
「

こ

の

私

」

は

な

ぜ

謎

を

よ

び

起

す

の

か

―

―

私
に
付
属
す
る
性
質
が
消
去
さ
れ
た
視
線
か
ら
の
考
察

冲
永

荘
八

は
じ
め
に

「
私
」
が
不
可
解
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
世
界
と
関
わ

る
こ
と
、
眺
め
る
こ
と
、
も
し
く
は
世
界
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と

さ
え
不
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
自
体
は

何
な
の
か
を
客
観
的
に
語
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
点
に
集
約
さ
れ

る

「
私
」
に
付
随
す
る
性
質
や
は
た
ら
き
に
つ
い
て
は
語
る
こ
と

。
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
客
観
化
さ
れ
得
る
機
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
中
心
と
考
え
ら
れ
る
「
私
」
だ
け
は
、
目
が
外
界
の
諸

物
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
そ
れ
自
身
を
見
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
と
類
似
し
た
構
造
に
お
い
て
、
観
察
不
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
構
造
は
自
我
一
般
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ

「

」

、

の
自
我
が
な
ぜ
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る

私

に
な
っ
て
い
る
の
か

こ
の
自
我
は
「
私
」
で
は
な
く
て
も
よ
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
な
ぜ

た
ま
た
ま
こ
の
世
に
出
現
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
も
生
じ
得
る
。

こ
の
場
合
の
「
私
」
は
自
我
一
般
の
構
造
と
し
て
は
説
明
さ
れ
ず
、

か
つ

も
「
私
」
性
の
本
質
だ
と
直
観
さ
れ
な
が
ら
、
そ
れ
を
客
観

的
に
眺
め
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
。

本
論
で
の
目
的
は
、
特
に
後
者
の
文
脈
で
見
出
さ
れ
る
「
私
」

を
「
こ
の
私
」
と
銘
打
っ
た
上
で
、
そ
こ
で
生
じ
る
形
而
上
学
的
な

問
題
に
つ
い
て
、
何
が
説
明
で
き
、
何
が
解
決
不
能
の
ま
ま
残
さ
れ

る
か
を
、
哲
学
的
な
視
点
か
ら
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
は
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な
ぜ
こ
の
時
代
、
こ
の
場
所
、
こ
の
生
物
種
と
し
て
生
ま
れ
、
別
の

場
所
、
時
代
、
生
物
種
と
し
て
生
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
。
も
し
く
は

な
ぜ
私
は
そ
も
そ
も
存
在
し
て
い
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
題
は
誰
で

も
一
度
は
突
き
当
た
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
対
す
る
答
え
が

見
出
せ
な
い
謎
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
問
題
は
近
年
論
じ

ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
複
数
の
論
者
に
よ
っ
て
別
様
な
解
答

が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
を
本
論
で
は
「
こ
の
私
」
問
題
と
し

て
扱
い
た
い
。
し
か
し
「
こ
の
私
」
と
は
問
題
で
あ
り
な
が
ら
、
そ

れ
自
体
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
ま
た
こ
の
性
質
が
「
こ
の
私
」

問
題
が
本
当
に
問
題
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
、
疑
わ
し
く
さ

。

、

、

「

」

せ
て
い
る

そ
こ
で

初
に
私
た
ち
は

本
論
で
扱
う

こ
の
私

と
は
何
か
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
こ
れ
は
誰
々
と
い
う
固
有
名
で
表
現
さ
れ
る
人
物
の
こ

と
で
は
な
い
。
た
と
え
世
界
に
一
人
の
固
有
名
だ
と
し
て
も
「
こ
の

私
」
と
同
一
物
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
名
前
が
変
わ
れ
ば
、
私
は
変

わ
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
次
に
、
あ
る
特
定
の
身
体
的
性
質
、

生
活
習
慣
、
記
憶
内
容
を
持
っ
た
人
物
の
存
在
で
も
な
い
。
こ
の
性

質
や
習
慣
の
複
合
体
は
、
厳
密
に
見
れ
ば
世
界
で
一
つ
し
か
な
い
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
複
合
体
が
存
在
す
る
こ
と
と
そ
れ
が
「
こ
の
私
」

で
あ
る
こ
と
と
は
別
の
事
柄
だ
か
ら
で
あ
る
。
反
対
に
見
れ
ば
、
今

私
が
持
っ
て
い
る
様
々
な
記
憶
や
習
慣
の
所
有
者
は
私
で
は
な
か
っ

た
と
し
て
も
何
も
お
か
し
い
こ
と
は
な
い
。
す
る
と
、
あ
る
特
定
の

意
識
状
態
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
意
識
が
私
で
あ
る
こ
と

と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
地
球
上
で
意
識
を
持
つ
無
数
の
生

物
の
ど
れ
も
私
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、

（
一
）

あ
る
特
定
の
意
識
を
持
っ
た
生
物
が
私
で
あ
る
場
合
と
そ
う
で
な
い

場
合
と
で
は
、
機
能
的
な
差
異
が
生
み
出
さ
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
さ
ら
に

「
こ
の
私
」
は
指
示
対
象
と
し
て
の
「
私
」
で
も
な

、

い
。
そ
う
し
た
指
示
対
象
は
、
一
般
的
な
「
私
」
と
し
て
無
数
に
存

在
す
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
「
こ
の
私
」
で
は
な
い
こ
と
も
、
論
理

上
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
う
し
た
一
般
的
な
指
示
か

ら
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に

「
こ
の
私
」
の
本
質
が
あ
る
。

、

さ
て
、
消
去
法
的
に
は
こ
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
「
こ
の
私
」
で

あ
る
が
、
翻
っ
て
そ
の
よ
う
な
「
こ
の
私
」
は
そ
れ
自
体
で
積
極
的

に
呈
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
と

、

、「

」

「

」

き

も
し
で
き
な
い
と
す
れ
ば

こ
の
私

の
本
質
は
す
で
に

私

と
い
う
性
質
づ
け
も
不
可
能
な
た
め
に
呈
示
不
可
能
で
あ
る
、
と
い

う
見
解
が
成
立
す
る
。
本
論
で
は
特
に
こ
こ
に
焦
点
を
絞
っ
て
ゆ
き
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た
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は

「
私
」
か
ら
も
し
客
観
や
対
象
、
他
我
な

、

ど
と
の
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
も
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
そ

の
と
き
「
私
」
は
「
私
」
た
り
得
る
の
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ

の
と
き
の
「
私
」
は
す
で
に
「
私
」
た
り
得
な
い
ゆ
え
に
、
積
極
的

な
呈
示
が
不
可
能
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
仮
説
も
成
立
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）

そ
こ
で
以
下
で
は
「
こ
の
私
」
の
性
質
を
大
き
く
三
つ
の
順
序
で

。

、「

」

、

、

検
討
す
る

第
一
は

私

は
な
ぜ
こ
の
私
で
あ
り

他
の
誰
か

も
し
く
は
他
の
時
代
、
他
の
場
所
の
生
物
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と

い
う
形
で
問
題
に
さ
れ
る
「
私
」
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
は
形

式
的
に
は
無
意
味
で
あ
る
こ
と
を
見
る
。
第
二
に
、

初
の
問
い
を

無
意
味
に
す
る
「
私
」
の
性
質
は
、
誰
か
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
の

不
可
能
な
次
元
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
し
て
こ
の
次
元
は

「
私
」

、

の
本
質
を
極
限
ま
で
抽
出
し
よ
う
と
し
た
結
果
、
そ
の
「
誰
か
で
あ

る
こ
と
」
を
も
同
時
に
消
去
す
る
と
い
う
形
で
、
問
題
が
解
決
さ
れ

る
こ
と
を
見
る
。
第
三
に
、
こ
の
よ
う
な
「
特
定
の
私
」
か
ら
誰
で

も
な
い
私
へ
と
い
う
順
序
と
は
逆
に

「
誰
で
も
な
い
私
」
か
ら
出

、

発
す
る
場
合
、
こ
の
状
態
が
「
私
」
の
特
定
性
の
消
去
に
つ
い
て
ど

。

、

の
よ
う
な
役
割
を
す
る
の
か
を
検
討
す
る

本
論
で
は
こ
の
性
質
を

純
粋
経
験
や
汎
心
論
的
世
界
観
の
批
判
的
吟
味
を
通
じ
て
考
え
て
ゆ

き
た
い
。第

一
節

誰
か
で
あ
る
と
い
う
問
題
の
出
所

客
観
的
世
界
か
ら
超
越
し
た
「
私
」
が
設
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
の

、

、

第
一
の
特
徴
は

私
は
客
観
的
に
は
他
の
誰
か
で
も
あ
り
得
た
の
に

な
ぜ
こ
の
特
定
の
人
物
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
に

あ
る
。
こ
れ
は
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
が
『
ど
こ
で
も
な
い
所
か
ら
の

視
線
』
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に

「
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
特
定

、

の
個
人
で
あ
り
得
る
の
か
？
」
と
い
う
問
い
に
集
約
さ
れ
る
。
こ
の

（
三
）

「

」

「

」

、

問
い
が

私

と

特
定
の
個
人

と
の
同
語
反
復
で
は
な
い
の
は

「
私
」
が

「
特
定
の
個
人
」
の
ど
ん
な
詳
細
な
規
定
か
ら
も
抜
け

、

落
ち
る
何
か
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
問
い
に
は
、
な
ぜ
無
数
に
い
る
人
間
の
中
の
「
特

定
の
個
人
」
が
「
私
」
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
い
の
方
向
と
、
な
ぜ

唯
一
無
二
の
「
私
」
が
「
特
定
の
個
人
」
で
し
か
な
い
か
、
と
い
う

。

、「

」

方
向
と
の
二
つ
が
あ
る
と
い
う

第
一
の
方
向
は

特
定
の
個
人

（
四
）
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の
客
観
性
、
無
数
の
内
の
一
つ
と
い
う
究
極
の
任
意
性
が
「
私
」
と

い
う
無
二
な
る
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
し
、
ま
た
第

二
の
方
向
は

「
私
」
の
存
在
の
唯
一
無
二
性
が
客
観
的
に
は
無
数

、

に
存
在
す
る
自
我
の
一
つ
に
し
か
連
絡
で
き
な
い
と
い
う
限
定
性
に

由
来
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
一
度
何
か
の
主
観
的
存
在
を
認
め
れ

ば
、
第
一
の
問
い
は
形
式
的
に
は
解
決
可
能
だ
と
考
え
る
。
無
数
の

候
補
者
の
う
ち
の
ど
れ
か
一
つ
が
私
に
な
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

れ
ば
、
そ
れ
ら
の
ど
れ
が
私
に
な
っ
て
も
、
例
え
ば
ル
ー
レ
ッ
ト
を

回
し
た
と
き
、
そ
の
ど
の
数
字
に
球
が
転
が
り
込
ん
で
も
、
そ
こ
に

問
題
は
生
じ
な
い
の
と
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
の
方
向

は
、

初
に
「
私
」
の
特
定
性
を
除
去
し
た
姿
か
ら
議
論
が
始
め
ら

れ
る
限
り
、
こ
の
特
定
性
の
な
い
私
と
は
い
か
な
る
も
の
な
の
か
に

つ
い
て
の
考
察
が
、

初
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
特
定

、

。

性
を
除
去
さ
れ
た
私
と
は

第
一
の
方
向
で
は
問
題
と
は
な
ら
な
い

そ
こ
で
こ
こ
で
は
、
こ
の
第
一
の
方
向
と
そ
の
解
法
を
試
み
た
後
、

そ
れ
で
も
こ
の
問
題
に
付
随
し
て
い
る
「
私
」
の
相
矛
盾
し
た
感
覚

、

「

」

。

に
着
目
し

特
定
性
な
き

私

の
考
察
へ
と
つ
な
げ
て
行
き
た
い

そ
し
て
こ
の
没
特
定
性
を
突
き
詰
め
る
と
、
そ
こ
に
す
で
に
「
私
」

へ
の
問
い
さ
え
生
じ
得
な
い
地
平
に
到
る
こ
と
を
突
き
止
め
て
行
き

た
い
。

第
一
の
問
い
を
噛
み
砕
け
ば
、
他
の
ど
こ
か
の
時
代
、
ど
こ
か

の
場
所
に
い
る
誰
か
の
客
観
的
性
質
が
「
こ
の
私
」
と
符
合
す
る
こ

と
も
あ
り
得
た
の
に
、
な
ぜ
こ
の
特
定
の
時
代
の
、
こ
の
特
定
の
人

物
に
私
が
符
合
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
な
る
。
こ
の
問
い

の
謎
め
い
た
感
覚
は
、
私
と
な
り
得
る
客
観
的
存
在
の
任
意
性
と
、

「
私
」
の
必
然
性
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
起
因
す
る
実
存
的
な
感
覚
か
ら

生
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
問
題
に
「
私
」
と
い
う
主
観
が
か
ら
む
か
ら

こ
そ
、
生
じ
る
感
覚
だ
と
も
言
え
る
。
し
か
し
疑
問
の
形
式
の
表
面

だ
け
を
見
れ
ば
、
こ
の
問
い
と
、
例
え
ば
「
こ
の
特
定
の
形
状
と
色

合
い
を
し
た
、
他
に
ま
っ
た
く
同
形
の
も
の
が
見
ら
れ
な
い
石
は
、

な
ぜ
他
の
場
所
で
な
く
こ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
と

比
較
し
て
、
何
か
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
客
観

的
性
質
を
備
え
た
石
は
、
理
念
上
で
は
、
確
か
に
一
つ
し
か
な
い
。

こ
の
理
念
か
ら
す
る
と

「
こ
の
石
」
だ
け
で
は
な
く
石
一
般
に
つ

、

い
て
も
、
す
べ
て
厳
密
に
ま
っ
た
く
同
じ
形
状
、
組
成
の
も
の
が
二

つ
以
上
あ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
こ
の
問
い
は
こ
の

特
定
の
石
だ
け
で
は
な
く
、
全
て
の
石
に
関
し
て
立
て
ら
れ
る
こ
と

が
可
能
だ
と
言
え
る
。
さ
て
、
石
を
意
識
主
観
に
置
き
換
え
て
み
れ
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ば
、
こ
の
主
観
性
を
持
つ
私
も
、
唯
一
無
二
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る

一
方
で
、
他
方
で
は
石
同
様
、
そ
う
し
た
唯
一
無
二
の
私
は
無
数
に

存
在
す
る
。
す
る
と
他
な
ら
ぬ
私
が
特
定
の
「
誰
か
で
あ
る
こ
と
」

の
不
思
議
は

「
特
定
の
何
か

が
、
あ
る
特

、

（
例
え
ば
「
こ
の
石

）
」

定
の
状
態
に
あ
る
こ
と
」
の
問
題
に
形
式
上
置
き
換
え
ら
れ
る
こ
と

に
な
る

「
形
式
上
」
と
は
、
主
観
性
の
本
質
は
何
か
、
と
い
う
問

。

題
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
特
定
性
の
問
題
に
置
き
換
え
ら

れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
な
ぜ
こ
の
特
定
の
石
は
、
他
の
状
態
で
は
な
く
、
こ
の
特

定
の
位
置
や
状
態
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
も
と

も
と
石
に
は
ど
れ
も
特
定
性
は
な
い
の
に
、
そ
の
一
つ
を
こ
ち
ら
が

特
定
化
し
た
こ
と
が
理
由
だ
と
言
え
る
。
特
定
化
が
な
け
れ
ば
、
そ

の
存
在
理
由
は
も
と
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
。
そ
の
「
存
在
」
は
現

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
特
定
化
は
そ
の
「
存
在
」
を
呼
び
起

こ
す
。
す
る
と
そ
こ
に
は
「
存
在
」
理
由
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な

、

。

、

る
の
が

論
理
上
の
必
然
と
な
る

つ
ま
り
特
定
化
と
い
う
形
式
が

存
在
理
由
を
要
求
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
五
）

と
こ
ろ
で
、
逆
に
特
定
化
を
行
わ
ず
、
何
ら
か
の
石
が
「
存
在

す
る
」
と
し
た
場
合
、
そ
の
石
は
存
在
す
る
限
り
具
体
的
に
ど
れ
か

の
石
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
あ
る
石
が
「
石
一
般
」
と
い
う
抽
象

物
と
し
て
あ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
存
在
は

必
ず
特
定
化
を
伴
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
存
在
が
ど
の
石
に

な
ろ
う
と
も
、
そ
こ
に
偶
発
性
や
謎
め
い
た
こ
と
は
な
に
も
な
い
。

従
っ
て

ど
れ
か
の
石

は
ど
の
石
で
あ
っ
て
も
よ
く

そ
こ
で

ど

「

」

、

「

れ
か
の
石
」
に
唯
一
性
を
付
与
し
た
場
合
に
は
じ
め
て

「
こ
の
唯

、

一
の
石
」
と
い
う
性
質
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
存
在
理
由
も
問
わ

れ
て
く
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
も
、
存
在
理
由
が
問
題
化
さ
れ
る
原
因

は
、
も
と
も
と
特
定
化
を
行
っ
た
側
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

同
様
に

「
私
」
も
私
一
般
で
は
な
い
以
上
、
必
ず
誰
か
で
な
く
て

、

は
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
そ
の
誰
か
で
あ
る
こ
と
に
謎
は
な
い
。
従

っ
て
誰
か
で
あ
る
こ
と
の
謎
は

「
私
」
に
後
か
ら
付
与
さ
れ
た
特

、

定
性
、
唯
一
性
に
起
因
す
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
「
私
」
が
石
と
異

な
る
の
は

「
こ
の
唯
一
の
私
」
と
い
う
性
質
が
、
主
観
の
唯
一
性

、

と
い
う
石
の
場
合
と
は
異
な
っ
た
あ
り
方
を
す
る
所
に
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
石
の
特
定
性
と
同
じ
よ
う
に
、
後
か
ら
付
与
し
た

事
柄
が
原
因
に
な
っ
て
問
題
が
生
じ
る
と
い
う
構
造
は

「
私
」
と

、

い
う
言
明
に
つ
い
て
の
「
汎
用
性
」
と
「
宣
言
性
」
と
の
混
乱
の
中

に
も
見
出
さ
れ
る

「
私
」
と
い
う
言
葉
は
「
発
話
者
の
役
割
」
と

。
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。

「

」

「

」

し
て
使
用
さ
れ
る

こ
の
場
合
の

私

は
言
語
行
為
中
の

役
割

で
あ
っ
て
、
誰
で
も
そ
こ
に
あ
て
は
ま
り
、
特
定
化
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
必
要
は
ま
っ
た
く
な
い
。
こ
れ
が
「
私
」
の
「
汎
用
性
」
と
な

る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
宣
言
性
」
と
は
言
語
使
用
に
お
い
て
、
自
我

の
設
定
の
宣
言
を
行
う
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
「
私
」
は
唯
一
の
特

定
な
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
す
る
と
「
私
は
な
ぜ
こ
の
私
か
」
と

い
う
問
い
は
、
汎
用
性
と
し
て
の
「
私
」
を
宣
言
性
の
「
私
」
と
同

列
に
考
え
た
た
め
に
生
じ
た
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
も

と
も
と
異
な
っ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
使
用
さ
れ
る
べ
き
「
私
」
を
同
じ

カ
テ
ゴ
リ
ー
で
用
い
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
誰
か
が
救
助
を
求
め
る
合
図
を
空
中
へ
と
掲
げ
、
そ
し
て
『
誰
で

も
こ
の
合
図
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
た
、
し
か
し
な
ぜ
、
ど
の
よ
う

に
し
て
救
助
を
求
め
て
い
る
の
は
私
で
あ
る
の
だ
ろ
う

、
と
考
え

』

る
」
こ
と
は
ど
こ
が
お
か
し
い
の
か
。
救
助
を
求
め
る
「
こ
と
が
で

き
る
」
の
は
、
そ
の
可
能
性
が
誰
に
で
も
開
け
て
い
る
汎
用
性
の

「
私
」
で
あ
り
、
実
際
に
今
救
助
を
求
め
て
い
る
の
は
、
こ
の
特
定

の
宣
言
性
の
「
私
」
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
異
な
っ
た

用
法
の
「
私
」
を
同
列
に
扱
っ
て
い
る
点
が
お
か
し
い
と
い
う
こ
と

に
な
る

「
私
」
以
外
で
も
、
例
え
ば
「
私
の
先
生
は
、
な
ぜ
こ
の

。

先
生
な
の
だ
ろ
う
」
と
い
う
問
い
も

「
私
の
先
生
」
と
い
う
ど
の

、

先
生
で
も
そ
の
可
能
性
を
持
つ
汎
用
的
な
「
先
生
」
を

「
こ
の
先

、

生
」
と
い
う
宣
言
的
な
「
先
生
」
と
同
列
に
扱
う
こ
と
か
ら
生
じ
て

い
る
。
こ
こ
で
も
宣
言
性
を
特
定
性
と
言
い
換
え
れ
ば
、
先
の
石
の

例
と
同
様
、
問
題
は
特
定
性
の
な
い
汎
用
的
な
所
に
、
特
定
性
を
持

ち
込
ん
だ
結
果
生
じ
た
事
柄
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

、「

」

つ
ま
り
こ
う
し
た
言
語
分
析
に
お
い
て

私
は
な
ぜ
こ
の
私
か

と
い
う
問
い
は

「
こ
の
特
定
の
石
は
な
ぜ
こ
の
状
態
に
あ
る
か
」

、

と
い
う
問
い
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
か
し
私
と
石
と
の

間
で
は
、
因
果
系
列
を
遡
れ
る
か
否
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
、
と
い

う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
石
は
か
つ
て
あ
っ
た
洪
水
に
よ
っ

て
上
流
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
れ
以
前
に

は
火
山
の
噴
火
に
よ
っ
て
マ
グ
マ
か
ら
噴
出
さ
れ
て
こ
の
組
成
、
形

状
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
限
り
で
、
こ
の
特
定
の
石
が

こ
の
状
態
で
存
在
す
る
原
因
に
つ
い
て
の
客
観
的
経
緯
を
語
る
こ
と

は
で
き
る
。
だ
が
こ
う
し
た
客
観
的
な
原
因
説
明
は
、
今
の
私
の
客

観
的
状
態
が
、
私
の
生
ま
れ
て
か
ら
今
ま
で
の
ラ
イ
フ
ヒ
ス
ト
リ
ー

か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
ん
ら
異
な
り
は
し
な
い
。
こ
の
限
り
で

客
観
的
に
は
「
こ
の
私
」
に
関
す
る
特
定
性
と
「
こ
の
石
」
の
特
定
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性
と
は
同
じ
で
あ
り
、
私
の
こ
の
よ
う
な
内
面
的
性
格
、
習
慣
が
生

じ
て
き
た
こ
と
も
そ
れ
と
同
じ
経
緯
で
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
私

に
つ
い
て
の
語
り
得
る
説
明
は
す
べ
て
そ
こ
に
お
い
て
行
わ
れ
る
こ

と
が
で
き
る
。

し
か
し
そ
れ
で
も

「
こ
の
私
」
に
関
し
て
は
、
ま
だ
解
決
さ
れ

、

な
い
重
大
な
問
題
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
生
じ
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
、
客
観
的
に
は
こ
の
よ
う
な
詳
細
な
経
緯
で
説
明
さ
れ
る

「
私
」
の
性
質
に
、
な
ぜ
「
こ
の
私
」
が
結
び
つ
い
た
の
か
、
と
い

う
感
じ
で
あ
る
。
確
か
に
す
で
に
考
察
し
た
よ
う
に

「
私
」
は
存

、

在
す
る
限
り
必
ず
誰
か
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

こ
に
形
式
上
の
問
題
は
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
て

い
る
の
は
自
己
の
存
在
に
つ
い
て
の
感
覚
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
特
定
の
石
」
に
こ
の
感
覚
は
な
い
。

だ
が
こ
う
な
る
と
、
こ
れ
は
「
私
は
な
ぜ
こ
の
私
か
」
と
い
う

形
式
の
問
い
で
は
な
く

「
誰
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
も
そ
も
な

、

ぜ
こ
の
私
が
存
在
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
形
式
の
問
い
と
な
ら
ざ

る
を
得
な
い
。
そ
れ
は
、
私
の
身
体
、
記
憶
も
含
め
た
客
観
的
世
界

は
全
く
そ
の
ま
ま
保
た
れ
た
上
で

「
私
」
だ
け
が
い
な
い
、
と
い

、

う
仮
説
に
お
い
て
先
鋭
化
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
決
し
て
語
ら
れ
得

な
い
が
、
問
題
の
中
核
と
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
何
か
が
仮
定
さ
れ

て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
中
核
は
存
在
論
的
に
根
拠
を
持
つ
の
か
、
そ

れ
と
も
突
き
つ
め
れ
ば
他
の
事
柄
に
解
消
さ
れ
る
も
の
な
の
か
が
問

わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
論
理
的
に
は

無
条
件
で
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
中
核
と
は
、
実
際
に
は

あ
る
条
件
の
下
で
し
か
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
そ
の
条
件
が
不
成
立
の

場
合
は
問
い
の
対
象
と
し
て
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う
見
地
に
立
っ

て
考
察
を
進
め
て
み
た
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
条
件
が
ア
プ
リ

オ
リ
だ
と
私
た
ち
が
思
い
込
ん
で
い
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
こ
の
中

核
存
在
と
「
私
」
の
謎
と
が
無
条
件
に
成
立
す
る
も
の
だ
と
見
な
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
う
な
る
と
、
こ
の
論
理
的
ア

プ
リ
オ
リ
を
実
際
の
経
験
の
中
で
問
う
こ
と
は
論
点
先
取
と
な
る
。

例
え
ば
、
こ
の
中
核
を
そ
れ
自
体
捉
え
ら
れ
な
い
何
か
と
見
な

し
、
そ
れ
を
意
識
の
全
体
の
統
合
的
な
連
関
の
中
心
と
い
う
役
割
に

（

）

（

）

置
き
換
え
た
古
典
的
な
議
論
と
し
て

主
我

を

客
我

、「

」

「

」

I
m
e

の
側
か
ら
捉
え
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
る
分
析
が

あ
る
。
そ
こ
で
は
「
主
我
」
は
本
質
的
に
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
問

（
六
）

題
の
出
所
と
な
る
「
私
」
と
い
う
特
異
点
も
究
極
的
に
は
存
在
し
な

い
。
こ
れ
は

「
な
ぜ
私
が
存
在
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の

、



41／「この私」はなぜ謎をよび起こすのか

前
提
が
不
成
立
で
あ
る
こ
と
を
論
理
的
に
示
す
こ
と
に
も
な
る
。
し

か
し
他
方
で
、
そ
れ
で
も
私
た
ち
の
中
に
は

「
こ
の
私
」
の
存
在

、

に
関
す
る
不
可
解
か
ら
抜
け
切
れ
な
い
感
覚
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ

る
。
そ
れ
は

「
私
」
が
他
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
物
と
は
、
ま
っ
た
く

、

異
な
る
あ
る
独
特
な
、
直
観
的
に
見
出
さ
れ
る
存
在
性
格
を
持
っ
て

い
る
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
存
在
性
格
は

「
私
」
の
ア
プ
リ
オ

、

リ
な
存
在
と
い
う
テ
ー
ゼ
が
究
極
的
に
は
錯
覚
で
あ
る
と
い
う
主
張

に
対
し
て
、
直
観
的
に
だ
け
で
は
な
く
、
一
定
の
論
理
的
な
説
得
力

を
と
も
な
っ
て
抵
抗
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
存
在
性
格
と
説
得
力
に
つ
い
て
吟
味
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

ま
ず
「
こ
の
私
」
の
存
在
の
論
理
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
を
支
え
て
い
る

根
拠
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
私
の
特
殊
な
唯
一
性
に
由

来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
単
に
主
観
的
存
在
で
あ
る
こ
と
だ
け
で
は

こ
の
唯
一
性
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
主
観
的
存
在
は
無
数
に
い
る

こ
と
を
考
え
れ
ば

「
私
」
と
「
こ
の
人
物
」
と
の
対
応
は

「
こ
の

、

、

石

と

こ
の
場
所

と
の
対
応
と
か
わ
り
な
い
か
ら
で
あ
る

こ

」

「

」

。「

の
私
」
の
唯
一
性
は

「
こ
の
私
」
が
い
な
く
な
れ
ば
世
界
も
消
滅

、

す
る
と
い
う
言
明
さ
え
否
定
で
き
な
い
性
質
に
あ
る
。
そ
れ
が
他
の

存
在
物
に
は
な
い
、
か
つ
単
な
る
主
観
的
存
在
と
も
異
な
る

「
こ

、

」

。

「

」

の
私

の
独
特
な
存
在
性
格
を
支
え
て
い
る
の
で
あ
る

そ
の

私

か
ら
見
れ
ば
、
他
者
は
本
当
は
存
在
せ
ず
、
実
は
世
界
さ
え
存
在
し

て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
感
覚
を
も
超
え
た
、
論

駁
不
能
な
特
殊
性
で
あ
り
、
そ
れ
が
独
我
論
的
な
謎
を
生
み
出
し
て

い
る
。
こ
の
特
殊
性
は
、
論
理
的
に
は

「
こ
の
私
」
が
ど
ん
な
状

、

態
で
も
、
ど
ん
な
瞬
間
に
も
生
じ
得
る
。
し
か
し
以
下
で
は
、
こ
の

（
七
）

特
殊
性
の
成
立
に
は
、
実
は
「
私
」
に
関
す
る
あ
る
種
の
理
念
化
が

必
要
で
あ
る
、
と
い
う
見
地
か
ら
議
論
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
し
た

い
。
そ
し
て
こ
の
特
殊
性
を
極
限
ま
で
突
き
つ
め
た
際
に
は
、
か
え

っ
て
こ
の
前
提
と
し
て
の
「
私
」
の
理
念
化
の
方
が
成
り
立
た
な
く

な
る
た
め
、
そ
の
地
点
で
は
「
私
」
の
特
殊
性
自
体
が
崩
壊
し
て
し

。

ま
う
こ
と
を
確
認
し
て
ゆ
き
た
い

第
二
節

「
客
観
的
自
己
」

「
私
は
な
ぜ
こ
の
私
か
」
と
い
う
問
い
は
、
主
観
的
存
在
が
無
数

に
あ
る
こ
と
と

「
私
」
の
唯
一
性
に
関
す
る
独
我
論
的
性
質
と
の

、

断
絶
か
ら
生
じ
た
。
し
か
し
こ
の
断
絶
に
お
け
る
両
方
の
項
の
存
在
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が
前
提
と
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
問
い
が
生
じ
る
た
め
の
条
件
な
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
独
我
論
的
と
も
言
え
る
問
い
は
、
無
数
の
主

観
的
存
在
と
い
う
、
他
者
を
自
己
と
同
じ
主
観
と
見
な
し
、
別
の
個

体
と
し
て
分
別
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
、
根
本
的
に
独
我
論
と
は
矛

盾
し
た
条
件
を
、
自
ら
の
う
ち
に
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言

、

「

」

、「

」

う
な
れ
ば

こ
の
条
件
を
必
要
と
し
な
い

こ
の
私

こ
そ

私

の
理
念
化
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
。
右
記
の
問
い
と
同
様
に

「
私

、

は
な
ぜ
存
在
し
た
か
」
と
い
う
問
い
に
関
し
て
も
、
そ
れ
は
確
定
的

「

」

、

「

」

な

私
の
存
在

に
つ
い
て
の
問
い
で
あ
り
な
が
ら

そ
う
し
た

私

と
は
根
本
的
に
矛
盾
し
た
条
件
を
必
要
と
す
る
と
い
う
仮
説
を
こ
こ

で
は
と
っ
て
ゆ
き
た
い

そ
し
て
も
し
こ
の
条
件
が

確
定
的
な

私

。

、

「

の
存
在
」
の
本
質
的
部
分
の
根
拠
で
あ
る
な
ら
、
右
記
の
問
い
は
問

い
の
条
件
が
成
立
し
な
い
か
、
ま
た
は
別
の
存
在
論
的
な
問
い
に
移

し
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
「
私
は
な
ぜ
こ
の
私
か
」
と
い
う
問
い
の
条
件
か
ら
検
討

。

、

」

し
た
い

こ
こ
で
は

ま
っ
た
く
条
件
抜
き
で
成
立
す
る｢

こ
の
私

と
は
一
体
何
か
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
逆
に
こ
の
条
件
の
隠
れ
た
働

き
を
明
ら
か
に
で
き
る
。
条
件
抜
き
の
「
こ
の
私
」
と
は
、
あ
ら
ゆ

る
内
的
性
格
や
他
と
の
関
係
づ
け
、
客
観
的
分
類
と
も
無
縁
な
、
純

。

「

」

。

粋
な
自
己
の
こ
と
に
な
る

こ
れ
が
理
念
化
さ
れ
た

私

で
あ
る

し
か
し
そ
う
し
た
純
粋
性
は
果
た
し
て
自
己
に
と
っ
て
可
能
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
「
私
」
は
あ
ま
り
に
も
何
ら
か
の
性
格
、
関
係
づ
け
の

中
で
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
抜
き
で
「
私
」
を
考
え
る

こ
と
は
そ
も
そ
も
不
可
能
で
は
な
い
か
。

こ
の
純
粋
性
を
徹
底
さ
せ
た
一
例
に
、
ト
マ
ス
・
ネ
ー
ゲ
ル
が

「

」

。

客
観
的
自
己

と
呼
ぶ
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る

（

）

the
objective

self

こ
の
自
己
は
客
観
的
に
規
定
さ
れ
得
る
対
象
と
し
て
の
自
己
で
は
な

く
、
ま
た
主
観
性
を
伴
な
っ
て
い
る
無
数
の
自
己
の
一
つ
と
い
う
意

味
で
も
な
い
。
む
し
ろ
私
の
唯
一
性
と
特
殊
性
と
を
徹
底
さ
せ
て
、

個
的
存
在
と
し
て
の
限
定
を
徹
底
的
に
払
拭
し
た
果
て
に
行
き
着
く

よ
う
な
「
客
観
性
」
を
持
つ
自
己
で
あ
る
。
こ
の
「
客
観
性
」
と
は

（
八
）

単
に
外
部
か
ら
主
観
を
観
察
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
む
し
ろ

主
観
性
を
徹
底
し
た
果
て
に
、
主
観
性
自
身
が
内
側
か
ら
無
意
味
化

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
き
着
く
「
客
観
性
」
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に

来
る
と

「
私
だ
け
が
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味
の
独
我
論
も
す
で

、

。

、

「

」

、

に
あ
り
得
な
い

な
ぜ
な
ら

こ
の

私
だ
け
が

と
い
う
意
識
は

他
者
や
私
以
外
の
も
の
と
の
対
比
と
関
係
と
を
通
じ
て
初
め
て
生
じ

得
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
事
実
が
隠
さ
れ
た
ま
ま

「
私
」
を
普

、



43／「この私」はなぜ謎をよび起こすのか

遍
化
し
て
い
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
独

我
論
で
は
私
の
唯
一
性
の
徹
底
は
不
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対

し
て
「
客
観
的
自
己
」
の
「
客
観
性
」
と
は
、
私
の
唯
一
性
の
徹
底

に
よ
っ
て
、
自
己
と
他
者
と
い
う
区
別
ま
で
滅
却
し
て
い
る
た
め
、

も
は
や
「
私
だ
け
が
」
と
い
う
言
明
さ
え
無
意
味
す
る
、
と
い
う
意

味
に
な
る

「
私
」
と
は
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
私
以
外
の
も
の
を
前

。

提
と
し
て
お
り
、
従
っ
て
「
私
」
が
本
当
に
唯
一
存
在
で

「
私
」

、

以
外
が
な
い
な
ら
ば

「
私
」
は
す
で
に
定
立
さ
れ
得
な
い
か
ら
で

、

あ
る
。

ネ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
自
己
が
、
当
然
の
ご
と
く
自
分
個
人
に
属
す

る
と
見
な
さ
れ
反
省
さ
え
さ
れ
な
か
っ
た
性
質
か
ら
退
く
、
つ
ま
り

「
私
が
自
分
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
特
定
の
個
人
の
、
鑑
み
ら
れ
る

こ
と
の
な
か
っ
た
視
角
か
ら
退
く
」
こ
と
、
そ
し
て
さ
ら
に
「
個
人

、

」

の
視
点
か
ら
ば
か
り
で
な
く

種
が
所
有
す
る
視
点
の
タ
イ
プ
か
ら

も
退
く
こ
と
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
て
行
く
と
言
う
。
つ
ま
り
私
と
意

（
九
）

識
さ
れ
ざ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
不
可
分
に
一
致
し
て
い
た
性
質
か
ら

も
脱
却
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
初
め
て
、
私
と
他
人

の
誰
か
と
の
間
で
共
通
す
る
、
世
界
へ
の
視
線
の
獲
得
、
そ
し
て
次

に
人
間
で
あ
る
私
と
他
の
種
と
の
間
で
共
通
す
る
視
線
が
獲
得
さ
れ

る
。
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
」

で
は
、
こ
の
脱
却
途
上
の
乗
り
越
え
が
た
い
困
難
が
主
題
と
な
っ
て

い
た
が

「
客
観
的
自
己
」
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
は
逆
に
そ
の
乗
り

、

越
え
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
行
き
着
く
の
は
「
さ
ら
に
厳
し
く
普

遍
的
な
客
観
的
自
己
を
創
り
出
す
こ
と

、
言
わ
ば
す
べ
て
の
人
間

」

（
一
〇
）

同
士
、
あ
ら
ゆ
る
種
同
士
に
共
通
す
る
視
線
を
求
め
て
い
っ
た
極
限

に
位
置
す
る

「
自
己
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
「
客

、

観
的
自
己
」
と
は
、
互
い
に
把
握
不
可
能
と
さ
れ
た
各
々
別
々
の
種

に
お
け
る
「
何
か
で
あ
る
こ
と
」
の
様
々
な
視
線
か
ら
、
す
べ
て
共

通
に
共
有
で
き
る
よ
う
な
要
素
が
抽
出
さ
れ
た
も
の
に
相
当
す
る
。

問
題
は
、
こ
の
自
己
か
ら
の
視
線
に
お
い
て
、
誰
か
で
あ
る
特

定
性
と
し
て
の
「
私

、
さ
ら
に
は
そ
の｢

私｣

の
存
在
理
由
が
問
わ

」

れ
得
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
自
己
と
し
て
の
「
私
」
を

ネ
ー
ゲ
ル
は

「
私
が
Ｔ
Ｎ
や
あ
ら
ゆ
る
そ
の
他
の
客
観
的
に
特
定

、

化
さ
れ
た
個
人
に
対
し
て
持
つ
よ
う
な
い
か
な
る
関
係
も
、
偶
然
で

任
意
の
も
の
に
違
い
な
い
」
と
言
わ
れ
得
る
次
元
で
の
「
私
」
と
し

（
一
一
）

て
見
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
私
」
は
、
ど
ん
な
客
観
的
規
定
可
能
物
と

も
本
質
的
な
関
係
を
持
た
な
い
。
そ
れ
が
、
特
定
性
が
一
切
な
い
と

い
う
こ
と
の
内
実
で
あ
る
。
こ
の
徹
底
的
な
中
立
性
が
、
あ
ら
ゆ
る
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種
の
特
殊
性
を
超
え
て
、
そ
の
根
底
に
共
通
す
る
「
私
」
の
本
質
に

あ
り
、
そ
れ
は
非
常
に
抽
象
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
な
い
と

「
こ
の
特
定
の
私
」
や
「
私
の
世
界
」
ま
で
も
が

初
か
ら
不
可
能

に
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
ら
れ
る
何
か
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の

（
一
二
）

自
己
の
視
線
は
、
他
の
人
間
の
視
線
で
あ
っ
て
も
他
の
生
物
種
の
視

線
で
あ
っ
て
も
変
わ
り
が
な
い
よ
う
に
、
私
個
人
の
生
活
習
慣
に
よ

っ
て
無
意
識
的
な
領
域
に
ま
で
浸
透
し
た
概
念
や
知
覚
の
フ
ィ
ル
タ

ー
の
み
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
生
物
種
に
よ
っ
て
異
な
る
様
々
な
フ
ィ

ル
タ
ー
や
主
観
的
特
定
性
を
も
除
去
し
た

根
源
に
位
置
す
る
普
遍

的
な
「
客
観
性
」
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
に
ネ
ー
ゲ

ル
は
こ
の
自
己
を
、
独
我
論
で
は
な
い
と
断
り
つ
つ
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
考
』
五
・
六
四
一
に
お
け
る
「
形
而
上
学
的
自

己
」
と
類
似
さ
せ
て
い
る
。
し
か
し
「
客
観
的
自
己
と
は
、
主
観
が

延
長
の
な
い
点
へ
と
収
縮
す
る
前
の

終
段
階
で
あ
る

、
つ
ま
り

」

世
界
と
自
己
と
が
ま
っ
た
く
同
化
す
る
所
ま
で
は
行
か
ず
、
そ
の
直

前
の
極
限
状
態
に
相
当
す
る
と
い
う
。
こ
れ
は
ネ
ー
ゲ
ル
が
、
自
我

が
可
能
な
限
り
の
特
定
性
を
取
り
去
っ
た
極
限
の
状
態
と
、
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
う
「
純
粋
な
実
在
論
」
つ
ま
り
主
観
的
な
点

が
な
く
世
界
だ
け
し
か
な
い
状
態
と
の
狭
間
に
、
普
遍
的
な
主
観
的

状
態
を
い
ま
だ
設
定
す
る
立
場
、
つ
ま
り
自
己
に
関
す
る
一
種
の
超

。

、

越
主
義
的
な
立
場
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

例
え
ば
ネ
ー
ゲ
ル
は

観
念
論
で
は
な
い
と
断
り
つ
つ

「
客
観
的
自
己
」
と
フ
ッ
サ
ー
ル

、

の
「
超
越
論
的
主
観
」
と
の
類
似
性
を
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の

主
観
も
外
か
ら
観
察
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
意
識
流
の
超
越
論

、

。

的
な
産
出
の
起
点
で
あ
り

あ
る
意
味
で
世
界
か
ら
超
越
し
て
い
る

し
か
し
内
容
が
な
い
ゆ
え
に
、
そ
れ
だ
け
を
取
り
出
し
た
場
合
に
は

誰
で
も
な
い
「
匿
名
性
」
を
特
色
と
す
る
。
誰
で
も
な
い
限
り
、
そ

こ
で
私
は
な
ぜ
「
こ
の
特
定
の
私
」
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
生
じ

得
な
い
。
さ
ら
な
る
問
題
は
、
こ
の
徹
底
化
に
お
い
て
は
、
私
は
な

ぜ
存
在
す
る
か
と
い
う
問
い
も
不
成
立
に
な
り
得
る
の
か
で
あ
る
。

、

「

」

、「

」

匿
名
的
で
あ
っ
て
も

そ
こ
に

私

が
あ
る
限
り

私
の
存
在

は
問
題
化
す
る
と
い
う
見
解
は
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
独
立
し
た

「
私
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
実
は
自
他
の
区
別
、
主
観

と
世
界
と
の
区
別
の
な
い
「
流
れ
」
の
あ
る
側
面
に
対
し
て
、
機
能

的
に
命
名
さ
れ
た
名
称
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ

、「

」

こ
に
お
い
て
本
当
に
実
在
す
る
の
は
経
験
だ
け
で
あ
り

こ
の
私

と
は
そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
た
機
能
的
概
念
で
し
か
な
い
。
そ
こ
で
は

ネ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
な
自
己
の
超
越
性
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
な
主
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観
の
形
式
さ
え
な
く
、
主
観
的
な
も
の
と
世
界
と
は
渾
然
一
体
と
な

る
。
こ
こ
に
「
存
在
者
」
は
な
く

「
存
在
者
」
が
な
い
限
り
、
そ

、

の
根
拠
と
し
て
の
「
存
在
理
由
」
は
問
わ
れ
得
な
い

「
私
」
の
存

。

在
に
つ
い
て
の
問
い
は
、
そ
の
条
件
の
方
が
不
成
立
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。
反
対
に
ネ
ー
ゲ
ル
な
ど
に
お
い
て
「
客
観
的
自
己
」
と
い
う

形
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
私
」
が
問
題
化
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
も
と
も
と
「
私
」
が
存
在
者
に
な
ら
な
い
所
に
、
形
式
上
そ
の
枠

組
み
を
設
け
た
こ
と
に
起
因
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
世
界
と

不
可
分
な
「
流
れ
」
の
思
想
は
、
例
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
「
思
考
の

」

、

、

流
れ

に
お
い
て

私
た
ち
が
主
我

と
考
え
て
い
る
も
の
が

（

）

I

分
離
不
可
能
な
経
験
の
流
れ
の
実
質
化
さ
れ
な
い
推
移
的
部
分
の
作

。

「

」

用
と
さ
れ
る
所
な
ど
に
見
出
さ
れ
る

す
る
と
逆
に
経
験
の

流
れ

は
、
こ
う
し
た
存
在
理
由
の
不
問
化
と
い
う
観
点
か
ら
見
直
さ
れ
る

必
要
も
考
え
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

こ
の
節
で
は
論
理
的
に
は
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
問
わ
れ
得
る
記

述
不
能
な
「
私
」
と
は
、
経
験
的
に
は
そ
の
前
提
の
方
が
不
成
立
に

、

。

な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
を

主
に
ネ
ー
ゲ
ル
を
通
じ
て
考
え
て
き
た

こ
の
不
成
立
は

「
私
」
の
存
在
理
由
と
い
う
根
拠
へ
の
問
い
を
解

、

消
さ
せ
得
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
ネ
ー
ゲ
ル
の
場
合
の
「
私
」
は

客
観
的
「
自
己
」
と
い
う
、
存
在
者
と
し
て
の
形
式
を
保
っ
た
も
の

で
あ
っ
た
。
次
に

「
私
」
へ
の
問
い
の
前
提
の
不
成
立
を
ジ
ェ
イ

、

ム
ズ
の
純
粋
経
験
説
の
中
で
さ
ら
に
確
認
し
、
そ
れ
で
も
「
私
の
存

在
」
に
つ
い
て
の
本
当
の
謎
が
残
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か

を
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

第
三
節

純
粋
経
験
と
そ
の
起
源

こ
こ
で
純
粋
経
験
を
例
に
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
そ
れ
が
自
我
の

根
源
と
し
て
の
没
自
我
的
な
状
態
を
示
し
て
い
る
代
表
的
な
立
場
の

一
つ
で
あ
り
、
前
述
の
問
い
成
立
の
経
験
的
不
可
能
性
を
考
え
る
上

。

、

で
適
切
な
事
例
の
一
つ
で
あ
る
た
め
で
あ
る

つ
ま
り
こ
の
問
い
が

本
来
誰
で
も
な
い
経
験
が
、
自
己
と
い
う
ア
ポ
ス
テ
オ
リ
な
形
式
の

中
で
己
自
身
に
つ
い
て
問
う
と
い
う
矛
盾
か
ら
生
じ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
ず
、
従
っ
て
根
本
に
お
い
て
は
不
成
立
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
適
例
と
考
え
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

前
節
で
の
疑
問
は
、
特
定
性
を
す
べ
て
排
除
し
た
普
遍
的
な
も
の

か
ら
の
視
線
が
、
特
定
化
さ
れ
た
個
別
存
在
が
持
つ
よ
う
な
性
質
を
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ど
こ
ま
で
伴
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
普
遍
的
で

あ
る
は
ず
の
も
の
を
個
別
特
定
化
し
て
し
ま
う
傾
向
は
、
匿
名
的
な

「
私
」
に
関
し
て
、
通
常
の
私
た
ち
の
個
別
的
な
自
己
意
識
か
ら
の

類
推
で
考
え
る
こ
と
で
生
じ
た
。
こ
の
個
別
的
な
特
定
化
が
自
己
意

識
の
特
定
に
基
づ
く
こ
と
と
は
反
対
に
、
純
粋
経
験
の
立
場
で
は
、

「
意
識
」
は
存
在
し
な
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
私
た
ち
が
す

べ
て
ゾ
ン
ビ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
考
え
の
実
質
か
ら
独

立
し
て
意
識
と
い
う
枠
組
み
が
単
体
で
存
在
す
る
こ
と
の
否
定
で
あ

る
。
そ
こ
で
意
識
や
自
我
は
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
適

当
な
よ
う
に
文
脈
化
さ
れ
た
経
験
状
態
の
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な

等
価
物
」
で
あ
り
、
し
か
も
経
験
の
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
そ
れ

ら
だ
け
が
存
在
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
つ
ま
り
自
己
と
は
本
来
個

別
化
さ
れ
た
単
体
と
し
て
の
存
在
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
後
に
な
っ

て
機
能
的
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
き
た
存
在
者
に
他

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
「
私
」
の
起
源
へ
の
問
い
は
、
問
わ
れ

る
も
の
が
す
で
に
そ
れ
自
体
と
し
て
起
源
を
問
わ
れ
る
べ
き
存
在
性

格
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
主
客
分
離
が
生
じ
て
い
な
い

状
態
に
お
い
て
、
主
観
の
極
と
し
て
の
「
私
」
に
つ
い
て
問
う
こ
と

に
意
味
は
な
い
か
ら
で
あ
る

「
私
の
擁
護
し
て
い
る
原
理
に
立
て

。

ば
、
一
つ
の
『
心
』
な
い
し
『
個
人
的
意
識
』
は
、
あ
る
一
定
の
さ

ま
ざ
ま
な
推
移
過
程
の
混
和
し
た
一
連
の
経
験
を
あ
ら
わ
す
名
称
」

と
さ
れ
る
限
り
、

初
に
「
こ
の
私
」
あ
り
き
と
い

（

）

E
R
E
p.39

う
考
え
自
体
が
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
「
経
験
」
で

は

「
私
」
の
謎
を
解
明
す
る
に
あ
た
っ
て
、
特
定
の
主
観
か
ら
特

、
定
性
を
消
去
し
て
ゆ
く
方
向
で
は
な
く
、
も
と
か
ら
問
題
に
す
べ
き

特
定
性
は
な
か
っ
た
と
い
う
順
序
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
個
別

意
識
的
な
も
の
は
経
験
と
い
う
没
個
性
的
、
か
つ
規
定
不
可
能
な
実

在
の
中
に
解
消
さ
れ
、
こ
の
点
で
「
経
験
」
は
ネ
ー
ゲ
ル
的
な
「

終
段
階
」
の
「
客
観
的
自
己
」
よ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的

な
「
純
粋
な
実
在
論
」
の
方
に
近
い
。
前
者
か
ら
は
特
定
性
は
排
除

さ
れ
て
い
る
が
、
ま
だ
個
別
性
は
残
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
さ
え
消

去
さ
れ
た
後
者
は
、
私
た
ち
の
自
己
意
識
か
ら
の
類
推
で
考
え
る
こ

と
が
よ
り
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

で
は
経
験
と
は
生
命
の
な
い
機
械
論
的
な
も
の
な
の
か
。
否
、

そ
れ
は
意
識
と
意
識
の
な
い
も
の
と
の
分
離
以
前
で
あ
る
た
め
、
心

や
機
械
と
い
う
規
定
自
体
が
こ
こ
で
は
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
。
そ

こ
に
あ
る
の
は
ま
ず
「
感
じ
」
の
遍
在
で
あ
る
。
よ
り
精
確
に
は
、

感
じ
が

何

と
し
て
成
立
す
る
以
前
の
様
態
の
遍
在
で
あ
る

そ

「

」

。「

、
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れ
自
身
で
は
、
私
の
も
の
と
し
て
も
あ
な
た
の
も
の
と
し
て
も
感
じ

、
、
、
、
、

ら
れ
な
い

、
つ
ま
り
ま
だ
所
属
先
さ
え
な
い
根
源
性

」（E
R
E
p.66

）

が
、
こ
こ
で
の
「
感
じ
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
で
は
「
誰
か
」
は
ど
う

し
て
生
じ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
感
じ
」
の
あ
る
部
分
か
ら
「
知
る
こ

と
」
が
生
ず
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
「
知
る
こ
と
」
は
「
所
有
」
を

生
む
た
め
、
そ
の
結
果
所
有
の
主
体
が
要
求
さ
れ

「
個
別
化
」
が

、

生
じ
る
に
到
る
と
い
う
順
に
な
る

「
感
じ
」
は
誰
の
も
の
と
も
な

。

り
得
る
。
し
か
し
そ
れ
は
個
別
性
以
前
で
あ
る
た
め

「
私
」
と
い

、

う
枠
内
か
ら
の
視
線
に
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
枠
は

「
感
じ
」
に

、

あ
と
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
た
機
能
的
な
も
の
で
あ
り
、
あ
と
か
ら
つ

け
加
え
ら
れ
た
も
の
が
「
感
じ
」
よ
り
先
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
に
問
題
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
「
感
じ
」
は

「
客
観

、

的
自
己
」
が
特
定
性
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
反
面
、
自
己
と
い
う

枠
内
に
あ
る
の
と
は
異
な
る
。
こ
の
よ
う
に
徹
底
的
な
「
経
験
」
に

お
い
て
は

「
私
」
と
い
う
枠
が
な
い
ゆ
え
に

「
あ
な
た
」
と
の
区

、

、

別
が

初
か
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
経
験
の
中
か
ら
個
別
の

「
私
」
が
生
じ
て
き
た
場
合
に
は
、
そ
れ
は
必
ず
特
定
の
誰
か
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
「
私
」
が
「
こ
の
私
」
で
あ
る

こ
と
に
論
理
上
の
問
題
は
な
い
。
逆
に
「
こ
の
私
」
が
別
の
「
私
」

と
意
識
内
容
を
共
有
す
る
こ
と
で
両
者
が
一
つ
の
「
感
じ
」
に
お
い

て
融
合
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

し
か
し
こ
こ
で
「
私
」
を
生
じ
さ
せ

「
誰
か
」
と
な
る
何
か
は

、

ど
こ
か
ら
来
た
の
か
。
そ
の
出
所
は
ま
だ
不
明
で
あ
り
、
こ
の
出
所

が
「
私
」
の
存
在
の
謎
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
成
り
立
た

。

「

」

「

」

、

な
い
の
か

確
か
に

感
じ

と
区
別
さ
れ
た
そ
の

所
有

者
は

感
じ
の
中
に
は
そ
の
存
在
の
し
る
し
が
見
当
た
ら
な
い
が
故
に
、
そ

。

、

こ
か
ら
は
説
明
不
能
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は

基
本
的
に
こ
の
知
者
自
体
と
い
う
も
の
を
独
立
し
た
存
在
者
と
は
見

な
さ
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
。
知
者
と
は
経
験

の
推
移
に
お
い
て
、
何
か
へ
と
向
か
う
運
動
と
向
か
わ
れ
る
も
の
と

、

、

が
分
か
れ
る
働
き
に
対
し
て

機
能
的
に
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
り

そ
こ
か
ら
す
る
と
、
私
の
「
存
在
」
の
謎
を
問
い
の
出
発
点
と
す
る

こ
と
自
体
が
誤
り
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
す
る
の
は
主
観
と
対

象
で
は
な
く
、
目
的
へ
と
向
か
う
「
仲
介
物
」
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

を
重
心
に
推
移
し
て
い
く
の
が
実
際
の
経
験
だ
か
ら
で
あ
る

「
こ

。

、

れ
に
よ
っ
て
か
か
る
仲
介
物
の
出
発
点
は
〈
知
る
も
の
〉
と
な
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、
、

ま
た
仲
介
物
の
向
か
う
目
的
物
は
意
味
さ
れ
る
、
あ
る
い
は
〈
知
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

、
、

れ
る
対
象
〉
と
な
る
、
と
い
う
結
果
に
な
る

。
こ
の

」
（E

R
E
p.29

）

、
、
、
、

、
、
、
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推
移
の
中
に
「
知
る
者
」
が
登
場
し
て
初
め
て
「
私
」
が
出
て
く
る

、

「

」

、「

」

の
で
あ
り

そ
し
て
そ
の

私

は
必
ず
誰
か
で
あ
る
限
り

私

が
ど
の
特
定
の
個
人
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
問
題
は
な
い
。
ま
た
こ

の

仲
介
物

は
諸
経
験
の

接
続

と
も
言
い
換
え
ら
れ
る

直

「

」

「

」

。「

接
に
経
験
さ
れ
る
接
続
的
関
係
は
、
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
同
じ

程
に
実
在
的

で
あ
り
、
そ
れ
は
実
体
性
の
な
い
不

」（

）
E
R
E
p.45-6

、「

」

「

」

定
形
の
推
移
物
で
あ
り
な
が
ら

超
越
論
的
自
我

や

絶
対
者

に
も
置
き
換
え
ら
れ
る
、
自
我
の
実
際
上
の
根
源
な

（

）

E
R
E
p.42

の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
仲
介
物
」
や
「
接
続
」
は
あ
ら
ゆ
る
特
定

性
か
ら
抜
け
落
ち
続
け
る
。
言
わ
ば
、
こ
れ
ら
の
根
源
的
実
在
は
、

規
定
不
可
能
で
あ
る
こ
と
と
、
根
源
性
と
い
う
二
つ
の
性
質
を
同
時

に
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
不
可
能
で
あ
る
が

ゆ
え
に
根
源
た
り
得
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
意
味
理
に
か
な
っ
て
い

る
。
な
ぜ
な
ら
、
規
定
可
能
か
つ
根
源
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
の
根

源
の
さ
ら
な
る
根
源
は
何
か
、
も
し
く
は
こ
の
根
源
と
い
う
存
在
者

を
存
在
者
と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
根
拠
が
さ
ら
に
問
題
に
な
り

続
け
る
の
に
対
し
て
、
こ
の
規
定
不
可
能
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
実
在

に
つ
い
て
は
、
そ
の
根
拠
を
問
う
こ
と
が
す
で
に
背
理
で
し
か
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て

「
私
」
の
中
心
が
こ
の
推
移
物
な
の
で
あ

、

れ
ば

「
こ
の
私
は
な
ぜ
存
在
し
た
か
」
と
い
う
問
い
は
、
元
来
特

、

定
不
可
能
な
も
の
に
特
定
性
を
付
与
し
、
根
拠
な
き
も
の
に
根
拠
を

求
め
る
問
い
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
求
め
は
問
わ
れ
る
側
か
ら
要
求
さ

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
側
が
行
っ
た
操
作
に
起
因
す
る
こ
と

に
な
る
。

で
は
こ
れ
で
、
こ
の
「
知
る
者
」
の
登
場
に
関
す
る
不
可
思
議

は
解
決
さ
れ
た
の
か

「
知
る
」
と
い
う
働
き
が
一
度
生
ず
れ
ば
、

。

そ
こ
に
主
観
、
文
脈
化
、
そ
れ
ら
に
よ
る
意
識
が
生
じ
て
く
る
こ
と

は
機
能
的
に
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
し
か
し
不

可
思
議
に
思
わ
れ
る
の
は

な
ぜ
こ
の

知
る

と
い
う
機
能
が

こ

、

「

」

「

の
」
私
に
な
っ
て
い
く
か
と
い
う
所
に
あ
る

「
こ
の
」
私
は
、
機

。

能
に
よ
っ
て
も
自
我
一
般
に
関
す
る
客
観
的
説
明
に
よ
っ
て
も
す
り

ぬ
け
て
し
ま
う
、
世
界
に
お
け
る
特
殊
な
唯
一
性
を
所
持
し
て
い
る

と
直
観
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
確
か
に
『
心
理
学
原
理
』
に
お
い
て

す
で
に

「
私
」
が
見
出
さ
れ
る
条
件
は
「
反
省
的
な
過
程
」
で
あ

、

り

「
主
観
性
そ
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
思
惟
者

、

、
、
、

と
し
て
の
私
た
ち
自
身
を
考
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
結
果
で
あ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

る

と
い
う
事
実
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も

。
」
（

）

P
P
p.284

主
観
性
と
は
実
体
で
は
な
く
、
根
源
的
な
「
流
れ
」
の
変
化
に
過
ぎ
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な
い
。
つ
ま
り
「
私
」
が
登
場
し
た
そ
の
存
在
の
謎
は
、
も
と
も
と

個
別
的
実
体
の
な
い
所
に
対
し
て
主
観
の
実
体
化
を
行
っ
た
結
果
に

あ
り

「
私
」
と
先
行
す
る
根
源
的
状
態
と
の
本
質
的
な
違
い
が
な

、

い
こ
と
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
こ
の
謎
は
も
と
か
ら
な
く
な
る
こ
と
に

な
る
。
だ
が
そ
れ
に
対
し
て

『
原
理
』
で
は
次
の
よ
う
な
指
摘
も

、

見
ら
れ
る

「
考
え
を
、
考
え
自
体
へ
の
注
意
や
、
考
え
が
顕
わ
に

。

す
る
ど
ん
な
対
象
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
私
た
ち
自
身
と
同
一
化
す
る

こ
と
は
、
ゆ
ゆ
し
き
操
作
で
あ
り
、
あ
る
面
に
お
い
て
は
む
し
ろ
不

可
思
議
な
操
作
で
あ
る

。

繰
り
返
す
よ
う
に
、
流
れ

」（PP
p.284

）

と
し
て
の
「
考
え
」
自
体
は
誰
で
も
な
く
、
私
で
も
な
い
。
つ
ま
り

右
記
の
文
は
、
本
来
の
「
考
え
」
を
「
私
」
と
し
て
見
な
す
こ
と
の

誤
り
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
事
実
と
し
て
「
私
」
が
認
め
ら
れ

て
い
る
こ
と
の
理
由
な
き
「
不
可
思
議
」
を
取
り
除
か
な
い
で
い
る

文
面
と
し
て
理
解
で
き
る
。

こ
れ
は
誰
で
も
な
い
経
験
か
ら
、
特
定
化
さ
れ
た
「
私
」
が
生

じ
た
こ
と
に
関
す
る
謎
で
も
あ
る
。
経
験
に
「
こ
の
私
」
と
一
致
す

る
唯
一
的
主
観
は
存
在
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

で
は
特
定
の

こ

。

「

の
私
」
と
い
う
も
の
は
、
何
を
条
件
に
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
し

、

「

」

そ
の
条
件
を
考
え
る
こ
と
が
無
意
味
な
ら
ば

そ
も
そ
も

こ
の
私

の
唯
一
性
と
い
う
観
念
が
論
理
上
無
意
味
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
条
件
と
は
「
私
」
以
外
の
も
の
と
の
対
置
で
あ
る
。
そ
れ
は
他

者
で
も
あ
る
が
、
こ
の
対
置
を

も
顕
著
に
行
う
の
が

「
私
」
の

、

存
在
に
対
す
る

私

の
非
存
在
と
い
う
こ
と
で
あ
る

従
っ
て

こ

「

」

。

「

」

、

「

」

の
私

の
唯
一
性
が
論
理
上
解
消
さ
れ
る
と
す
れ
ば

そ
れ
は

私

に
関
す
る
存
在
非
存
在
の
区
別
が
ど
こ
ま
で
消
去
さ
れ
る
の
か
に
関

係
し
て
い
る
。
こ
れ
は
他
者
に
対
す
る
自
分
と
い
う
区
別
と
は
異
質

の
根
源
的
な
区
別
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は

「
私
」
は
存
在
し
な
い
可
能
性

、

も
あ
っ
た
の
に
存
在
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
こ
の

疑
問
に
お
い
て
、
非
存
在
に
対
し
て
存
在
す
る
「
私
」
は
際
立
ち
、

そ
し
て
こ
の
疑
問
の
解
決
が
、
誰
で
も
な
い
「
流
れ
」
と
誰
か
と
し

て
あ
る
状
態
と
の
間
に
広
が
る
深
淵
の
橋
渡
し
に
関
係
す
る
。
結
論

的
に
言
え
ば
、
こ
の
深
淵
は
論
理
的
に
は
塞
ぐ
こ
と
が
で
き
る
、
つ

ま
り
語
り
得
る
範
囲
に
お
い
て
問
題
は
生
じ
て
い
な
い
。
問
題
が
生

じ
て
い
る
と
す
れ
ば
語
り
得
な
い
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
ジ

ェ
イ
ム
ズ
の
言
葉
を
確
認
し
た
い
。
経
験
の
純
粋
な
直
接
状
態
は
そ

れ
自
身
に
気
づ
い
て
お
ら
ず
、
こ
の
段
階
で
は

「
そ
れ
は
た
だ
在

、

、

る
だ
け
」
で
あ
っ
て
誰
か
は
な
い
。
し
か
し
「
そ
れ
へ
の
気
づ
き
、

、
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と
私
た
ち
の
呼
ぶ
も
の
が
現
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
そ

」（

）

E
R
E
p.65

れ
は
誰
か
と
な
る
。
そ
の
場
合
の
難
し
さ
と
は
「
論
理
的
な
難
し
さ

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
ま
だ
矛
盾
は
含
ま
れ
な
い
か
ら
で
あ
る

」
。

と
い
う
。
発
生
し
た
主
観
が
誰
か
に
な
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
必
ず
誰

か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
限
り
、
何
の
問
題
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（

）

し
か
し

そ
れ
は
む
し
ろ
存
在
論
的
な
難
し
さ
で
あ
る

、「

」E
R
E
p.65

こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
「
存
在
論
的
」
と
は
ど
う
い
う

意
味
か
。
確
か
に
「
私
」
が
一
度
存
在
す
れ
ば
誰
に
な
っ
て
も
そ
こ

に
論
理
的
問
題
は
な
い
が

「
私
」
が
特
定
の
「
誰
」
で
あ
る
こ
と

、

と

「
こ
の
」
私
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
と
は
問
題
の
次
元
が
異
な

、
り
、
む
し
ろ
論
理
的
な
説
明
が
届
か
な
い
領
域
に

「
こ
の
私
」
の

、

「
こ
の
」
性
が
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
続

け
て
、
特
定
化
さ
れ
た
「
私
」
が
登
場
し
た
後
の
諸
経
験
に
つ
い
て

は

「
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
経
験
が
一
体
い
か
に
し
て
そ
れ
自

、

、
、
、

身
を
生
じ
さ
せ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
な
ぜ
そ
う
い
う
経
験
の
も
つ

、
、
、
、
、
、
、

、
、

性
格
や
関
係
が
ま
さ
し
く
現
わ
れ
て
い
る
通
り
の
も
の
に
な
っ
て
い

る
の
か
、
こ
う
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
理
解
の
端
緒
を

さ
え
掴
む
こ
と
は
で
き
な
い

と
も
言
う
。
つ
ま
り

。
」（

）

E
R
E
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こ
の
特
定
化
さ
れ
た
経
験
の
「
存
在
論
的
」
問
題
は
謎
の
ま
ま
と
い

う
表
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
矛
盾
が
そ
こ
に
な
い
限
り
、
言
語
や
論

理
の
問
題
と
し
て
そ
れ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
わ
ば
、
問
題
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
語
り
得
る
範
囲
に
は
な
い
と
い
う
暗
示
で
あ
る
。

し
か
し
語
り
得
る
こ
と
と
は
一
般
に
何
か
と
の
関
係
を
条
件
と

す
る
な
ら
、
こ
の
問
題
は
関
係
の
内
に
は
な
い
。
さ
ら
に
、
特
定
化

さ
れ
た
「
私
」
と
は
関
係
性
を
条
件
と
す
る
な
ら
ば
、
語
り
得
な
い

問
題
は
こ
の
「
私
」
と
も
無
縁
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の

「
存
在
論
的
問
題
」
は
、
関
係
を
絶
し
た

「
私
」
と
は
な
り
得
な

、

い
「
私
」
に
つ
い
て
問
い
を
作
っ
て
い
る
点
で
自
己
矛
盾
を
含
み
な

が
ら
、
そ
れ
で
も
何
か
の
仕
方
で
こ
の
語
れ
な
い
「
私
」
を
問
題
に

せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
問
題
の
根
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
あ

る
経
験
が
特
定
の
個
人
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
し
ま
っ
た
謎
は
、

論
理
的
に
は
解
決
さ
れ
た
と
し
て
も
、
直
観
と
し
て
は
払
拭
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
事
実
と
し
て
「
そ
れ
ら
の
経
験
が
お
の
れ
自
身
を
生
じ

さ
せ
得
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
事
実
を
承
認
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
経

、
、

験
や
感
じ
は
誰
の
も
の
で
も
な
い
所
か
ら
誰
か
の
も
の
に
な
っ
た
と

し
て
問
題
は
な
い
。
そ
れ
は

「
感
じ
が
二
つ
の
違
っ
た
仕
方
で
、

、

同
時
に
、
つ
ま
り
あ
な
た
の
も
の
と
し
て
、
な
ら
び
に
私
の
も
の
と



51／「この私」はなぜ謎をよび起こすのか

し
て
感
じ
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
に
は
、
い
ま
だ
別
に
何
ら
の
不

合
理
も
な
い

と
い
う
主
張
に
も
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ

」（

）

E
R
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は
、
二
者
が
「
感
じ
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、
も
し
彼
ら
の
間

で
す
べ
て
の
「
感
じ
」
が
共
有
さ
れ
た
場
合
、
二
者
の
区
別
は
論
理

上
存
在
し
な
い
と
い
う
見
解
を
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を

。

「

」

示
し
て
い
る

つ
ま
り
経
験
内
容
が
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
れ
ば

私

も
同
じ
に
な
り
、
そ
こ
に
独
立
存
在
と
し
て
の
個
を
確
保
す
る
ア
プ

リ
オ
リ
な
枠
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の

場
合
に
は
、
他
な
ら
ぬ
「
こ
の
私
」
が
非
存
在
か
ら
な
ぜ
生
じ
た
か

と
い
う
問
い
は
、
普
遍
的
な
経
験
を
す
べ
て
の
「
私
」
の
潜
在
的
根

拠
と
す
る
こ
と
で
解
決
が
は
か
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の

普
遍
的
経
験
は
、
規
定
不
可
能
と
い
う
性
質
に
お
い
て
、
そ
れ
以
前

を
問
う
こ
と
が
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て

「
こ
の
私
」
の
発

、

生
に
関
す
る
直
観
的
な
不
可
思
議
さ
は
、
普
遍
的
経
験
の
原
因
に
関

す
る
問
い
の
不
可
能
性
と
交
錯
す
る
。

こ
こ
で
、
経
験
の
規
定
不
可
能
性
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
し
た

い
。
規
定
不
可
能
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
無
と
考
え
ら
れ
る
向
き

も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
無
と
い
う
規
定
で
あ
り
、
ま
た
「
私
」
の

無
い
所
か
ら
「
私
」
が
生
じ
る
謎
を
呼
び
起
こ
す
原
因
に
も
な
る
。

こ
こ
か
ら
す
る
と

「
私
」
が
生
じ
た
謎
は
、
私
の
存
在
の
側
に
原

、

因
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
私
を
生
み
出
し
た
土
壌
に
つ
い
て
の
理
解

の
さ
れ
方
に
原
因
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
無
と
か
非

存
在
と
し
て
経
験
が
考
え
ら
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
存
在
者
が
生
じ
る

謎
が
発
生
す
る
が
、
も
と
も
と
非
存
在
と
い
う
規
定
さ
え
不
可
能
な

所
に
、
存
在
の
謎
は
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が

存
在
問
題
か
ら
見
直
さ
れ
た
、
純
粋
経
験
の
性
質
で
あ
る
。
こ
れ
は

確
立
さ
れ
た
「
私
」
の
意
識
の
側
も
実
は
堅
固
な
実
在
で
は
な
く
、

そ
れ
自
体
は
規
定
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
接
続
す
る
。
さ
ら

に
そ
れ
は
「
意
識
と
物
質
と
を
乖
離
し
た
本
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
な
す
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
ま
で
結

」
（

）

E
R
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び
つ
く
。
私
た
ち
は
意
識
が
消
去
さ
れ
た
場
合
、
そ
こ
に
は
意
識
は

無
に
な
る
と
考
え
る
。
こ
れ
は
意
識
が
無
と
い
う
積
極
的
な
否
定
的

状
態
に
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
意
識
の
無
が
物
質
の
有

を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
有
は
、
意
識

が
生
ず
る
以
前
、
そ
し
て
消
滅
し
た
以
後
の
実
在
の
姿
だ
と
普
通
に

は
考
え
る
。
し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
れ
ば
こ
の
姿
は
、
す
で
に
私

た
ち
の
二
元
論
的
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
し
か
成
立
し
な
い
像
な
の

で
あ
る
。
反
対
に
、
こ
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
は
ず
し
た
と
き
に
は
、
意



「この私」はなぜ謎をよび起こすのか／52

、

。

識
の
消
滅

物
質
の
有
と
い
っ
た
こ
と
を
語
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い

「
経
験
は
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
意
識
的
と
な
っ
た
り
、
そ
の
全
体

、
、
、
、

に
お
い
て
物
理
的
と
な
っ
た
り
す
る

、
つ
ま
り
意
識

」（E
R
E
p.116

）

、
、
、
、

や
物
が
す
で
に
原
素
材
の
抽
象
化
を
経
て
き
て
い
る
の
に
、
私
た
ち

が
そ
れ
ら
を
原
素
材
と
見
な
し
て
い
る
所
に

初
の
問
題
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
さ
え
不
可
能
な
「
原
素
材
」
を
私
た
ち
は
存
在
者

と
し
て
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
か
、
つ
ま
り
「
原
素
材
」
は
存
在
者

同
士
の
二
元
的
対
立
で
は
な
く
、
存
在
と
非
存
在
と
い
う
対
立
を
も

見
出
せ
な
い
何
か
で
あ
る
の
か
。
確
か
に
そ
れ
さ
え
不
可
能
に
な
る

の
が
こ
の
「
原
素
材
」
で
あ
り

「
経
験
」
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で

、

あ
る
。

二
元
的
対
立
に
関
し
て
は
、
経
験
は
精
神
と
物
質
と
い
う
概
念

に
さ
ら
に
概
念
化
を
加
え
て
得
ら
れ
る
抽
象
物
で
は
な
く
、
逆
に
そ

れ
ら
か
ら
概
念
化
を
除
去
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と

「
意
識
」
と
「
意
識
以
外
」
と
い
う
区
別
が
概
念
化
の
た
め
に

低

、

「

」

限
必
要
な
構
図
で
あ
る
な
ら

こ
の
構
図
以
前
で
は

意
識
が
な
い

と
い
う
概
念
も
不
成
立
に
な
る
。
経
験
が
「
中
立
的
本
性
」
ま
た
は

「
一
元
論
」
と
呼
ば
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
含
意
を
酌
量
す
る
必
要

が
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
は
「
ま
っ
た
く
の
原
初
的
な
一
元
論
」
で
あ

E
R
E

り

両
側
的
な
一
元
論

と
は
異
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る

、「

」

（

。
こ
れ
は
一
元
的
実
在
の
両
側
に
精
神
と
物
質
と
が
す
で
に

p.114

）

現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
実
在
す
る
何
か
は
飽
く
ま
で

規
定
不
可
能
で
あ
り
、
精
神
と
物
質
は
徹
頭
徹
尾
こ
ち
ら
か
ら
設
定

し
た
枠
に
依
存
し
て
生
じ
る
こ
と
の
強
調
で
あ
る
。
す
で
に
精
神
と

物
質
と
が
現
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
は
ど
こ
ま
で
も
概
念

化
の
フ
ィ
ル
タ
ー
に
よ
っ
て
初
め
て
見
え
て
く
る
も
の
に
過
ぎ
な
い

か
ら
で
あ
る
。

（
一
三
）

言
わ
ば
こ
れ
が
純
粋
経
験
の
理
解
し
難
さ
で
あ
る

「
理
解
」
と

。

は
原
初
的
に
も
概
念
化
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
概
念
化
に
関

し
て
言
え
ば

そ
れ
は

文
脈

を
持
つ
こ
と
で
あ
り

従
っ
て

意

、

「

」

、

「

識
」
的
で
あ
る
と
は
文
脈
を
前
提
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
純
粋
経
験

の
部
分
同
士
が
関
係
す
る
こ
と
で
意
識
が
生
じ
る
と
い
う
の
は
、
こ

の
文
脈
化
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
逆
に
文
脈
の
除
去
が
意
識

以
前
に
戻
る
道
を
指
し
示
す
。
し
か
し
こ
れ
は
文
脈
以
前
で
あ
る
ゆ

え
に
語
ら
れ
得
な
い
。
こ
れ
を
極
限
ま
で
た
ど
っ
て
行
き
着
く
所
は

「
一
つ
の
あ
れ

「
一
つ
の
絶
対
者

「
途
方
も
な
く
大
規
模
な
一

」
、

」
、

、
、

、
、
、

つ
の
『
純
粋
』
経
験

と
言
わ
れ
、
そ
こ
に
は
も
は
や

」（

）

E
R
E
p.66

「
意
識
」
も
個
人
の
存
在
枠
も
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
そ
れ
は
「
カ
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ン
ト
以
後
の
観
念
論
者
た
ち
」
に
よ
る
「
同
一
哲
学
」
に
類
比
さ
せ

、
、
、
、

ら
れ
る
。
こ
の
「
絶
対
者
」
は
私
た
ち
の
個
別
の
自
我
意
識
か
ら
は

質
的
に
大
き
く
か
け
離
れ
、
そ
れ
を
内
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
殆
ど

不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
こ
の
絶
対
者
が
経
験
の
根
底
に
置
か
れ

る
こ
と
で
、
様
々
な
種
類
の
個
別
的
な
意
識
は
存
在
し
得
る
こ
と
に

。

「

」

「

」

「

」

な
る

こ
の
土
壌
か
ら

意
識

や

私

一
般
は

事
物
の
知
識

が
「
事
物
に
加
わ
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
事
物
と
事
物
と
が
お
互
い

、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ど
う
し
で
知
り
あ
う
」
こ
と
で
生
じ
得
る
と
い
う
。
こ
れ
は
様
々
な

、
、
、
、
、
、
、
、

種
類
の
意
識
の
根
拠

「
諸
々
の
事
物
を
有
情
化
す
る
」
根
拠
で
あ

、

り

「
超
越
論
的
自
我
」
や
「
意
識
性
」
よ
り
も
こ
の
「
私
た
ち
が

、
知
る
こ
と
と
名
づ
け
て
い
る
関
係

を
主
観
的
意
識

」（

）
E
R
E
p.117

の
根
拠
と
見
な
す
の
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
的
経
験
論
の
特
徴
な
の
で
あ

。

「

」

「

」

、

「

」

る

つ
ま
り

経
験

と

知
る
こ
と

と
の
遍
在
が

個
別
の

私

を
、

初
か
ら
独
立
し
た
意
識
や
主
観
を
設
定
し
な
い
形
で
根
拠
づ

け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
意
識
の
根
源
で
あ
る
経
験
は
、
そ

こ
に
意
識
が
あ
る
な
い
と
い
う
こ
と
も
不
成
立
な
何
か
で
あ
る
た

め
、
こ
の
経
験
の
さ
ら
な
る
起
源
を
問
う
こ
と
が
無
意
味
な
の
で
あ

る
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
私
た
ち
は
、
ど
ん
な
記
述
か
ら
も
こ
ぼ
れ
落
ち
て
し
ま

う
「
こ
の
私
」
の
存
在
の
不
可
解
さ
を
、
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
客
観
的
自

己
」
や
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
経
験
概
念
を
取
り
上
げ
な
が
ら
検
討
し
て
き

た
。
そ
の
次
元
に
お
け
る
「
私
」
は
も
は
や
ど
ん
な
特
殊
化
や
文
脈

化
か
ら
も
離
れ
て
い
る
た
め
に
、
存
在
の
不
可
解
と
い
う
文
脈
で
議

論
を
行
う
こ
と
も
す
で
に
不
可
能
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
現
実
の
私
た

ち
に
と
っ
て
尚
問
題
に
な
る
の
は
、
実
際
に
は
特
殊
性
が
す
で
に
な

い
も
の
に
、
私
た
ち
の
通
常
の
実
体
的
に
思
わ
れ
る
特
殊
性
と
し
て

の
自
我
を
代
入
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
た
。
こ
の
自
我
の
実
体
化

が

主
我

と
い
う
概
念
を
導
き
出
し

ま
た
自
我
の
特
殊
化
は

こ

「

」

、

「

の
私
」
と
い
う
唯
一
無
二
な
も
の
が
、
無
数
に
存
在
す
る
自
我
の
中

の
一
つ
で
し
か
な
い
と
い
う
ギ
ャ
ッ
プ
や
、
こ
の
特
殊
な
存
在
と
し

て
の
「
私
」
は
こ
こ
以
外
に
い
な
い
と
い
う
独
我
論
の
類
を
可
能
に

さ
せ
る
の
だ
っ
た
。
し
か
し
ネ
ー
ゲ
ル
が
た
ど
り
着
い
た
「
客
観
的

自
己
」
に
お
い
て
は
、
確
か
に
私
は
唯
一
で
あ
る
が
、
他
の
自
我
と

の
区
別
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
意
味
で
の
特
殊
性
を
ま
っ
た
く
持
た

な
い
た
め
に
、
す
で
に
「
私
の
唯
一
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
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い
状
態
に
極
限
ま
で
迫
っ
て
い
た
。
世
界
に
私
一
人
し
か
い
な
い
と

い
う
不
可
解
は
、
私
を
唯
一
の
存
在
と
見
な
し
な
が
ら
、
他
の
自
我

を
暗
に
比
較
対
象
と
す
る
矛
盾
か
ら
生
じ
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て

ネ
ー
ゲ
ル
の
言
う
客
観
的
自
己
は
確
か
に
唯
一
で
あ
る
が
、
他
の
自

我
と
の
比
較
を
絶
し
て
い
る
た
め
に
、
す
で
に
そ
の
唯
一
と
い
う
こ

と
が
生
ぜ
ず
、
従
っ
て
前
記
の
意
味
で
の
独
我
論
さ
え
成
り
立
た
な

い
か
ら
だ
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
で
は
な
お
「
自
己
」
と
規
定
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
存
在
は
問
題
に
な
り
得
た
。
し
か
し
ジ
ェ
イ

ム
ズ
の
「
経
験
」
は
、
こ
の
「
自
己
」
と
い
う
特
異
点
ま
で
も
消
去

し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
は
主
観
の
遍
在
的
な
土
壌
で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
規
定
性
を
脱
し
て
お
り
、
規
定
さ
れ
な
い
ゆ
え

に
真
の
実
在
で
あ
る
と
い
う
あ
る
意
味
矛
盾
し
た
性
質
も
内
包
さ
せ

て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
遍
在
的
土
壌
は

「
こ
の
私
」
の
み
な
ら
ず

、

「
私
」
一
般
が
生
じ
る
、
概
念
化
以
前
で
物
心
未
分
の
根
本
的
な
経

験
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
私
た
ち
の
基
本
的
な
概
念
枠
で
捉
え
ら

、

。

れ
な
い
ゆ
え

そ
の
起
源
を
問
う
こ
と
さ
え
無
意
味
化
さ
れ
て
い
た

こ
の
徹
底
さ
れ
た
経
験
に
お
い
て
は

「
私
」
以
外
の
も
の
が
な

、

く
、
従
っ
て
「
私
」
も
な
い
た
め

「
こ
の
私
」
の
唯
一
性
は
ま
っ

、

た
く
成
り
立
た
な
い
。
そ
こ
で
謎
が
残
る
と
す
れ
ば

「
私
は
存
在

、

し
な
い
こ
と
も
あ
り
得
た
の
に
、
な
ぜ
存
在
し
て
し
ま
っ
た
の
か
」

と
い
う
問
い
の
形
式
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
は
純
粋
経
験
に
お

い
て
、
個
別
的
な
「
私
」
以
外
の
も
の
が
問
題
に
な
ら
な
く
な
る
と

き
、
こ
の
問
い
の
前
提
の
方
が
覆
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
こ
の
私
」
の

土
壌
が
規
定
不
可
能
な
経
験
な
ら
ば

「
私
」
の
根
源
は
す
で
に
遍

、

在
し
、
そ
の
外
部
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
つ
ま
り
「
私
」
の

無
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
仕
方
で

「
私
の
存
在
」
の

、

問
題
は
解
消
し
た
。
問
題
が
残
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
自
我
を
覆
う
唯

一
世
界
の
存
在
と
な
る
。
し
か
し
世
界
に
そ
の
外
部
が
存
在
し
な
い

と
す
れ
ば
、
こ
の
存
在
問
題
さ
え
同
じ
理
由
か
ら
成
立
し
な
い
こ
と

に
な
る
。

し
か
し
こ
の
問
い
の
形
式
は

「
宇
宙
は
な
く
て
も
よ
か
っ
た
の

、

に
、
な
ぜ
存
在
し
て
い
る
の
か
」
と
い
う
問
題
に
帰
着
す
る
と
も
言

え
る
。
こ
の
問
い
か
け
は
、
直
観
的
に
謎
を
呼
び
起
こ
す
。
論
理
的

に
は

「
こ
の
私
」
に
関
す
る
独
我
論
が
私
以
外
の
も
の
の
非
存
在

、

を
通
じ
て
解
消
し
た
よ
う
に
、
宇
宙
は
宇
宙
以
外
の
も
の
の
存
在
を

徹
底
的
に
認
め
な
い
、
つ
ま
り
謎
は
宇
宙
の
外
と
い
う
考
え
ら
れ
な

い
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
見
な
す
な
ら
ば
、
宇
宙
全
体

に
関
す
る
独
我
論
的
な
問
い
が
解
消
す
る
形
で
解
決
す
る
可
能
性
は
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あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
存
在
が
不
可
思
議

で
あ
る
感
覚
は
残
り
続
け
る
。
し
か
も
そ
の
不
可
思
議
性
は
、
何
が

不
可
思
議
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
提
示
し
な
い
。
つ
ま
り
問

い
か
け
自
体
が
回
答
を
要
求
で
き
な
い
問
い
で
あ
り
、
謎
自
体
が
有

意
味
な
答
え
を
不
可
能
に
す
る
謎
、
謎
な
ら
ざ
る
謎
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

〈
略
号
〉

P
P:

Jam
es,

W
illiam

,
T
he

W
orks

of
T
he

P
rinciples

of
P

sychology,

W
illiam

Jam
es,

H
arvard

U
.P
.,
1981.

E
R
E
:
Jam

es,
W
illiam

,
T
he

W
orks

of
E

ssays
in

R
adical

E
m

piricism
,

W
illiam

Jam
es,

H
arvard

U
.P
.,
1976.

註
（

）

、

、

一

こ
の
考
え
に
従
う
と

肉
体
か
ら
離
れ
た
霊
魂
を
仮
定
し
た
場
合
に
も

霊
魂
一
般
の
存
在
と
、
そ
の
霊
魂
の
あ
る
特
定
の
一
つ
が
「
こ
の
私
」
で
あ
る

こ
と
と
は
別
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
る

「
こ
の
私
」
は
非
物
質
的
実
在
と
し

。

て
も
規
定
で
き
な
い
特
異
な
何
か
な
の
で
あ
る
。

（
二
）
し
か
し
も
し
「
私
」
た
り
得
る
な
ら
、
そ
れ
は
語
り
得
な
い
一
方
で
、

語
り
得
な
い
ゆ
え
に
客
観
的
世
界
か
ら
超
越
す
る
唯
一
存
在
と
し
て
の
独
立
性

を
確
保
す
る
。
反
対
に
「
私
」
た
り
得
な
い
の
な
ら
、
そ
の
場
合
に
は

「
こ
の

、

私
」
の
根
源
に
つ
い
て
超
越
的
唯
一
的
規
定
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
唯
一
性

の
な
い
、
未
規
定
的
な
何
か
が
そ
の
土
壌
と
な
る
。
本
論
で
は
こ
れ
を
経
験
の

、

。

未
規
定
性
と
い
う
こ
と
の

私
た
ち
の
理
解
以
前
に
あ
る
性
質
と
し
て
扱
っ
た

N
agel,

T
hom

as,
O
xford

U
.P
.,
1986,

p.54.

（
三
）

T
he

V
iew

from
N

ow
here.

Ibid.,
p.54.

（
四
）

（
五
）
同
様
に
、
例
え
ば
「

な
ぜ
こ
の
部
屋
の
隅
の
こ
の
埃
で
あ
る
と
こ
ろ
の

『

「
こ
れ
」
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
埃
な
の
で
あ
っ
て
、
別
の
も
の
、
例
え
ば
こ
の
椅

子
で
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

『
こ
れ
』
に
つ
い
て
の
上
の
問
い
と
同
じ
く
ら

』

い

『
私
』
に
つ
い
て
の

も
瑣
末
で
空
虚
だ
」
と
い
う
見

、

h
a
r
d
e
r

problem

解
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
「
こ
れ
」
は
も
と
も
と
何
の
特
定
性
も
な
い
の
に
、

そ
の
「
こ
れ
」
の
指
示
す
る
も
の
に
特
定
の
存
在
理
由
を
見
出
そ
う
と
し
て
生

じ
た
謎
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
「
こ
れ
」
に
「
私
」
を
代
入
す
れ
ば
、

http://

問
題
は
形
式
上
同
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る

（
渡
辺
恒
夫
Ｈ
Ｐ

。二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
二
〇
日

hom
epage1.nifty.com

/t-w
atanabe/index.htm

l

三
浦
俊
彦
氏
か
ら
渡
辺
氏
へ
の
公
開
メ
ー
ル
に
よ
る

）。

（
六
）

「
客
我
」
は
「
私
」
に
つ
い

PP
C
hap.X

,
“T
he

C
onception

of
Self”.

て
客
観
的
に
語
ら
れ
る
す
べ
て
で
あ
り

「
主
我
」
は
そ
こ
に
語
ら
れ
得
な
い
も

、

の
と
し
て
区
分
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
る
と
私
た
ち
が
実
在
を
客
観
的
に
語

ら
れ
得
る
実
在
に
還
元
し
な
い
立
場
を
と
る
場
合

「
主
我
」
は
一
定
の
存
在
理

、

由
を
持
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
そ
の
理
由
が
何
で
あ
る
か
を
客
観
的
に
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い

「
こ
れ
だ
！
」
と
自
分
を
指
し
て
言
う
こ
と
位
し
か
、
可

。

能
で
は
な
い
。

（
七
）
論
理
的
な
「
私
」
と
は
経
験
的
な
「
私
」
と
は
無
関
係
に
、
常
に
問
わ

れ
得
る
と
い
う
見
解
も
無
論
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
「
こ
の
私
」
は
、
記
憶

内
容
や
心
理
的
特
徴
す
べ
て
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
、
な
お
同
じ
「
私
」
で
あ
り

得
る
と
い
う
考
え
に
な
る
。
こ
の
想
像
は
「
有
意
味
」
で
あ
る
、
と
い
う
の
が

そ
の
理
由
で
あ
る
。
逆
に
こ
の
考
え
で
は
、
記
憶
内
容
や
心
理
的
特
徴
が
連
続
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し
て
い
て
も

あ
る
時
突
然
そ
れ
が

私

で
は
な
く
な
る
と
い
う
想
像
も

有

、

「

」

「

意
味
」
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
本
論
で
私
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
「
私
」
を
論

、

。

理
的
に
認
め

そ
れ
が
主
我
的
感
覚
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た

し
か
し
経
験
的
に
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
可
能
か
と
い
う
点
で
、
本
論
で
私
た
ち
は

こ
の
考
え
方
と
は
異
な
る
見
解
に
立
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
私
た
ち
は
、
記
憶
や
心

理
が
連
続
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

「
私
」
や
「
私
」
へ
の
問
い
が
存
在
し
て

、

く
る
不
可
欠
な
経
験
的
条
件
で
あ
る
、
と
い
う
見
解
を
と
っ
た
た
め
で
あ
る
。

私
に
付
随
す
る
性
質
が
ま
っ
た
く
な
く
な
っ
た

私

と
は

ネ
ー
ゲ
ル
の

客

「

」

、

「

観
的
自
己
」
の
性
質
に
他
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
こ
の
唯
一
の
意
識
主
体
と
い
う

こ
と
は
論
理
的
に
成
立
す
る
が
、
経
験
的
に
は
「
こ
の
唯
一
の
」
と
い
う
こ
と

が
す
で
に
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
八
）
ネ
ー
ゲ
ル
は
「
な
ぜ
Ｔ
Ｎ
は
私
か
」
と
い
う
問
い
を
客
観
か
ら
主
観
へ

向
か
う
問
い

「
な
ぜ
私
が
Ｔ
Ｎ
か
」
と
い
う
問
い
を
主
観
か
ら
客
観
へ
向
か
う

、

問
い
と
し
て
区
別
し
て
い
る

(
)

。
こ
の
二
つ
の
問
い
は
形
式
上
ま

op.cit.,
p.55

っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
区
別
の
意
図
は
、
後
者
に
お

い
て
こ
そ
、

初
の
「
私
」
の
無
限
定
性
が
際
立
つ
こ
と
に
あ
る
。
現
に
彼
が

中
心
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
後
者
の
問
い
で
あ
る
。
し
か
し
ネ
ー
ゲ
ル
に
お
け

る
こ
の
無
限
定
で
あ
る
は
ず
の
「
私
」
は
、
い
ま
だ
「
私
」
と
い
う
規
定
が
可

能
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
で
、
二
つ
の
問
い
の
区
別
の
意
味
を
不
透

明
に
さ
せ
て
い
る
。

（
九
）
ネ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
科
学
の
視
線
も
私
た
ち
の
種
に
よ
っ
て
間
主
観
的

に
共
有
さ
れ
て
い
る
段
階
で
の
視
線
で
あ
り
、
目
指
さ
れ
て
い
る
視
線
は
よ
り

厳
し
い
も
の
で
あ
る

「
そ
れ
は
私
た
ち
が
自
分
た
ち
自
身
の
う
ち
に
、
あ
る
意

。

味
に
お
い
て
、
か
な
り
異
な
っ
た
生
き
物
で
も
彼
ら
の
タ
イ
プ
の
視
覚
を
所
持

す
る
種
か
ら
退
い
た
際
に
世
界
を
見
る
で
あ
ろ
う
仕
方
と
同
じ
よ
う
に
世
界
を

見
る
能
力
を
見
出
す
こ
と
を
要
求
す
る

（

）

。
」

N
agel,

op.cit.,
p.63.

N
agel,

op.cit.,
p.63.

（
一
〇
）N

agel,
op.cit.,

p.55.

（
一
一
）

（
一
二
）
ネ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
個
人
や
種
の
フ
ィ
ル
タ
ー
を
す
べ
て
取
り

払
っ
た
「
私
」
を
、
い
わ
ば
世
界
か
ら
の
情
報
を
ま
っ
た
く
そ
の
ま
ま
の
状
態

op.cit.,

で
受
け
取
る
純
粋
な
受
容
体
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る
（

。
こ
こ
に
ネ
ー
ゲ
ル
の
「
客
観
的
自
己
」
に
お
い
て
い
ま
だ
「
私
」
の
規

p.62

）

定
性
が
残
さ
れ
る
際
立
っ
た
性
質
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
Ｔ
Ｎ
の
経
験
、
言

語
、
教
育

「
理
論
以
前
の
信
念
」
な
ど
の
す
べ
て
の
特
定
性
を
離
れ
て
お
り
、

」

ま
た
そ
の
純
粋
な
知
覚
は
「
世
界
に
つ
い
て
の
情
報
が
あ
た
か
も
数
千
マ
イ
ル

離
れ
た
所
か
ら
、
直
接
私
の
感
覚
器
官
に
送
り
込
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
外
側

か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
届
く
」
よ
う
な
も
の
、
も
し
く
は
脳
に
感
覚
的
情
報
を

送
る
す
べ
て
の
神
経
が
切
断
さ
れ
、
そ
れ
で
も
何
ら
か
の
呼
吸
と
栄
養
供
給
で

意
識
は
あ
り

「
聴
覚
的
、
視
覚
的
経
験
が
音
や
光
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
神
経

、

の
直
接
刺
激
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
な
状
態
に
た
と

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（

。

ibid.,
p.62

）

（
一
三
）
こ
の
経
験
の
未
規
定
性
を
つ
き
つ
め
る
と
、
そ
れ
は
単
数
と
も
複
数

と
も
言
え
な
い
。
こ
の
区
別
は
客
観
的
に
対
象
化
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
初
め

て
行
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
ジ
ェ
イ
ム
ズ
は
こ
の
経
験
に
つ

い
て

「
む
し
ろ
複
数
形
を
用
い
た
い
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
従
っ
て
ジ
ェ
イ
ム

、

ズ
の
中
で
も
、
経
験
を
ま
っ
た
く
の
未
分
化
の
状
態
と
し
て
性
質
づ
け
よ
う
と

す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
客
観
的
に
規
定
さ
れ
る
実
在
と
し
て
見
な
し
て
し
ま
う

面
が
共
存
し
て
い
る
。
だ
が
、
実
際
の
経
験
は
ま
っ
た
く
の
純
粋
状
態
で
は
な

く
、
そ
こ
に
主
客
が
分
離
し
た
り
、
誰
か
の
所
属
と
な
っ
た
り
し
な
が
ら
様
々

な
形
態
に
お
い
て
推
移
し
て
い
く
限
り
、
こ
の
経
験
の
「
複
数
形
」
と
い
う
規

定
の
仕
方
は
一
定
の
妥
当
性
を
持
っ
て
い
る
。
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Why does a Mystery emerge from “This Me”?
A consideration from the viewpoint―

―where all characters belonging to me are abolished

Shohachi OKINAGA

In this paper, we aim at making clear the metaphysical problems about “This
Me”. We can consider about “I” by regarding it as a functional focus in self which
is useful for explaining behaviors or social roles of a person. But “This Me” doesn't
seem to be able to be explained as a function of ego which everybody has. It can
never be observed although it is intuited to be the very essence of “Being Me.” We
would make clear from philosophical point of view which of the metaphysical
questions emerging from “This Me” can be solved and which cannot be solved.

Some of these questions are as follows. “Why was I born in this period, in this
place and as this spiecies and was not born in another period, in another place and
as another speicies, or why have I happened to exist in the first place?” In this
paper, we will confirm that these questions are meaningless from formal point of
view. To consider about the reason of this meaninglessness, we must become aware
of the premise on which the above questions emerge. And when we abolish this
premise, then “This Me” turns to be something which cannot be specified as
someone. In this place, those questions are solved by course of the situation that
when we try to extract from “I” the essence of it, the fact “I am being someone” no
more exists in this essence and at once the ground of those questions vanishes. In
this consideration, we start from a specified someone and then get to an anonymity
who is not anyone and vanishes the ground of the questions.

Next, we examine this anonymity itself, and find out its similarity with “pure
experience” or panpsychical world view. From the anonymity, we find the ground of
“being someone” to be a logical frame which specifies me by distinguishing one and
another. This frame corresponds to the premise which makes up the metaphysical
questions. Thus our question turns out to be why I have happened to exist instead of
continuing non-existence. This leads the further question why this universe has
happened to exist instead of continuing non-existence. These are different from the
question why “This Me” was not born as someone else. The propriety of the former
questions depends on the propriety of “the negative situation” in general. And we
will examine whether even “the negative situation” disappears from the pure
experience.


