
義
と
を
と
ら
え
、
記
憶
と
思

惟
と
の
有
機
的
連
関
を
概
念
的
に
把
握
す
る
こ
と
」
を
「
精
神
論

（
皇
①
g
～
①
く
o
昌
o
①
匡
①
）
に
お
い
て
今
ま
で
ま
っ
た
く
注
目

さ
れ
て
来
な
か
っ
た
点
」
で
あ
り
、
「
ま
た
実
際
最
も
困
難
な
点

の
一
つ
」
（
竈
震
）
と
し
て
挙
げ
、
そ
の
解
明
を
め
ざ
し
て
い
る

が
、
こ
う
し
た
課
題
意
識
こ
そ
、
へ
ー
ゲ
ル
が
「
記
憶
」
に
と
ど

ま
ら
ず
、
「
主
観
的
精
神
」
論
全
体
の
体
系
的
展
開
に
さ
い
し
て

自
ら
に
課
し
た
課
題
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
「
直
観
作
用
・

表
象
作
用
等
々
」
－
わ
れ
わ
れ
は
当
然
そ
の
他
の
認
識
に
か
か

わ
る
諸
形
式
を
そ
こ
に
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
－
は

「
孤
立
化
さ
れ
て
で
は
な
く
て
、
た
だ
ト
タ
リ
テ
ー
ト
の
契
機
、

す
な
わ
ち
認
識
作
用
そ
の
も
の
の
契
機
と
し
て
」
（
竃
島
）
把
握

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
考
え
る
と
き
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、

感
覚
を
例
に
と
れ
ぱ
、
相
対
的
に
独
立
し
た
レ
ベ
ル
で
、
い
わ
ぱ

そ
の
発
生
と
い
う
局
面
か
ら
間
題
に
さ
れ
る
場
合
と
、
現
実
の
認

識
活
動
で
果
た
し
て
い
る
役
割
と
い
う
局
面
か
ら
問
題
に
さ
れ
る

場
合
と
で
は
、
感
覚
は
明
ら
か
に
異
な
づ
た
容
貌
を
呈
す
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
－
か
ん
し
て
い
え
ば
、
た
と
え

ば
そ
の
生
成
基
盤
で
あ
る
自
然
と
の
関
係
あ
る
い
は
身
体
的
な
も

の
と
の
関
連
、
外
界
と
の
関
係
と
い
う
た
も
の
が
当
然
前
面
に
お

い
て
問
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
後
者
で
あ
れ
ぱ
、
感
覚
は
そ

う
し
た
生
成
の
局
面
と
は
相
対
的
に
切
り
離
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
内
な
る
も
の
と
い
う
局
面
で
問
題
に
な
る
と
い
っ
た
よ
う
に
で
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あ
る
。

　
『
法
哲
学
』
で
の
「
家
族
」
「
市
民
社
会
」
「
国
家
」
か
ら
な
る

と
さ
れ
る
「
人
倫
態
」
の
考
察
を
例
に
引
き
つ
つ
へ
ー
ゲ
ル
自
身

が
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
え
ば
（
＜
o
q
F
吻
ト
8

冒
巴
、
ち
ょ
う
ど
家
族
が
社
会
を
抜
き
に
し
て
は
現
実
に
は
存

在
し
え
な
い
に
し
て
も
、
そ
し
て
社
会
が
基
礎
に
あ
っ
て
は
じ
め

て
家
族
が
存
立
し
え
る
に
し
て
も
、
家
族
は
社
会
を
構
成
し
て
い

る
一
つ
の
契
機
で
あ
り
、
社
会
を
理
論
的
に
展
開
す
る
た
め
に
は
、

い
わ
ば
理
論
的
抽
象
態
と
し
て
の
家
族
を
そ
れ
に
先
立
っ
て
分
析

す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
と
同
様
に
、
認
識
を
体
系
的
に
展
開

レ
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
思
惟
等
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
、
多
様
の
統

一
態
と
し
て
の
現
実
の
認
識
過
程
に
お
け
る
「
感
覚
」
作
用
の
在

り
様
か
ら
「
感
覚
そ
の
も
の
」
を
理
論
的
に
抽
象
し
、
そ
の
固
有

の
意
味
を
解
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
い
い
か
え
れ
ば
、
認
識
を
体
系
的
に
、
具
体
的
に
考
察
し
よ
う

と
す
れ
ぱ
、
今
例
に
と
っ
た
「
感
覚
」
で
い
え
ば
、
同
一
の
「
感

覚
」
が
異
な
っ
た
位
相
の
も
と
で
考
察
さ
れ
る
必
要
が
生
じ
て
く

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
ば
「
感
情

　
　
（
7
）

（
0
9
旨
一
）
」
に
つ
い
て
へ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
い
う
の
で
あ

る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
感
情
に
つ
い
て
、
そ
の
つ

ど
異
な
っ
た
関
係
に
お
い
て
で
は
あ
っ
た
が
、
二
度
話
さ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
か
っ
た
。
第
一
に
わ
れ
わ
れ
は
［
「
人
間
学
」
の
］
心

の
と
こ
ろ
で
感
情
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
う
た
。
、

－
［
「
現
象
学
」
の
］
意
識
の
立
場
に
お
い
て
二
度
目
に
感
情
．

に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。
…
…
1
感
情
は
今
最
後
に
第
三
に
、

［
「
心
理
学
」
に
お
い
て
］
心
と
意
識
と
の
統
一
態
お
よ
ぴ
真
理
を

形
成
し
て
い
る
精
神
そ
の
も
の
が
さ
し
あ
た
り
自
分
に
与
え
る
形

態
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
」
（
吻
宝
①
N
冨
・
）
。
．

　
同
様
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
「
思
惟
」
に
つ
い
て
、
四
六
七
節
で
、

『
論
理
学
』
に
も
触
れ
つ
つ
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

　
「
『
論
理
学
』
に
お
い
て
は
、
思
惟
は
最
初
は
即
自
的
で
あ
る
よ

う
な
思
惟
で
あ
り
、
理
性
は
、
こ
う
し
た
対
立
を
欠
い
た
エ
レ
メ

ン
ト
に
お
い
て
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
思
惟
は
、
同
様
に
意
識
に

お
い
て
も
一
つ
の
段
階
と
し
て
登
場
す
る
（
吻
畠
↓
註
参
照
）
。
こ

こ
で
は
、
理
性
は
精
神
そ
の
も
の
の
内
部
で
規
定
さ
れ
て
い
た
対

立
の
真
理
と
し
て
存
在
し
て
い
る
J
　
　
思
惟
は
、
学
の
こ
う
し

た
諸
分
野
で
再
三
登
場
す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
う
し
た
諸
分
野

は
エ
レ
メ
ン
ト
と
対
立
の
形
式
と
に
よ
っ
て
の
み
異
な
っ
て
い
る

に
す
ぎ
な
い
が
、
思
惟
は
も
ろ
も
ろ
の
対
立
が
自
己
の
真
理
と
し
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（161）　「意識」と「認識」

て
そ
こ
へ
と
還
帰
す
る
同
一
の
中
心
だ
か
ら
で
あ
る
。
」

　
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
「
感

情
」
が
《
感
覚
－
感
性
的
意
識
－
直
観
（
の
一
契
機
）
》
と
い
う

三
つ
の
形
態
で
登
場
す
る
の
は
、
な
ん
ら
叙
述
の
混
乱
の
故
な
の

で
は
な
く
、
「
感
情
」
と
総
称
さ
れ
う
る
認
識
形
式
が
、
「
主
観
的

精
神
」
の
充
全
な
把
握
の
た
め
に
は
「
異
な
っ
た
関
係
に
お
い

て
」
登
場
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
い
は
「
エ
レ
メ
ン
ト
と
対

立
の
形
式
と
に
よ
っ
て
」
異
な
っ
た
役
割
を
果
た
す
が
ゆ
え
に
、

体
系
的
展
開
に
お
い
て
必
然
的
に
一
見
重
複
し
た
形
を
と
っ
て
現

れ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
が
、
上
の
引
用
に
し
た

が
う
か
ぎ
り
「
思
惟
」
に
か
ん
し
て
も
、
少
な
く
と
も
へ
ー
ゲ
ル

の
意
図
か
ら
す
れ
ぱ
主
張
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
は
じ
め
に
」
で
指
摘
し
た
よ
う
な
率
直
な

疑
問
に
対
し
て
合
理
的
な
説
明
を
与
え
る
た
め
に
は
、
「
異
な
っ

た
関
係
に
お
い
て
」
あ
る
い
は
「
エ
レ
メ
ン
ト
と
対
立
の
形
式
と

に
よ
っ
て
」
と
い
う
限
定
に
着
目
す
る
こ
と
、
こ
う
し
た
限
定
を

《
エ
レ
メ
ン
ト
の
相
違
》
と
総
称
す
る
と
す
れ
ぱ
、
ま
さ
に
《
エ

レ
メ
ン
ト
の
相
違
》
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
必
要
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
う
し
た
エ
レ
メ
ン
ト
の
相
違
と
い
う
観
点
は
、
「
認

識
」
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
い
え
ば
、
上
の
「
思
惟
」
を
め
ぐ

る
へ
ー
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
ま
ず
も
っ
て
『
論
理

学
』
と
「
主
観
的
精
神
」
の
間
で
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
基
本

的
に
は
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
、
『
論
理
学
」
と

「
主
観
的
精
神
」
論
と
の
間
で
あ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
知
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

と
い
う
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
問
題
を
扱
う
前
者
と
、
具

体
的
な
局
面
に
お
け
る
そ
れ
を
問
題
に
す
る
後
者
と
い
う
区
別
を

承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
へ
ー
ゲ
ル
自
身

の
言
明
に
あ
る
よ
う
に
「
そ
の
観
念
性
に
お
い
て
発
展
す
る
精
神

は
認
識
す
る
も
の
と
し
て
の
精
神
で
あ
る
。
し
か
し
認
識
作
用
は
、

こ
こ
で
は
た
ん
に
論
理
的
な
も
の
と
し
て
の
理
念
の
規
定
性
と
把

握
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
認
識
作
用
（
竈
轟
）
で
は
な
く

て
、
具
体
的
な
精
神
が
自
己
を
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る

よ
う
な
認
識
作
用
」
だ
か
ら
で
あ
る
（
伽
ω
O
。
べ
）
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
「
主
観
的
精
神
」
論
内
部
に
お
け
る
エ
レ
メ

ン
ト
の
相
違
と
い
う
点
に
か
ん
し
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ

わ
れ
の
先
に
提
示
し
た
課
題
は
、
よ
り
限
定
し
て
い
え
ぱ
、
「
主

観
的
精
神
」
論
内
部
で
の
エ
レ
メ
ン
ト
の
相
違
と
い
う
観
点
の
有

意
味
性
、
つ
ま
り
認
識
を
具
体
的
に
展
開
す
る
際
に
「
人
間
学
」

「
現
象
学
」
「
心
理
学
」
と
い
う
三
分
構
成
を
と
る
こ
と
の
積
極
的
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意
味
の
解
明
と
い
う
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と

こ
ろ
で
、
こ
の
三
者
の
う
ち
「
自
然
的
精
神
」
（
Z
斗
；
O
q
9
9
）

と
も
表
現
さ
れ
（
ω
竃
べ
）
、
「
な
お
自
然
の
な
か
に
と
ら
わ
れ
、

自
己
の
肉
体
性
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い
る
…
…
精
神
」
（
吻
窒
↓

N
易
．
）
と
も
特
徴
づ
け
て
い
る
「
心
」
を
対
象
と
す
る
「
人
間

学
」
に
つ
い
て
は
、
目
次
か
ら
も
お
お
よ
そ
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

ま
た
既
に
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
他
の
二
つ
か
ら
は
相
対
的
に

独
立
し
た
、
い
わ
ぱ
認
識
論
の
前
提
的
な
議
論
を
提
示
す
る
場
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
で
は
特
に

「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
の
二
つ
の
関
係
に
絞
っ
て
考
察
す
る

こ
と
に
し
た
い
。「

理
性
の
確
実
性
」
－

先
行
す
る
意
味

「
現
象
学
」

が

　
「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
と
の
関
係
を
考
え
る
際
に
、
鍵
と

な
る
箇
所
の
一
つ
は
四
四
九
節
の
補
遺
で
の
へ
ー
ゲ
ル
の
言
明
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
こ
で
「
直
観
」
と
「
表
象
」
と
の
区
別
に
触

れ
た
後
で
、
日
常
的
な
語
法
で
は
「
現
象
学
」
の
「
感
性
的
意

識
」
と
「
心
理
学
」
の
「
直
観
」
と
が
同
義
に
用
い
ら
れ
う
る
点

を
認
め
た
う
え
で
、
し
・
か
し
厳
密
に
は
両
者
は
区
別
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
そ
の
区
別
と
は
、
「
感
性
的
意
識
は
自
分
自
身
に
か

ん
す
る
、
無
媒
介
の
、
ま
っ
た
く
抽
象
的
な
確
実
性
に
お
い
て
、

客
観
の
多
様
な
諸
側
面
へ
分
裂
し
て
い
る
直
接
的
な
個
別
性
に
関

係
す
る
が
、
そ
れ
に
た
い
し
て
直
観
は
理
性
の
確
実
性
に
よ
っ
て

充
実
さ
れ
た
意
識
で
あ
り
、
そ
の
対
象
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
引
き
裂
か
れ
た
個
別
的
な
も
の

で
は
な
く
、
一
つ
の
ト
タ
リ
テ
ー
ト
で
あ
り
、
諸
規
定
を
統
合
し

て
い
る
一
つ
の
充
実
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
も
っ
て
い
る
と
い
う

区
別
」
で
あ
る
（
㎝
宣
㊤
N
房
．
）
。

　
こ
の
言
明
に
し
た
が
え
ぱ
、
へ
ー
ゲ
ル
に
と
ウ
て
両
者
の
区
別

は
ま
ず
も
っ
て
、
「
現
象
学
」
が
「
抽
象
的
な
確
実
性
」
に
も
と

づ
く
も
の
で
あ
る
の
に
た
い
し
て
、
「
心
理
学
」
が
「
理
性
の
確

実
性
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な

　
（
1
1
）

ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
「
心
理
学
」
を
特
徴
づ
け
て
い
る
「
理

性
」
と
は
、
先
の
目
次
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
現
象
学
」
の
最
終

段
階
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
理
性
」
す
な
わ
ち
「
概
念
の
主
観
性

と
そ
の
客
観
性
お
よ
び
普
遍
性
の
単
純
な
同
一
性
」
（
竃
窒
）
、
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あ
る
い
は
「
主
観
的
精
神
」
論
と
い
う
当
面
の
脈
絡
を
ふ
ま
え
て

い
え
ば
、
そ
れ
自
身
主
観
的
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
客
観
の
自
体

を
と
ら
え
て
い
る
ユ
ー
バ
ー
グ
ラ
イ
フ
ェ
ン
ト
な
、
主
観
性
と
客

観
性
と
の
主
観
に
お
け
る
統
一
の
見
地
を
指
す
こ
と
は
当
然
で
あ

ろ
う
。
か
か
る
も
の
と
し
て
「
理
性
」
な
い
し
そ
れ
に
も
と
づ
い

て
可
能
に
な
る
《
理
性
性
の
見
地
》
が
、
「
心
理
学
」
と
い
う
新

た
な
領
域
へ
の
移
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
盤
な
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
ま
た
「
心
理
学
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
な
す
も
の
な
の
で

あ
る
。

　
そ
の
場
合
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

う
て
ー
ヘ
ス
レ
の
理
解
と
は
異
な
っ
て
－
「
理
性
」
は
「
意

識
そ
の
も
の
」
の
最
後
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
悟
性
」
に
直

ち
に
直
結
し
え
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
い
う
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

も
U
．
ラ
メ
イ
ル
も
い
う
よ
う
に
、
対
象
と
の
対
向
関
係

（
く
①
｝
堅
巨
ω
）
に
あ
る
精
神
つ
ま
り
意
識
の
立
場
に
立
つ
限
り

で
の
精
神
（
吻
窒
↓
）
を
問
題
に
す
る
と
い
う
「
現
象
学
」
の
基

本
性
格
に
い
わ
ぱ
忠
実
に
し
た
が
っ
た
「
意
識
そ
の
も
の
」
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

己
意
識
」
「
理
性
」
と
い
う
「
現
象
学
」
の
構
成
か
ら
す
れ
ぱ
、

「
理
性
」
は
、
「
意
識
」
は
も
と
よ
り
、
な
か
ん
ず
く
「
自
己
意

識
」
の
展
開
を
踏
ま
え
て
初
め
て
体
系
内
に
し
か
る
べ
く
位
置
づ

け
る
こ
と
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
へ

ー
ゲ
ル
の
構
想
に
し
た
が
え
ば
、
理
性
が
理
性
と
し
て
本
来
の
機

能
を
発
揮
で
き
る
た
め
に
は
、
し
た
が
っ
て
「
心
理
学
」
の
エ
レ

メ
ン
ト
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
自
己
意
識
」
で
獲
得
さ
れ

る
見
地
－
す
な
わ
ち
、
〇
七
年
の
『
現
象
学
』
の
表
現
で
い
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
）

ば
《
わ
れ
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
、
わ
れ
わ
れ
で
あ
る
わ
れ
》
の
見
地
、

三
〇
年
の
「
現
象
学
」
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
普
遍
的
自
己
意
識
」

の
見
地
（
＜
o
q
一
．
吻
畠
⑦
）
－
が
必
要
不
可
欠
な
も
の
な
の
で

　
（
1
6
）

あ
る
。

　
こ
う
し
た
視
点
か
ら
逆
に
「
感
性
的
意
識
」
を
見
返
せ
ば
、
次

の
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
感
性
的
意
識
」

は
、
そ
の
体
系
的
位
置
か
ら
い
っ
て
ま
ず
も
づ
て
は
個
的
意
識
に

と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

「
現
象
学
」
の
端
初
を
な
す
「
感
性
的
意
識
」
は
、
「
人
間
学
」
の

最
後
の
段
階
で
あ
る
「
現
実
的
心
」
が
、
感
性
的
な
外
界
か
ら
、

自
分
を
区
別
す
る
と
同
時
に
こ
れ
に
関
係
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生

じ
る
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
（
＜
o
q
一
．
伽
杜
冒
）
。
つ
ま
り
、
「
感
性
的

意
識
」
は
ま
ず
も
っ
て
端
初
的
意
識
と
し
て
、
1
な
お
「
わ
た

し
」
と
い
う
こ
と
の
本
来
の
自
覚
は
欠
い
て
い
る
に
し
て
も
－

　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ま
さ
に
こ
の
わ
た
し
の
身
体
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
身
体
を
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、
　
　
　
、

介
し
た
意
識
に
止
ま
る
の
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
こ
の

、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

わ
た
し
の
個
的
意
識
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
対
象
と
の
対
向
関
係
に
お
い
て
あ
る
と
さ
れ
る
「
現
象
学
」
の

対
立
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
は
、
か
か
る
個
的
意
識
が
、
「
人
間
学
」

の
考
察
対
象
で
あ
っ
た
「
心
」
に
お
け
る
、
い
わ
ぱ
主
・
客
未
分

化
の
状
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
「
感
覚
」
を
、
ま
ず
も
っ
て
「
自

立
し
た
客
観
と
し
て
、
自
己
か
ら
解
放
」
（
伽
誉
ω
）
し
、
対
象
の

規
定
と
し
て
自
ら
の
外
部
に
定
立
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
に
関
係

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
同
一
の

事
態
は
、
こ
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
お
け
る
《
意
識
－
対
象
》
関
係
は
、

「
［
「
人
間
学
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
を
規
定
し
て
い
た
］
直
接
的
精
神

が
も
っ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
内
容
を
自
己
の
外
部
に
定
立
し
、
そ
し

て
眼
の
前
に
見
い
だ
さ
れ
た
世
界
と
し
て
そ
れ
に
関
係
す
る
」

（
伽
窒
べ
N
巨
ρ
）
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
い
う
よ
う
に
も
表
現

で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
現
象
学
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
が
こ
の
よ
う

に
し
て
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
意
識
な
り
、
主
観
は
、
ま
ず
も
っ

て
ま
っ
た
く
抽
象
的
な
も
の
、
つ
ま
り
「
た
ん
に
形
式
的
で
内
容

を
欠
い
た
、
自
分
を
自
分
か
ら
区
別
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

る
と
こ
ろ
の
ま
っ
た
く
抽
象
的
に
主
観
的
な
も
の
」
に
す
ぎ
ず
、

か
え
っ
て
自
ら
の
前
に
見
い
だ
さ
れ
る
内
容
、
す
な
わ
ち
「
外
部

に
存
在
し
、
も
っ
ば
ら
対
象
に
所
属
す
る
」
「
現
実
的
な
区
別
．

規
定
さ
れ
た
内
容
」
（
吻
ξ
ω
N
豪
・
）
を
い
わ
ぱ
一
方
的
に
受
容
す

る
（
豊
｛
完
す
ヨ
彗
）
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

へ
－
ゲ
ル
が
「
現
象
学
」
の
端
初
を
な
す
「
感
性
的
意
識
」
を

「
抽
象
的
確
実
性
」
と
い
う
規
定
を
も
づ
て
特
徴
づ
け
て
い
る
の

は
か
か
る
理
由
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
と
の
区
別
、
あ

る
い
は
「
感
性
的
意
識
」
と
「
直
観
」
の
区
別
の
必
然
性
に
つ
い

て
の
へ
ー
ゲ
ル
の
言
明
が
も
つ
一
つ
の
側
面
を
、
そ
こ
に
含
ま
れ

て
い
る
「
理
性
」
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
あ
て
な
が
ら
考
察
し
て

き
た
。
そ
し
て
両
者
の
区
別
と
し
て
「
心
理
学
」
に
お
け
る
《
わ

れ
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
》
的
見
地
、
つ
ま
り
認
識
論
的
観
点
か
ら
い

え
ば
、
な
に
よ
り
も
個
的
な
意
識
が
、
同
時
に
普
遍
的
な
意
識
と

の
統
一
と
し
て
初
め
て
個
的
で
あ
り
う
る
と
い
う
見
地
と
「
現
象

学
」
の
《
わ
れ
》
的
見
地
と
の
対
比
、
そ
れ
が
こ
こ
ま
で
の
考
察

か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

3
　
認
識
の
現
実
的
端
初

こ
の
点
に
つ
い
て
、
少
し
角
度
を
変
え
て
考
え
て
み
よ
う
○
　
と
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い
う
の
も
、
認
識
の
端
初
を
な
す
も
の
は
、
そ
れ
が
「
感
性
的
意

識
」
と
呼
ぱ
れ
よ
う
と
、
ま
た
へ
ー
ゲ
ル
的
意
味
で
の
「
直
観
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
呼
ば
れ
よ
う
と
、
基
本
的
に
は
個
的
意
識
、
つ
ま
り
こ
の
わ
た

、
　
　
　
、

し
の
営
み
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
の
認
識
過
程
で
た
と
え
ば
「
も
の

を
見
る
」
と
き
に
、
は
た
し
て
純
粋
に
個
的
な
「
目
」
を
も
ち
い

て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
個
的
で
あ
る
と
同
時

に
普
遍
的
な
「
目
」
を
も
っ
て
、
あ
る
い
は
普
遍
的
な
も
の
に
媒

介
さ
れ
、
普
遍
的
な
も
の
を
内
に
含
ん
だ
「
目
」
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
は
も
の
を
見
て
い
る
、
と
い
う
の
が
実
相
な
の
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。

　
た
と
え
ば
特
定
の
鉱
物
を
「
見
る
」
と
い
う
場
面
を
考
え
て
み

よ
う
。
今
、
仮
り
に
鉱
物
学
者
が
そ
れ
を
見
る
と
し
た
ら
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
そ
の
直
接
的
に
眼
前
に
あ
る
対
象
は
、
な
お
充
全
に

意
識
の
う
え
で
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
に
し
て
も
、
他
の
鉱
物
と

の
区
別
と
連
関
に
も
と
づ
い
て
鉱
物
学
者
の
目
に
入
っ
て
い
る
は

ず
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
対
象
自
身
も
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
客
観

的
諸
規
定
の
統
一
態
と
し
て
鉱
物
学
者
の
目
に
入
っ
て
い
る
、
と

考
え
る
の
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
鉱
物
学
者
の
「
目
そ
れ
自
体
」

が
、
た
し
か
に
そ
の
特
定
の
鉱
物
学
者
に
固
有
の
も
の
で
あ
れ
、

い
わ
ば
そ
の
鉱
物
学
者
の
研
究
活
動
に
も
と
づ
い
た
構
造
を
備
え

た
目
だ
か
ら
で
あ
り
、
既
に
そ
の
う
ち
に
他
者
の
「
目
」
に
も
と

づ
く
多
様
な
媒
介
を
内
に
含
ん
だ
目
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
昧

で
は
、
五
感
と
い
え
ど
も
、
全
世
界
史
の
労
働
で
あ
り
、
産
物
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
）

あ
る
と
し
た
K
・
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
を
踏
ま
え
て
い
え
ば
、
そ
の

鉱
物
学
者
の
「
目
」
は
、
当
の
鉱
物
学
者
の
「
目
」
で
あ
る
と
同

時
に
、
個
々
人
の
そ
れ
以
前
の
諸
活
動
に
媒
介
さ
れ
た
、
全
人
類

史
の
産
物
と
し
て
の
「
目
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
い
え
る
の
だ
と
す
れ
ぱ
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
的
な

対
象
認
識
に
お
い
て
端
初
に
据
え
ら
れ
る
べ
き
直
接
的
対
象
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

は
、
ま
ず
も
ウ
て
は
な
お
端
的
に
こ
の
わ
た
し
に
と
ど
ま
る
「
現

象
学
」
の
端
初
を
な
す
「
感
性
的
意
識
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
（
㎎
）

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
へ
ー
ゲ
ル
が
「
現
象
学
」
で
端
初

に
据
え
た
「
感
性
的
意
識
」
は
《
わ
れ
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
》
と
し

て
《
わ
れ
》
で
あ
る
現
実
の
認
識
主
体
を
構
成
す
る
一
つ
の
契
機

を
、
い
わ
ば
抽
象
化
し
・
折
出
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
「
現
象
学
」
的
な
も
の
を
「
心
理
学
」
的
な
も
の
か
ら
区

別
す
る
必
要
性
の
一
つ
を
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
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さ
ら
に
、
こ
こ
で
「
理
性
」
が
「
自
己
意
識
」
を
踏
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と
同
時
に
「
意
識
と
自
己
意
識
と
の
統
一
」
と
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
も
あ
わ
せ
て
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

へ
ー
ゲ
ル
の
展
開
に
か
ん
し
て
一
般
的
に
い
え
る
よ
う
に
、
統
一

態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
先
立
つ
も
の
を
止
揚

さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
の
内
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ

ぱ
、
「
理
性
」
は
、
「
感
性
的
意
識
」
「
知
覚
」
「
悟
性
」
と
並
ん
だ

一
項
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
意
識
諸
形
態
と
さ

れ
て
い
た
も
の
を
、
ま
さ
に
止
揚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
に
含
ん

だ
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ぱ
、
「
現
象
学
」
の
最
終
段

階
と
し
て
の
、
し
た
が
っ
て
「
心
理
学
」
へ
の
移
行
を
可
能
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

る
「
理
性
」
と
は
、
即
目
的
に
は
多
様
な
意
識
諸
形
態
の
統
一
と

し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
上
で
指
摘
し
た

「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」
と
の
あ
い
だ
の
「
抽
象
」
「
析
出
」
関

係
は
、
こ
の
側
面
で
も
主
張
可
能
な
の
で
あ
る
。

4

「
現
象
学
」
と
「
心
理
学
」

態
論
と
認
識
諸
形
態
論

意
識
諸
形

こ
う
し
た
趣
旨
で
進
め
て
い
け
ば
、
「
現
象
学
」

と
「
心
理
学
」
、

あ
る
い
は
《
意
識
諸
形
態
論
》
と
《
認
識
の
諸
形
態
論
》
と
の
区

別
の
必
然
性
は
、
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
へ
－
ゲ
ル
に
と
っ
て
現
実
的
な
「
認
識
」
の
出
発

点
を
な
し
て
い
る
の
は
、
《
わ
れ
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
》
と
い
う
見

地
お
よ
ぴ
意
識
諸
形
態
を
止
揚
し
た
見
地
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
「
認
識
」
を
体
系
的
に
展
開
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
、
現
実
的
な
「
認
識
」
を
可
能
な
ら
し
め
る
意
識
諸
形

態
を
、
ま
さ
に
諸
形
態
と
し
て
個
々
に
独
立
さ
せ
た
形
で
展
開
し

て
見
せ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
「
現
象

学
」
が
「
対
立
の
相
」
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
の
は
必
然
的
な
こ

と
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
い
わ

ば
現
実
的
な
認
識
を
リ
ア
ル
に
展
開
す
る
た
め
に
設
定
さ
れ
た
、

一
つ
の
準
備
段
階
と
し
て
な
の
で
あ
り
、
な
い
し
方
法
論
的
手
段

　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
し
て
な
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
た
い
し
て
、
「
心
理
学
」
は
、
「
現
象
学
」
の
最
後
で
到

達
し
た
《
理
性
性
の
見
地
》
か
ら
、
意
識
諸
形
態
を
新
た
に
認
識

形
式
と
し
て
と
ら
え
か
え
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
で
は
い
わ
ば
《
理
性
的
見
地
》
か
ら
の
「
感
覚
」
、
《
理
性
的

見
地
》
か
ら
の
「
悟
性
」
と
い
っ
た
も
の
が
問
題
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
当
然
、
理
性
的
見
地
か
ら
の
「
理
性
」
の
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（167）「意識」と「認識」

考
察
と
い
っ
た
も
の
が
「
心
理
学
」
の
一
段
階
と
し
て
、
ま
た
当

然
最
高
の
（
厳
密
に
は
、
「
心
理
学
」
の
「
理
論
的
精
神
」
の
部

分
の
）
成
果
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
プ
ン
テ
ル
も
い
う
よ
う
に
「
心
理
学
」
の
目

的
は
「
も
は
や
理
性
の
立
場
を
提
示
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
理
性

の
現
実
性
ー
す
な
わ
ち
現
実
的
認
識
作
用
と
し
て
の
理
性
1

　
　
　
　
　
（
別
）

を
提
示
す
る
こ
と
」
に
あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
現
象
学
」
の
最
後
で
「
理
性
」
に

ま
で
高
ま
っ
た
と
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
成
果
に
も
と

づ
い
て
精
神
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
と
主
題
設
定
さ
れ
る
「
心
理

学
」
の
目
目
頭
が
、
ふ
た
た
び
「
直
観
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
み
る

と
き
感
ず
る
奇
異
な
印
象
は
、
「
直
観
」
が
「
心
理
学
」
の
エ
レ

メ
ン
ト
、
す
な
わ
ち
《
理
性
性
の
見
地
》
に
も
と
づ
い
て
展
開
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
無
視
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
印
象
な
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
直
観
」

は
、
あ
く
ま
で
「
人
問
学
」
「
現
象
学
」
を
経
た
「
心
理
学
」
の

端
初
で
あ
る
か
ぎ
り
、
「
心
理
学
」
の
エ
レ
メ
ン
ト
に
規
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
な
お
端
初
に
位
置
す
る
か
ぎ
り
「
お
ぽ
ろ
げ
な

営
為
（
旨
∋
耳
霧
ミ
＆
昌
）
」
（
吻
忘
①
）
に
と
ど
ま
る
に
し
ろ
、

認
識
作
用
の
端
初
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
へ
ー
ゲ
ル
は
「
直

観
の
段
階
」
を
「
直
接
的
認
識
作
用
の
段
階
、
ま
た
は
理
性
性
の

規
定
を
も
づ
て
定
立
さ
れ
、
精
神
の
確
実
性
に
よ
っ
て
浸
透
さ
れ

た
意
識
の
段
階
」
（
竈
ξ
冒
印
）
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
「
直
観
」
と
は
、
た
し
か
に
「
直
接

的
な
」
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
「
人
間
学
」
に
お
け
る

「
心
」
の
関
心
事
で
あ
る
主
・
客
未
分
化
を
特
色
と
す
る
た
ん
な

る
「
感
覚
」
と
も
、
ま
た
こ
の
わ
た
し
の
受
容
に
も
と
づ
く
「
現

象
学
」
に
お
け
る
「
意
識
の
立
場
」
の
端
初
で
あ
る
「
感
性
的
意

識
」
と
も
翼
な
う
た
、
認
識
作
用
の
端
初
と
し
て
の
直
接
的
な
も

の
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
対
象
を
認
識
す
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
こ
に
主
・
客
関
係
が
登
場
す
る
に
し
て
も
、
あ
る
い
は
「
直

観
」
も
ま
た
対
象
を
「
意
識
」
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
も
は
や

「
現
象
学
」
に
お
け
る
よ
う
に
客
観
と
の
対
向
関
係
に
お
け
る
た

ん
な
る
意
識
で
は
な
い
の
で
あ
う
て
、
ま
さ
に
、
先
の
引
用
に
あ

る
よ
う
に
「
理
性
性
の
規
定
を
も
っ
て
定
立
さ
れ
た
意
識
」
な
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
は
自
己
に
た
い
す
る
「
確
実
性
」
を
も
っ
た
も

の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
先
に
見
た
「
現
象
学
」
の
立
場
に

お
け
る
「
意
識
」
の
そ
れ
の
よ
う
に
「
抽
象
的
な
確
実
性
」
に
と

ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
「
精
神
の
確
実
性
に
浸
透
さ
れ
た
」
と

い
う
意
味
を
も
っ
た
「
確
実
性
」
な
の
で
あ
る
。

365



橋論叢　第114巻 第2号 平成7年（1995年）8月号（168）

　
あ
る
い
は
、
「
直
観
」
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
自
身
い
わ
ば
無
か

ら
の
直
観
作
用
で
は
な
く
、
素
材
を
も
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な

い
が
、
そ
の
素
材
自
身
「
感
覚
」
な
い
し
「
感
情
」
で
は
あ
っ
て

も
、
そ
れ
は
「
精
神
そ
の
も
の
が
さ
し
あ
た
っ
て
自
分
に
与
え
る

よ
う
な
形
態
」
を
も
っ
た
「
感
情
」
（
吻
忘
①
N
■
印
）
で
あ
り
、

「
感
ず
る
も
の
と
し
て
の
精
神
」
（
竈
ミ
）
と
し
て
の
精
神
が
自

ら
に
与
え
る
素
材
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
そ
の
場
合
の
「
素
材
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
「
直
観
」
が

認
識
作
用
の
端
初
で
あ
る
か
ぎ
り
当
然
制
約
を
も
つ
に
し
て
も
、

本
稿
2
で
引
用
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
四
四
九
節
の
補
遺
で
の
言
明
に

い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
は
や
「
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
に
引
き
裂

か
れ
た
個
別
的
な
も
の
」
で
は
な
く
、
諸
規
定
が
な
ん
ら
か
の
ま

と
ま
り
を
も
っ
た
統
一
態
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
も
の
、
つ
ま
り

、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

ひ
と
つ
の
対
象
、
そ
れ
な
り
の
ト
タ
リ
テ
ー
ト
と
し
て
の
対
象
に

ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
た
と
え
「
直
観
は
、

そ
の
も
の
と
し
て
は
対
象
の
実
体
の
内
在
的
展
開
に
は
至
っ
て
」

い
な
い
に
し
て
も
、
そ
し
て
「
な
お
外
的
な
も
の
や
偶
然
的
な
も

の
と
い
っ
た
副
次
的
な
も
の
に
取
り
巻
か
れ
た
、
未
展
開
の
実
体

の
把
握
に
制
限
さ
れ
て
い
る
」
（
竈
お
冒
巴
に
し
て
も
、
実
体

的
な
も
の
の
把
握
に
は
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は

ま
た
、
「
単
純
な
直
観
の
形
式
に
還
帰
し
た
、
全
面
的
に
展
開
さ

れ
た
認
識
に
お
い
て
初
め
て
、
事
柄
は
自
己
に
お
い
て
分
肢
化
さ

れ
た
（
①
q
品
＝
＆
①
3
、
体
系
的
な
ト
タ
リ
テ
ー
ト
と
し
て
わ
た

し
の
精
神
の
前
に
現
れ
る
」
に
し
て
も
、
「
直
接
的
な
直
観
に
お

い
て
わ
た
し
は
事
柄
全
体
（
昌
⑦
o
目
彗
s
旨
o
訂
）
を
眼
前
に
も

っ
て
い
る
」
（
旨
己
・
）
こ
と
に
は
か
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
目
我
が
自
我
と
し
て
、
あ
る
い
は
わ
た
し
が
わ
た
し
と

し
て
そ
の
現
実
的
な
在
り
様
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
と
き
ー

そ
の
た
め
に
は
「
自
己
意
識
」
の
展
開
が
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ

と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
は
「
理
性
」
が
確
立
さ
れ
る
と
き
と

同
義
だ
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
－
」
対
象
も
ま
た
初
め
て
一

つ
の
統
一
態
と
し
て
の
自
己
を
顕
現
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は

「
現
象
学
」
に
お
い
て
は
、
先
の
基
本
的
性
格
か
ら
し
て
対
象
つ

ま
り
意
識
の
他
者
が
規
定
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
他
者
が
充

全
に
自
己
を
あ
ら
わ
に
す
る
と
き
ー
へ
ー
ゲ
ル
が
「
自
我
の
他

者
が
、
自
我
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
い
う
形
姿
で
自
我
に
と
っ
て

あ
ら
わ
に
な
る
か
ぎ
り
で
」
（
ω
昌
ω
N
；
。
）
と
い
う
場
合
、
こ
う

し
た
意
味
で
い
っ
て
い
る
と
解
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
ー
「
自
我

も
ま
た
自
己
自
身
に
と
っ
て
あ
ら
わ
に
な
る
」
（
冒
巨
）
の
で
あ

る
。
主
観
そ
れ
自
体
が
多
様
の
統
一
と
し
て
明
か
さ
れ
る
と
き
、
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（169）「意識」と「認識」

そ
れ
に
い
わ
ば
相
即
的
に
客
観
も
ま
た
多
様
の
統
一
と
し
て
の
自

己
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
も
ま
た
成
り
立
つ
の
で

あ
る
。

　
か
か
る
局
面
に
お
い
て
、
《
理
性
性
の
見
地
》
、
主
・
客
の
統
一

の
見
地
も
確
立
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
へ
ー
ゲ

ル
に
と
っ
て
「
自
我
が
自
己
を
自
我
と
し
て
把
握
す
る
点
に
ま
で

至
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
他
者
は
わ
た
し
に
と
っ
て
対
象
的
に

な
り
、
わ
た
し
に
対
立
し
、
そ
し
て
同
時
に
わ
た
し
の
う
ち
で
観

念
的
に
定
立
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
わ
た
し
と
の
統
一
に
復
帰
さ
せ

ら
れ
る
」
（
冒
己
■
）
の
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
が
「
現
象
学
」
の
対
象
と
「
心
理
学
」
の
対
象
と
を

対
比
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
意
識
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
」
と
「
そ
れ

自
身
に
お
い
て
外
的
な
も
の
」
と
規
定
し
て
い
る
の
も
、
こ
の
点

に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改

め
て
論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

＊
以
下
、
引
用
文
中
の
傍
点
は
す
ぺ
て
引
用
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

、
は
引
用
者
に
よ
る
中
略
箇
所
、
〔
〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
充

　
を
示
す
。
ま
た
へ
－
ゲ
ル
か
ら
の
引
用
は
峯
竃
ぎ
ぎ
N
峯
彗
N
鼠

霊
己
彗
（
旨
～
訂
昌
o
）
に
よ
り
、
そ
の
第
十
巻
の
『
精
神
哲
学
」

　
か
ら
の
引
用
箇
所
は
節
数
を
本
文
中
に
示
す
。
ま
た
そ
れ
が
補
遺
か

　
ら
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
た
と
え
ぱ
（
腕
ω
8
冒
ρ
）
と
い
う

　
形
で
示
す
。

（
1
）
≦
g
竃
一
旨
ま
勺
g
；
＜
o
∋
…
饒
昌
o
＞
畠
o
訂
≡
長

　
ヨ
＝
晶
色
閉
六
彗
募
『
；
斥
1
－
目
一
－
．
雪
2
（
＝
富
胴
．
）
一
＝
o
o
q
〇
一
血
↓
訂
－

　
○
ユ
①
ま
ω
彗
ε
O
ζ
～
雪
0
9
眈
冨
己
目
宗
『
．
．
向
畠
芸
一
〇
＝
葛
2
0
宗
H

　
○
巨
一
畠
o
o
巨
g
＝
彗
ミ
尉
器
目
閉
o
訂
饒
彗
ぎ
o
；
巳
ユ
窒
①
一
ω
巨
亭

　
O
q
與
ユ
ー
団
印
0
0
凹
自
目
9
｝
言
－
o
o
P
ω
．
－
↓
o
o
．

（
2
）
向
冨
昌
豪
名
〇
一
身
ω
訂
目
⊆
邑
｝
…
葦
9
宗
『
雲
二
〇
竃
■

　
○
巨
o
o
鶉
彗
g
呉
饒
く
彗
o
〇
一
g
鶉
」
三
句
1
＝
o
名
①
目
目
o
軍
↓
易
－

　
o
≡
長
（
胃
ω
炉
）
一
勺
毫
昌
〇
一
〇
〇
目
訂
…
o
＞
目
亭
；
君
一
〇
阻
o
o
旦
雪

　
、
巨
一
〇
呂
℃
巨
①
匹
鶉
0
9
ω
冨
印
思
亭
譜
o
昌
9
目
雪
＝
①
o
q
①
－
－

　
↓
與
O
q
巨
目
胴
　
｛
目
　
…
o
ユ
〕
E
H
O
q
　
－
o
o
o
o
’
　
ω
一
目
罧
O
目
｝
ユ
ー
吋
凹
旦
　
O
頸
コ
目
閉
け
O
↓
↓

　
－
O
O
－
一
ω
．
蜆
O
①
1

（
3
）
＜
葦
o
ユ
o
豪
ω
一
ρ
零
o
目
耐
尿
ω
｝
箒
目
一
〕
雪
巨
S
＝
ω
昌
易
o
0
H

　
ω
目
亘
①
ζ
く
二
讐
o
邑
3
閉
零
o
g
①
昌
ρ
雲
－
g
零
彗
g
象
巨
く
冒
津

　
a
屋
o
巨
冨
后
ω
ε
2
雪
昌
品
団
ま
）
一
霊
昌
σ
昌
o
・
－
竃
。
。
一
ω
1
窪
↓
い

（
4
）
…
o
－
一
ω
’
ω
9
一
＞
目
昌
．
N
ω
．

（
5
）
　
以
下
で
は
、
「
心
理
学
」
の
「
理
論
的
精
神
」
ま
で
を
考
察
対

象
と
す
る
が
、
繁
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
た
め
に
、
「
主
観
的
精
神
」

　
論
と
い
う
呼
称
で
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
因
み
に
、
へ
ー
ゲ
ル
が

　
「
心
躍
学
」
の
う
ち
に
「
実
践
的
精
神
」
等
を
含
め
て
い
る
の
は

「
知
性
を
欠
い
た
意
欲
」
も
「
意
志
を
欠
い
た
知
性
の
活
動
も
存
在

　
し
な
い
」
（
貿
合
）
と
い
う
の
が
へ
ー
ゲ
ル
の
根
本
的
な
発
想
だ
か

　
ら
で
あ
る
。
同
様
の
問
題
意
識
に
も
と
づ
い
た
展
開
は
、
『
論
理
学
」
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の
認
識
の
理
念
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
く
的
一
■
ミ
①
鼻
①
一
｝
α
．
9

ω
．
お
↓
串
）
。
認
識
論
の
展
開
と
い
う
点
か
ら
し
て
も
、
こ
う
し
た

観
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
紙
数
の
関
係

　
か
ら
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
義
を
指
摘
す
る
だ
け
に
止
め
て

　
お
き
た
い
。

（
6
）
A
・
ペ
パ
ー
ザ
ソ
ク
（
＞
φ
ユ
與
與
目
、
o
o
雪
墨
7
ω
o
＝
U
9
①
鼻
o
目
．

　
葦
三
蜆
旦
8
＞
σ
ω
o
－
一
』
冨
戸
o
『
一
昌
2
ヲ
討
コ
o
雪
＝
o
胴
9
ω
o
す
①
コ
勺
す
＝
o
－

　
ω
O
℃
す
討
μ
①
ω
0
9
ω
↓
①
ω
’
ω
け
目
算
O
q
団
ユ
ー
｝
O
O
O
｝
『
一
目
m
一
凹
罧
－
㊤
o
〇
一
ω
・
－
↓

　
－
）
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
「
緒
論
」
は
「
精
神
哲
学
」

　
全
体
に
対
す
る
そ
れ
と
い
う
よ
り
も
、
内
容
か
ら
い
え
ぱ
む
し
ろ
主

　
観
的
精
神
に
た
い
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

（
7
）
　
先
に
紹
介
し
た
目
次
か
ら
も
伺
え
る
よ
う
に
、
「
主
観
的
精
神
」

　
の
部
分
に
は
、
似
た
表
現
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
タ
ー
ム
が
多
々
登

　
場
す
る
た
め
、
さ
し
あ
た
っ
て
船
山
信
一
氏
（
岩
波
文
庫
版
）
の
訳

　
に
な
ら
っ
て
、
。
O
①
艘
巨
、
を
「
感
憎
」
と
訳
し
て
お
い
た
。
た
だ

　
し
、
。
Ω
①
旨
巨
．
．
が
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
「
感
覚
・
知
覚
」
を
含
め

　
て
、
昌
巨
彗
さ
れ
た
も
の
一
般
を
総
称
的
に
表
わ
し
て
い
る
こ
と

　
に
注
意
さ
れ
た
い
。
な
お
、
同
様
の
こ
と
が
後
に
論
ず
る
「
直
観
」

　
の
場
合
に
も
生
ず
る
。

（
8
）
　
「
エ
レ
メ
ン
ト
」
（
固
有
へ
－
ゲ
ル
的
意
昧
あ
い
で
は
「
境
域
」

　
「
境
位
」
「
境
地
」
等
と
も
訳
さ
れ
る
）
の
相
違
と
い
う
観
点
に
も
と

　
づ
く
へ
ー
ゲ
ル
研
究
と
し
て
は
零
昌
O
～
目
置
一
U
胃
9
o
＝
E
晶
一

　
ζ
o
；
o
α
o
冒
目
｛
ω
蔓
」
奪
…
’
⊂
暮
雪
豊
g
自
＝
胴
雪
一
N
員
向
－
目
す
①
篶

　
ま
；
壱
ざ
昌
印
募
昌
彗
、
巨
－
o
8
昌
示
ρ
峯
』
．
＝
品
①
一
ω
一
＝
o
o
q
9
．

　
ω
言
巳
①
目
ω
o
旨
o
津
昌
（
－
O
昌
目
冨
富
）
が
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
テ

　
キ
ス
ト
の
着
眼
す
べ
き
箇
所
等
に
お
い
て
、
こ
の
ブ
ン
テ
ル
の
研
究

　
は
大
い
に
示
唆
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
認
識
論
的
に
い
か
な

　
る
事
態
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
の
考
察
は
明
確
に
は

　
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
9
）
　
こ
の
純
粋
性
が
け
う
し
て
抽
象
的
な
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら

　
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
存
在
論
と
論
理
学
の
新
た
な
展
開

　
－
へ
ー
ゲ
ル
の
現
実
的
思
惟
把
握
と
の
関
連
に
お
い
て
　
　
」

　
（
岩
崎
允
胤
編
『
へ
－
ゲ
ル
の
恩
想
と
現
代
』
汐
文
社
、
一
九
八
二

　
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
1
0
）
　
な
お
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
考
え
る
さ
い
に
は
「
現
象
学
」
の

　
「
感
性
的
意
識
」
に
お
け
る
「
他
者
」
と
「
心
理
学
」
に
お
け
る

　
「
直
観
」
の
そ
れ
と
を
「
意
識
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
（
9
コ
ま
昌
睾

　
亭
竃
丁
黒
妻
畠
房
①
邑
＞
竃
O
『
＝
O
悪
ω
）
」
と
「
そ
れ
目
身
に
お

　
い
て
外
的
な
も
の
（
彗
ま
冒
器
；
9
＞
＝
寄
『
＝
争
㊦
ω
）
」
な
い
し

　
「
自
已
外
存
在
（
＞
畠
①
邑
O
茅
9
目
）
」
と
対
比
し
て
い
る
こ
と
も

　
（
貿
冨
）
踏
ま
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て

　
は
紙
数
の
関
係
か
ら
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
し
た
。

（
u
）
　
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
両
者
の
こ
の
対
照
が
含
む
も
う
一
つ
の
大
き

　
な
論
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

（
1
2
）
　
＝
α
ω
亙
o
P
9
一
．
一
ω
』
o
o
①
－

（
1
3
）
　
G
」
o
カ
印
ヨ
9
戸
ω
①
冬
一
』
由
房
9
目
窪
↓
コ
』
斤
言
『
＝
コ
o
く
①
『
冒
目
自
｛
け

　
＝
品
9
ω
召
暑
註
2
募
o
ぎ
『
戸
胃
ω
冨
旨
σ
雪
0
9
ω
箒
色
筈
H
①
く
昌

　
－
O
O
＝
＼
員
－
『
「
ξ
O
ぎ
一
〇
阻
①
＝
目
O
＞
目
旨
H
ε
〇
一
〇
〇
q
7
0
急
『
勺
巨
－
O
－

　
ω
o
o
巨
①
o
鶉
o
9
ω
宕
9
ω
」
一
①
1

（
1
4
）
　
と
い
う
の
も
、
意
識
が
当
然
の
こ
と
な
が
ら
《
意
識
－
対
象
》
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（171）「意識」と「認識」

　
関
係
な
い
し
《
主
観
－
客
観
》
関
係
に
立
つ
と
す
れ
ば
、
次
の
三
者

　
を
「
現
象
学
」
の
問
題
領
域
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
想
定
す
る
こ

　
と
が
で
き
よ
う
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ま
ず
■
は
関
係
の
項
を
な
す

　
二
つ
、
つ
ま
り
対
象
と
意
識
、
あ
る
い
は
客
観
と
主
観
で
あ
り
、
さ

　
ら
に
両
者
の
関
係
そ
の
も
の
を
主
題
と
す
る
三
領
域
で
あ
る
。
す
な

　
わ
ち
、
ラ
メ
イ
ル
の
「
規
定
根
拠
」
（
量
e
と
い
う
表
現
を
借
用

　
し
て
い
え
ぱ
、
「
規
定
根
拠
」
と
し
て
客
観
を
も
つ
「
意
識
」
な
い

　
し
「
外
的
意
識
」
と
意
識
そ
の
も
の
・
主
観
そ
の
も
の
を
対
象
と
す

　
る
「
自
己
意
識
」
論
お
よ
び
両
者
の
関
係
を
問
題
に
す
る
「
理
性
」

　
と
い
う
三
領
域
で
あ
る
。
な
お
、
ラ
メ
イ
ル
は
、
〇
七
年
の
『
精
神

　
現
象
学
』
に
比
し
て
、
こ
の
「
精
神
哲
学
」
内
で
の
「
現
象
学
」
が

　
「
理
性
」
ま
で
で
終
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
「
現
象
学
」
の
体
系
的
位

　
置
づ
け
の
変
更
に
求
め
、
〇
七
年
の
『
現
象
学
』
が
「
理
性
」
章
以

　
降
で
問
題
と
し
て
い
る
よ
う
な
精
神
の
よ
り
具
体
的
内
容
へ
の
言
及

　
は
、
三
〇
年
の
「
現
象
学
」
に
と
っ
て
「
必
要
で
な
い
だ
け
で
は
な

　
く
、
ま
た
体
系
的
に
意
味
が
な
い
」
（
－
巨
O
。
一
ω
■
ミ
O
O
－
）
と
し
て
い

　
る
。

（
1
5
）
　
峯
o
鼻
9
団
戸
ω
一
ω
」
畠
．

（
1
6
）
　
L
・
エ
レ
イ
も
「
心
理
学
の
出
発
点
が
普
遍
的
自
己
意
識
で
あ

　
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
［
O
；
胃
ヨ
O
き
＞
目
昌
雪
斤
…
O
目
旨

彗
」
雪
睾
9
麦
ξ
豪
H
目
彗
o
g
彗
g
①
葦
く
昌
o
募
募
－
；

　
＞
冨
9
；
邑
彗
＝
品
9
＝
目
o
｝
目
ω
塞
ユ
し
『
雰
さ
＝
〇
一
〇
〇
q
討
E
目
o

　
＞
旦
～
o
o
2
o
o
q
げ
o
庄
雪
～
巨
－
o
8
o
巨
①
o
鶉
Ω
9
眈
箒
9
ω
ー
ム
畠
．

（
1
7
）
　
ヘ
ス
ベ
も
「
現
象
学
」
の
役
割
の
一
つ
を
「
た
ん
に
個
的
な
主

　
観
の
立
場
を
克
服
す
る
必
然
性
」
の
証
示
に
見
て
い
る
。
豪
名
P

　
o
o
．
9
↓
．
一
呂
①
．

（
1
8
）
　
マ
ル
ク
ス
『
経
済
学
・
哲
学
手
稿
』
べ
藤
野
渉
訳
）
国
民
文
庫
、

　
一
五
四
ぺ
ー
ジ
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
1
　
、
　
　
、

（
1
9
）
　
こ
の
点
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
感
覚
的
、
知
覚
的
意
識
の

　
分
析
は
、
「
現
象
学
」
の
冒
頭
部
分
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
直
観
」

　
の
部
分
で
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
W
・
A
・
デ
ヴ
リ
ス
の
見
解
と
一

　
致
し
よ
う
。
O
［
奉
…
一
①
∋
＞
一
ま
く
ユ
而
9
匡
o
O
q
9
．
ω
↓
訂
o
q
O
片

　
ζ
o
葦
巴
　
＞
o
匡
三
q
．
＞
コ
　
ー
鼻
『
o
9
』
o
饒
o
目
　
↓
o
　
↓
ブ
①
o
冨
饒
o
｝
－

　
ω
q
葦
」
；
饅
冨
団
目
匝
－
O
目
匝
O
目
お
O
O
O
O
ら
」
8
彗
匝
O
1
S
1

（
2
0
）
　
G
・
シ
ュ
、
ミ
ソ
ト
も
「
精
神
哲
学
」
内
の
「
現
象
学
」
の
二
重

　
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
「
意
識
と
自
己
意
識
を
精
神
の
哲
学
の
方
法

　
論
的
前
提
と
し
て
先
立
っ
て
説
明
す
る
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。

o
｝
き
ω
争
ヨ
…
一
豆
：
秦
一
試
；
雲
笥
o
昌
彗
〇
一
〇
〇
・
訂
ま
ω
o
〇
一
－

　
段
窃
、
巴
ω
o
ヨ
一
〇
8
℃
三
①
巨
g
昌
一
竃
烹
丙
『
；
斥
」
三
雪
品
9
ω
↓
す
？

　
昌
庁
ρ
鶉
蜆
自
亘
o
ζ
～
耐
目
o
g
g
窃
一
ω
」
8
．

（
2
1
）
　
、
目
葦
♀
o
P
9
一
－
し
S
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
國
學
院
短
期
大
学
助
教
授
）
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