
「
存
在
の
場
所
的
把
握
」
と
い
う
こ
と
が
、
日
本
語
の
特
色
を
と
お
し
て
見
え
て
く
る
。
そ
の
さ
い
の
「
場
所
」
と
は
、
「
自
発
」
で
あ

る
「
自
然
生
起
」
の
織
り
成
す
世
界
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
日
本
語
と
西
田
哲
学
と
は
、
ど
こ
ま
で
ど
の
よ
う
に
通
い
あ
っ
て
い
る
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
と
の
か
か
わ
り
か

ら
、
西
田
哲
学
が
動
い
て
い
た
言
語
空
間
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
こ
と
ば
そ
れ
自
身
の
本
質
」
と
「
西
田
哲
学
の
問
題
」
と
の
相
関
を
示
唆
す
る
。

本
論
で
は
以
上
の
問
題
を
論
じ
て
い
く
。

場
面
依
存
的
表
現
と
主
観
的
視
点

森
田
良
行
は
、
日
本
語
で
は
ど
の
よ
う
な
発
想
で
こ
と
ば
が
紡
が
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間

ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
Ｉ

一
日
本
語
の
発
想

岡
田
勝
明

五
一

一



す
な
わ
ち
日
本
語
の
表
現
態
度
の
特
徴
と
し
て
、
「
場
面
依
存
的
」
で
あ
り
、
ま
た
叙
述
の
視
点
が
つ
ね
に
話
者
に
置
か
れ
て
い
る
と
い

う
意
味
で
主
観
的
で
あ
り
、
た
と
え
ば
英
語
な
ど
の
客
観
描
写
的
視
点
に
立
つ
言
語
と
対
照
的
で
あ
る
と
い
う
三
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

森
田
が
挙
げ
て
い
る
「
浦
島
太
郎
は
男
だ
」
と
い
う
例
文
を
参
考
に
、
こ
れ
ら
の
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
場
面
依
存
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
文
意
が
文
脈
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
浦
島
太
郎
は
馬
鹿
な
男
だ
」

と
い
う
よ
う
に
、
「
馬
鹿
な
」
と
い
う
修
飾
語
が
入
る
だ
け
で
、
「
男
」
の
意
味
は
、
「
男
性
一
般
」
か
ら
「
（
馬
鹿
な
）
奴
」
へ
と
変
化
す
る
。

つ
ま
り
意
味
は
、
「
愚
か
な
」
と
い
う
語
よ
っ
て
示
さ
れ
る
文
脈
に
、
大
き
く
支
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
「
さ
す
が
」
と

い
う
語
が
入
れ
ば
、
「
男
だ
」
の
「
男
」
の
意
味
は
「
男
の
中
の
男
」
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
た
と
え
ば
英
語
に
お
い
て
も
、
文
意
は
文
脈
抜

き
に
は
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
日
本
語
の
表
現
と
は
、
基
本
的
に
異
な
る
。

上
の
二
つ
の
例
の
い
ず
れ
で
も
、
英
語
で
は
「
シ
厨
・
・
・
」
と
い
う
表
現
に
な
る
。
そ
の
文
は
、
主
語
浦
島
太
郎
に
つ
い
て
の
客
観

的
な
描
写
で
あ
る
。
さ
ら
に
英
語
の
普
通
の
表
現
な
ら
、
男
性
一
般
の
意
味
で
あ
れ
ば
、
ョ
目
と
か
ョ
里
④
と
な
り
、
奴
な
ら
置
旨
葛
と
か

晒
昌
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
語
の
ぱ
あ
い
、
通
常
同
じ
語
が
使
わ
れ
な
が
ら
、
文
脈
に
よ
っ
て
意
味
を
変
え
て
い
く
。
さ

ら
に
、
話
者
の
「
馬
鹿
な
」
と
か
「
さ
す
が
」
と
い
う
表
現
が
文
脈
を
き
め
（
そ
の
こ
と
自
体
は
他
の
言
語
と
変
わ
ら
な
い
が
）
、
文
に
内

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

［
日
本
語
に
お
け
る
］
場
面
依
存
的
で
自
己
の
視
点
中
心
に
事
物
を
と
ら
え
て
い
く
と
い
う
発
想
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
話
者
が
話

題
と
す
る
場
面
へ
目
を
向
け
て
、
自
身
の
目
に
映
っ
た
姿
と
し
て
対
象
を
と
ら
え
、
自
己
の
主
観
と
し
て
事
柄
を
叙
す
る
表
現
態

度
で
も
あ
る
。
客
観
世
界
に
お
け
る
第
三
者
同
士
の
事
象
を
傍
観
的
に
記
述
す
る
と
い
っ
た
態
度
と
は
程
遠
い
（
１
）
。

五
＝
一



在
す
る
そ
の
語
が
話
者
の
視
点
な
い
し
文
の
支
点
に
な
っ
て
い
る
（
こ
の
点
に
お
い
て
本
質
的
に
英
語
等
の
叙
述
態
度
と
異
な
る
）
。
浦
島

太
郎
が
「
馬
鹿
な
奴
」
な
の
か
「
男
の
中
の
男
」
な
の
か
、
い
ず
れ
に
し
ろ
客
観
的
な
視
点
か
ら
の
判
断
（
主
観
か
ら
の
判
断
で
あ
る
に
し

て
も
）
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
英
語
に
対
し
て
、
話
者
の
主
観
的
視
点
か
ら
日
本
語
で
は
述
べ
ら
れ
る
。
話
者
は
話
題
と
さ
れ
る
対
象
か
ら
距

離
を
取
る
の
で
は
な
く
、
対
象
と
と
も
に
い
る
。
文
章
を
一
つ
の
世
界
と
し
て
客
観
化
す
る
か
、
話
者
が
文
章
に
内
在
化
し
て
叙
述
さ
れ
る

世
界
の
う
ち
に
い
る
か
、
と
い
う
点
に
、
英
語
等
の
言
語
と
日
本
語
と
の
、
基
本
的
な
発
想
の
相
違
が
あ
る
。

話
者
の
視
点
中
心
に
事
物
を
捉
え
叙
述
す
る
と
い
う
日
本
語
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
川
端
康
成
『
雪
国
』
冒

頭
の
「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
」
（
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
訳
「
里
興
国
旨
。
目
届
２
３
寓
言
旨
眉
目
目
色

目
◎
号
⑰
目
◎
茎
８
巨
昌
員
」
）
と
い
う
文
章
が
、
好
例
と
な
る
。
旧
制
高
校
の
時
代
か
ら
大
学
一
年
ま
で
、
川
端
の
専
攻
は
英
語
で
あ
っ
た
。

川
端
に
お
い
て
、
一
方
で
英
語
の
発
想
に
よ
っ
て
事
物
を
捉
え
、
他
方
そ
の
表
現
を
日
本
語
的
発
想
に
よ
っ
て
行
う
と
い
う
過
程
が
意
識
下

で
行
わ
れ
て
い
た
、
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
か
え
っ
て
英
語
に
対
し
て
対
照
的
な
日
本
的
文
章
の
表
現
が
、
川
端
に
お
い

る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
国
境
の
長
い
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
雪
国
で
あ
っ
た
。
」
と
い
う
文
章
で
は
、
話
者
と
列
車
と
が
一
体
化
し
て
い
る
。
そ
の
一
体
化
し

た
と
こ
ろ
が
叙
述
の
視
点
と
な
っ
て
い
て
、
森
田
が
指
摘
す
る
、
自
己
の
視
点
を
中
心
と
す
る
日
本
語
の
主
観
的
叙
述
態
度
が
う
か
が
わ
れ

る
典
型
例
で
あ
る
（
２
）
。
英
訳
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
発
想
は
よ
り
明
確
に
理
解
さ
れ
る
。

「
列
車
が
ト
ン
ネ
ル
か
ら
抜
け
出
て
く
る
」
と
い
う
文
章
と
、
「
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
」
と
を
並
べ
て
み
れ
ば
、
英
訳
の
場
面
全
体
を

見
回
す
と
こ
ろ
に
立
っ
た
視
点
か
ら
の
客
観
描
写
と
、
日
本
語
に
お
け
る
叙
述
の
視
点
と
が
、
い
か
に
対
照
的
で
あ
る
か
は
、
さ
ら
に
論
じ

て
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

五
四



さ
て
、
さ
し
あ
た
り
日
本
語
に
お
い
て
こ
れ
ら
両
者
が
一
つ
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
事
態
や
事
物
を
場
面
依
存
的
に
捉
え

な
が
ら
、
そ
の
叙
述
が
話
者
で
あ
る
「
私
」
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
解
釈
す
れ
ば
、
事
態
や
事
物

の
成
立
場
面
は
、
「
私
」
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
、
両
者
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
「
冒
里
①
画
言
且
画
。
言
．
」
は
、
日
本
語
に
訳
せ
ば
、
「
頭
が
痛
い
。
」
な
い
し
「
頭
痛
が
す
る
。
」
と
な
る
。
そ
れ
ら
の
表
現
に

主
語
は
な
く
（
こ
こ
で
の
助
詞
「
が
」
は
、
話
者
が
対
象
と
し
て
い
る
も
の
を
示
し
て
い
て
、
主
語
を
示
す
「
が
」
で
は
な
い
）
、
一
見
し

た
と
こ
ろ
「
頭
痛
と
い
う
現
象
が
一
般
的
に
あ
る
、
な
い
し
起
こ
る
」
と
い
う
客
観
描
写
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
が
（
日
本
人
で
な
く
、
日
本

語
を
習
っ
た
ば
か
り
の
外
国
の
人
な
ら
ば
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
可
能
性
が
あ
る
）
、
「
私
」
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
日
本
語
の

前
提
で
あ
る
（
３
）
。
だ
か
ら
「
私
に
お
い
て
、
頭
痛
と
い
う
状
態
が
在
る
」
、
ま
た
「
私
に
お
い
て
、
頭
痛
と
い
う
出
来
事
が
起
こ
っ
て
い
る
」

と
い
う
意
味
に
な
る
。
英
語
で
は
主
語
の
「
私
」
が
「
頭
痛
」
を
「
所
有
」
し
て
い
る
、
と
い
う
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
私
に
お
い
て
あ
る
状
態
が
存
在
し
、
あ
る
出
来
事
が
起
こ
る
こ
と
が
、
「
頭
が
痛
い
／
頭
痛
が
す
る
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て

い
る
。
そ
こ
か
ら
ま
た
、
私
が
頭
痛
を
所
有
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
頭
痛
に
私
が
所
有
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
が
う
か
が
わ
れ
る
。

「
私
」
が
存
在
や
出
来
事
の
「
場
所
」
で
あ
り
つ
つ
、
そ
の
場
所
に
在
る
も
の
や
生
じ
る
も
の
を
私
が
主
語
的
に
支
配
し
て
い
る
の
で
は
な

い
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
こ
こ
に
主
語
が
な
く
と
も
文
と
し
て
成
立
し
、
客
観
的
描
写
が
同
時
に
主
観
的
把
握
と
重
な
っ
て

い
る
、
日
本
語
的
表
現
の
秘
密
が
あ
る
。

合
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
場
面
依
存
的
と
い
う
こ
と
と
、
主
観
的
と
い
う
こ
と
と
は
、
ふ
つ
う
は
矛
盾
す
る
。
場
面
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観

性
を
保
留
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
語
に
お
い
て
、
こ
の
両
者
が
並
立
、
と
い
う
こ
と
は
も
っ
と
強
く
言
え
ば
一
つ
に
結
び

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

五
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主
客
融
合
の
表
現

場
面
依
存
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
場
面
が
「
私
」
の
場
面
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
日
本
語
の
表
現
は
、
主
客
融
合
的
な
性
格

を
帯
び
る
。
主
客
融
合
的
表
現
を
支
え
る
日
本
語
の
働
き
方
に
つ
い
て
、
宇
津
木
愛
子
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
日
本
語
で
は
主
語
の
「
私
」
は
通
常
表
現
さ
れ
な
い
か
ら
、
日
本
的
無
私
の
精
神
を
日
本
語
が
体
現
し
て
い
る
、
と
い
う
単
純

す
ぎ
る
理
解
の
仕
方
は
危
う
い
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
日
本
語
で
は
、
「
私
」
が
表
出
さ
れ
な
く
と
も
、
文
自
体
が
す
で
に
「
私
」
の

表
出
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
と
に
情
意
表
現
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
話
者
の
「
私
」
の
こ
と
で
あ
る
。
「
悲
し
い
。
」
と
言
え

ば
、
た
ん
に
客
観
表
現
で
は
な
く
「
私
は
悲
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
彼
は
悲
し
い
。
」
と
い
う
文
章
は
日
本
語
と
し
て
こ

な
れ
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
な
い
（
「
私
」
か
ら
見
て
、
「
彼
は
悲
し
そ
う
だ
」
と
か
、
「
彼
は
悲
し
が
っ
て
い
る
」
と
で
も
し
な
け
れ
ば
自

然
な
日
本
語
に
な
ら
な
い
）
。
日
本
語
と
い
う
言
葉
が
お
も
に
顔
を
向
け
て
い
る
関
心
は
、
私
の
い
わ
ば
心
（
情
意
）
を
語
る
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
語
は
「
私
」
の
溢
れ
た
言
葉
な
の
で
あ
る
３
。

右
の
引
用
に
あ
る
山
口
明
穂
の
指
摘
と
は
、
日
本
語
に
は
「
個
々
の
語
の
表
わ
す
内
容
を
、
話
し
手
か
ら
の
関
係
で
捉
え
る
傾
向
」
が
あ

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

山
口
明
穂
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
語
は
言
語
使
用
者
の
経
験
と
密
着
し
た
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
る
言
語
と
言
え
る
。
こ
れ
と

同
時
に
、
「
私
」
を
あ
え
て
言
語
化
し
な
い
ま
ま
「
私
」
を
表
出
で
き
る
こ
と
は
、
「
私
」
を
客
体
界
と
分
離
さ
せ
る
こ
と
な
く

「
私
」
の
表
出
が
で
き
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
（
５
）
。

五
六



そ
も
そ
も
日
本
語
に
は
、
「
セ
ン
テ
ン
ス
（
『
広
辞
苑
』
に
よ
れ
ば
「
形
の
上
で
完
結
し
た
、
一
つ
の
陳
述
に
よ
っ
て
統
ぺ
ら
れ
て
い
る
言

語
表
現
の
一
単
位
」
の
こ
と
）
」
と
い
う
意
識
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
う
ぜ
ん
「
主
語
・
述
語
」
意
織
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。
語

は
「
主
語
・
述
語
を
骨
格
と
し
た
、
一
つ
の
統
く
ら
れ
て
い
る
一
単
位
」
の
中
で
機
能
す
る
の
で
は
な
く
、
と
く
に
日
本
語
の
古
文
の
ば
あ

い
、
独
立
し
て
表
現
を
形
成
し
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
話
者
と
一
つ
な
が
り
の
「
馬
鹿
な
」
と
か
「
さ
す
が
」
の
よ
う
に
、
か
え
っ
て
語

の
ほ
う
が
決
定
的
な
文
脈
を
決
め
る
の
が
、
日
本
語
の
特
徴
で
あ
る
。
「
悲
し
い
。
」
と
い
う
例
を
挙
げ
て
す
で
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
た
と
え

ば
「
悲
し
い
」
と
い
う
文
中
の
語
を
通
し
て
、
話
者
も
ま
た
文
中
に
内
在
す
る
。

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
助
詞
「
を
」
に
関
連
し
て
、
万
葉
集
の
「
紫
の
匂
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ぱ
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
恋
ひ
め

や
も
」
等
の
例
を
引
き
な
が
ら
、
山
口
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

そ
れ
［
下
の
語
に
か
か
る
働
き
を
し
て
い
な
い
「
を
」
の
用
法
、
つ
ま
り
格
助
詞
で
は
な
い
「
を
」
］
は
、
文
の
中
で
、
語
と
語

と
の
関
係
と
い
う
よ
う
な
、
概
念
化
し
た
意
味
で
な
く
、
話
の
中
に
話
し
手
が
入
り
、
場
面
に
即
し
て
、
話
し
手
と
あ
る
事
柄
と

の
関
係
を
示
す
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
を
」
の
示
す
も
の
は
、
そ
の
付
い
た
語
（
「
妹
を
」
で
あ
れ
ば
「
を
」

の
付
い
た
「
妹
」
）
が
、
話
し
手
か
ら
見
て
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
で
あ
っ
て
、
現
代
語
の
格
助
詞
が
果
た
す
よ
う
な
、
文
の
中

で
そ
れ
が
他
の
語
に
対
し
て
ど
う
い
う
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
・
・
・
主
語
を
考
え
た
際
に
、
話
の
中

に
話
し
手
が
入
り
、
語
が
、
話
し
手
と
の
関
係
を
切
り
離
し
が
た
い
形
で
機
能
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
「
を
」
の
場
合
も
、
か
つ

て
は
そ
れ
と
同
じ
傾
向
が
、
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
６
）
。

五
七



と
も
か
く
主
客
融
合
的
な
例
と
し
て
、
宇
津
木
も
挙
げ
て
い
る
「
ま
ぶ
し
い
。
」
と
い
う
表
現
が
、
端
的
に
事
態
を
表
明
し
て
い
る
。
「
ま

ぶ
し
い
。
」
と
言
え
ば
、
客
観
的
に
「
対
象
物
が
ま
ぶ
し
い
」
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
私
は
ま
ぶ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
「
雷
忌
昌
呂
等
の
表
現
も
、
同
様
の
意
味
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
英
文
は
、
正
式
な
文
で
は
な
く
、
文
法
的
に
破

格
の
省
略
形
で
あ
る
。
日
本
語
の
ぱ
あ
い
、
「
ま
ぶ
し
い
。
」
は
正
式
な
文
と
し
て
成
立
す
る
。

「
私
」
が
「
場
所
」
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
客
観
の
表
出
が
同
時
に
主
観
の
表
出
と
一
重
（
主
客
融
合
）
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

の
よ
う
な
表
現
の
も
う
一
つ
の
典
型
例
は
、
英
語
等
に
翻
訳
で
き
な
い
「
見
え
る
」
と
か
「
聞
こ
え
る
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
両
語

し
」
と
二

さ
れ
る
。

そ
の
表
現
の
内
面
性
に
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
言
え
ば
、
花
を
麗
し
い
と
思
う
私
の
心
は
、
客
観
的
に
存
在
し
て
い
る
麗
し
い
花
と
、
「
麗

し
い
」
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
通
じ
合
っ
て
い
る
。
「
麗
し
い
花
」
は
ま
た
「
麗
し
い
我
が
心
」
の
こ
と
で
あ
る
。
麗
し
い
私
の
心
の
表
現

が
、
麗
し
い
花
の
表
出
で
あ
り
、
我
が
心
は
そ
の
ま
ま
こ
の
花
の
表
出
と
一
つ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
主
客
融
合
的
表
現
を
支
え
て
い
る
世
界
観
、
す
な
わ
ち
「
私
の
心
が
花
に
移
る
こ
と
」
が
「
花
が
私
の
心
に
映

る
こ
と
」
で
も
あ
る
と
い
う
問
題
は
、
た
ん
な
る
日
本
語
の
用
法
上
の
問
題
を
超
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
し
た
が
っ
て
後
述
す
る
こ

る
こ
と
」
で
世

と
に
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
表
現
発
想
が
、
主
観
（
「
私
」
）
を
客
観
（
客
体
界
）
と
分
離
さ
せ
な
い
で
表
出
さ
せ
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

こ
の
可
能
性
が
、
日
本
語
の
詩
的
表
現
の
能
力
を
支
え
て
い
る
。

「
私
が
」
と
言
わ
な
く
と
も
、
客
観
の
表
現
は
「
私
」
と
の
関
係
で
見
ら
れ
て
い
る
客
観
、
つ
ま
り
「
私
の
表
現
」
で
あ
る
。
「
花
、
麗

し
」
と
言
え
ば
、
客
観
的
に
花
が
麗
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
そ
の
よ
う
に
私
が
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
が
、
同
時
に
表
現

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

五
八



、
、
、

た
と
え
ば
「
山
が
見
え
る
か
ら
窓
を
開
け
て
み
な
さ
い
」
で
は
、
内
な
る
話
者
が
外
な
る
対
象
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
外
か

、
、
、

ら
見
え
る
か
ら
窓
を
閉
め
な
さ
い
」
で
は
外
か
ら
内
が
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
主
観
か
ら
と
客
観
か
ら
と
の
双
方
向
の
動
き

が
、
一
つ
の
表
現
に
お
い
て
成
り
立
っ
て
い
る
例
が
、
「
見
え
る
」
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
い
ず
れ
の
意
味
に
な
る
か
は
、
文
脈
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
主
観
か
ら
の
文
脈
で
読
み
と
る
ぱ
あ
い
で
も
、
裏
に
重

ね
て
客
観
か
ら
の
文
脈
が
背
景
と
な
っ
て
お
り
、
ま
た
そ
の
逆
で
あ
る
と
こ
ろ
が
日
本
語
表
現
に
不
思
議
な
奥
行
き
を
作
り
上
げ
て
い
る
。

山
を
見
る
こ
と
が
、
山
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
の
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
「
感
じ
」
が
、
い
つ
で
も
日
本
語
の
行
間
に
は
立
ち
込
め
て

い
る
。

能
・
受
身
」

で
あ
る
（
７
）
。

は
そ
れ
ぞ
れ
、
古
語
「
見
・
ゆ
」
「
聞
こ
・
ゆ
」
（
な
い
し
「
聞
こ
・
え
」
）
の
口
語
表
現
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
助
動
詞
「
ゆ
」
の
付
い
た
自

動
詞
で
あ
る
。
上
代
に
使
わ
れ
た
「
ゆ
」
に
代
わ
っ
て
、
の
ち
に
「
る
・
ら
る
」
が
多
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
い
ず
れ
も
「
自
発
・
可

能
・
受
身
」
を
意
味
し
、
後
者
は
さ
ら
に
「
尊
敬
」
の
意
味
を
も
表
わ
す
よ
う
に
な
る
。
基
本
の
意
味
は
、
自
然
生
起
を
表
わ
す
「
自
発
」

森
田
良
行
は
、
「
見
え
る
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

日
本
語
に
は
己
の
側
か
ら
の
把
握
と
、
他
者
側
か
ら
把
握
さ
れ
る
こ
と
と
を
同
時
に
意
味
す
る
言
葉
が
あ
る
の
も
特
徴
的
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
見
え
る
」
と
い
う
動
詞
は
、
己
が
外
の
対
象
を
視
覚
的
に
受
け
と
め
キ
ャ
ッ
チ
す
る
と
同
時
に
、
外
な
る
他
者
か
ら

己
が
キ
ャ
ッ
チ
さ
れ
る
と
い
う
両
方
向
の
二
面
性
を
持
つ
語
で
あ
る
（
８
）
。

五
九



さ
き
に
日
本
語
の
特
徴
を
よ
く
示
す
例
文
、
つ
ま
り
主
観
の
側
と
客
観
の
側
と
を
同
時
に
言
い
表
す
表
現
と
し
て
「
ま
ぶ
し
い
。
」
を
挙

げ
た
。
さ
ら
に
、
融
合
的
な
仕
方
の
主
客
関
係
を
投
影
し
た
例
と
し
て
、
自
発
の
助
動
詞
「
ゆ
」
に
も
と
づ
く
「
見
え
る
」
（
「
ゆ
」
は
「
る
・

ら
る
」
と
同
じ
意
味
と
用
法
を
も
つ
）
に
つ
い
て
述
べ
た
。
英
語
等
に
翻
訳
不
可
能
な
、
と
い
う
こ
と
は
日
本
語
固
有
の
発
想
に
支
え
ら
れ

主
客
融
合
的
表
現
が
い
か
に
し
て
日
本
語
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
が
、
つ
い
で
さ
ら
に
そ
の
根
底
に
見

ら
れ
る
事
態
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
結
論
を
前
も
っ
て
言
え
ば
、
主
客
融
合
的
表
現
を
可
能
に
し
て
い
る
根
本
的
発
想
は
、

一
切
を
自
然
生
起
的
な
自
発
性
に
お
い
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ー
パ
ー
動
詞
「
あ
（
生
・
在
）
る
」

『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
の
「
基
本
助
動
詞
解
説
」
で
は
、
次
の
よ
う
な
補
足
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

こ
の
よ
う
に
し
て
「
る
」
「
ら
る
」
は
、
自
発
・
可
能
・
受
身
・
尊
敬
の
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
を
持
つ
に
至
っ
た
が
、
「
る
」
「
ら

る
」
の
語
源
と
し
て
は
「
生
（
あ
）
る
」
と
い
う
動
詞
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
「
る
」
「
ら
る
」
に
共
通
な
「
事
態
が
生
れ
出
る
」
と

い
う
把
握
の
仕
方
は
、
「
生
（
あ
）
る
」
と
い
う
動
詞
と
根
本
的
に
意
味
が
同
一
で
あ
る
。
・
・
・
こ
の
「
生
（
あ
）
る
」
（
胃
‘
巳

の
語
根
目
‐
は
、
多
分
、
存
在
を
意
味
す
る
「
有
り
」
（
胃
当
）
の
語
根
閏
‐
と
同
一
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
（
９
）
。

二
日
本
語
の
根
底

六
○



そ
こ
で
「
Ａ
は
Ｂ
」
の
文
末
に
三
・
・
は
）
・
・
に
あ
り
」
と
い
う
語
を
も
っ
て
き
て
、
「
あ
り
」
は
動
詞
だ
か
ら
、
「
に
あ
ら
ず
」
（
否

定
）
「
に
あ
り
け
り
」
（
回
想
）
「
に
あ
ら
む
」
（
推
量
）
と
い
う
よ
う
な
体
言
を
受
け
る
表
現
を
、
日
本
語
は
獲
得
し
た
の
で
あ
る
（
加
万
さ

た
、
た
と
え
ば
「
見
え
る
」
と
い
う
表
現
の
根
底
に
は
、
右
の
引
用
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
に
あ
る
状
態
が
生
じ
、
あ

る
出
来
事
が
出
来
し
、
あ
る
行
為
が
無
作
為
に
為
さ
れ
る
、
と
い
う
発
想
な
い
し
考
え
方
が
潜
ん
で
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
あ

る
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
よ
う
な
世
界
観
を
根
底
的
に
担
う
語
で
あ
っ
た
。
「
西
田
哲
学
と
日
本
語
」
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
前
に
、
こ
の

点
に
つ
い
て
例
証
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。

大
野
晋
に
よ
れ
ば
、
八
世
紀
半
ば
に
日
本
語
は
大
き
な
飛
躍
を
経
験
す
る
。
否
定
表
現
が
十
分
に
発
展
し
て
い
な
か
っ
た
当
時
の
日
本
語

に
、
大
量
の
漢
語
仏
典
（
と
う
ぜ
ん
そ
こ
に
は
否
定
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
）
の
輸
入
を
契
機
と
し
て
、
全
般
的
に
否
定
表
現
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
。
大
野
の
指
摘
を
引
用
す
る
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
Ｉ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

動
詞
の
表
現
と
は
、
物
事
を
時
間
と
い
う
場
の
中
で
進
行
し
、
変
化
し
て
ゆ
く
事
態
と
し
て
と
ら
え
る
表
現
で
、
形
容
詞
の
表
現

と
異
な
っ
て
い
る
。
日
本
人
は
時
間
と
い
う
場
の
中
で
進
行
し
て
行
く
事
態
を
表
わ
す
場
合
（
つ
ま
り
動
詞
を
使
う
場
合
）
に
は

否
定
や
推
量
（
意
志
）
や
回
想
を
表
現
で
き
る
段
階
に
達
し
て
い
た
。
し
か
し
時
間
に
関
係
の
な
い
「
Ａ
は
Ｂ
そ
」
「
山
高
し
」
の

よ
う
な
、
事
の
性
質
に
つ
い
て
だ
け
判
定
を
下
す
表
現
に
つ
い
て
は
、
未
だ
表
現
形
式
が
不
備
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本

人
が
事
柄
を
、
成
行
き
、
経
過
と
し
て
と
ら
え
、
成
行
き
や
経
過
を
、
叙
述
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
抽
象
的
、
論
理
的
に
、
時

間
の
経
過
と
い
う
場
で
な
し
に
判
断
を
下
す
こ
と
に
は
、
た
け
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
ぬ
で

｛
ハ
ー



金
谷
は
た
と
え
ば
、
「
笑
ひ
て
・
あ
り
」
↓
「
笑
ひ
た
り
」
↓
「
笑
っ
た
」
の
よ
う
に
変
化
を
追
っ
て
、
過
去
形
が
「
あ
り
」
（
「
あ
る
」
の

古
形
が
「
あ
り
」
）
か
ら
生
じ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
金
谷
に
よ
る
日
本
語
の
三
基
本
文
と
は
、
名
詞
文
（
例
、
好
き
だ
）
、
形

容
詞
文
（
例
、
悲
し
い
）
、
動
詞
文
（
例
、
笑
っ
た
）
の
こ
と
で
、
「
好
き
で
．
あ
る
ａ
３
日
）
」
↓
「
好
き
だ
（
含
）
」
と
い
う
よ
う
に
、
名

詞
文
に
「
あ
る
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
形
容
詞
文
で
も
否
定
形
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
あ
る
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
動

詞
も
過
去
形
に
な
れ
ば
、
「
あ
る
」
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
自
動
詞
の
語
尾
に
は
「
あ
る
（
例
、
閉
ま
る
［
旨
ョ
＆
旨
］
、
変
わ
る
［
百
ミ
ー

ら
に
形
容
詞
を
使
っ
た
表
現
に
も
、
そ
の
後
ろ
に
「
あ
り
」
を
つ
け
て
、
た
と
え
ば
「
悲
し
け
り
↓
悲
し
く
あ
り
け
り
↓
悲
し
か
り
け
り

宍
昌
麗
冨
冒
閨
房
風
↓
六
自
画
普
涛
胃
涛
ｇ
）
」
と
い
う
表
現
を
作
り
出
し
た
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
「
悲
し
か
ら
ず
」
「
悲
し
か
ら
む
三
悲
し
か

り
き
」
と
い
う
表
現
も
可
能
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
語
は
、
「
あ
る
」
と
い
う
語
を
大
活
躍
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
語
的
危
機
を
乗
り
越
え
、
飛
躍
を
果
た
し
た
。
と

こ
ろ
で
「
あ
る
」
の
活
躍
は
た
ん
な
る
偶
然
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
日
本
文
は
、
「
あ
る
」
を
ベ
ー
ス
に
形
成
さ
れ
て
い
る
言
語
で
あ
る
、
と

言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
金
谷
武
洋
は
次
の
よ
う
に
、
「
あ
る
」
を
日
本
語
の
ス
ー
パ
ー
動
詞
と
呼
ん
で
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

日
本
語
が
自
然
中
心
、
英
語
が
そ
の
逆
で
人
間
中
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
を
代
表
し
て
最
大
の
活
躍
を
す
る
「
ス
ー
パ

ー
動
詞
」
が
あ
っ
て
い
い
。
日
本
語
の
場
合
は
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
あ
る
」
だ
。
・
・
・
日
本
語
の
過
去
形
は
全
て
動
詞
「
あ
る
」

の
付
加
に
よ
る
「
存
在
文
」
化
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
も
そ
も
三
基
本
文
の
四
通
り
の
文
（
現
在
／
過
去
、
肯
定
／
否
定
）
、
合

計
十
二
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
九
ま
で
が
「
あ
る
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
皿
）
。

一
ハ
ー
ー



画
昌
］
、
始
ま
る
［
亘
冒
，
画
目
］
等
）
」
が
隠
れ
て
い
る
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
お
い
て
、
「
る
・
ら
る
」
の
語
源
は
「
あ
る
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
「
胃
屋
（
あ
る
ご
を
一
段
活
用
さ

せ
る
と
「
（
蔀
）
閨
⑲
ｌ
る
（
れ
る
・
ら
れ
る
）
」
と
な
る
と
、
金
谷
は
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
「
形
容
動
詞
」
（
例
、
健
全
に
あ
る
↓
健
全
な
る

↓
健
全
な
）
、
接
続
詞
の
多
く
も
（
例
、
で
あ
る
が
↓
だ
が
・
で
あ
る
か
ら
↓
だ
か
ら
・
で
あ
る
け
れ
ど
も
↓
だ
け
ど
・
さ
あ
れ
ど
も
↓
さ

れ
ど
）
、
仮
定
表
現
も
（
例
、
で
あ
ら
ば
↓
た
ら
・
に
あ
ら
ば
↓
な
ら
）
、
さ
ら
に
「
あ
り
が
と
う
」
は
「
有
難
く
」
の
ウ
音
便
、
「
さ
よ
う

な
ら
」
の
「
な
ら
」
は
、
「
（
左
様
）
に
あ
ら
ぱ
」
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
う
な
事
例
を
、
金
谷
は
挙
げ
て
い
る
。
つ
ま
り
日
本
語
で
は
、
文
章

成
立
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
「
あ
る
」
が
関
わ
っ
て
い
る
。

存
在
の
場
所
的
理
解
と
日
本
語

す
べ
て
を
自
発
的
な
自
然
生
起
と
考
え
る
の
が
、
日
本
的
発
想
の
根
本
に
あ
る
。
言
葉
に
お
い
て
こ
の
事
態
を
表
明
す
る
語
が
、
「
あ
る
」

で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
あ
ら
ゆ
る
動
詞
の
中
で
最
も
基
礎
的
意
味
を
担
う
の
は
、
存
在
を
意
味
す
る
「
あ
る
」
で
あ
ろ
う
。
英
語
で
も
胃
動

詞
は
、
特
別
な
動
詞
で
あ
る
。
た
だ
日
本
語
の
ぱ
あ
い
、
「
存
在
」
の
根
底
に
「
自
然
生
起
」
を
見
て
取
る
考
え
方
が
根
本
に
あ
っ
て
、
し

た
が
っ
て
「
自
然
生
起
」
を
表
わ
す
「
あ
（
生
）
る
」
が
、
日
本
語
の
ス
ー
パ
ー
動
詞
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
で
「
あ

る
」
が
関
わ
っ
て
く
る
理
由
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
日
本
語
の
発
想
の
根
底
に
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
を
い
か
な
る
構
造
を
も
つ
文

な
ら
し
め
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
各
国
語
の
も
つ
世
界
観
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
文
成
立
の
可
能
性
の
根
幹
に
「
あ
る
」
が
潜

ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
根
底
的
思
想
が
「
あ
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

さ
ら
に
興
味
深
い
の
は
、
「
あ
る
」
は
「
・
・
に
あ
る
」
と
い
う
仕
方
で
も
受
け
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
を
場
所
的
に
捉
え

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

一
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る
発
想
が
、
そ
こ
に
目

ろ
ん
「
・
・
と
い
う
場

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

、
そ
こ
に
見

「
あ
（
生
・
在
）
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
「
在
る
も
の
」
単
独
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
他
の
も
の
と
の
関
連
に
お
い

存
在
は
そ
の
場
所
と
切
り
離
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
西
谷
啓
治
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

旨
邑
は
一
．
呂
切
と
い
う
言
葉
か
ら
出
て
い
る
。
旨
。
扇
と
い
う
の
は
場
所
と
い
う
意
味
で
、
或
る
も
の
が
そ
れ
自
身
の
場
、
存
在
の

場
を
持
っ
て
い
る
。
「
有
る
」
と
い
う
事
は
そ
の
場
所
と
い
う
事
、
存
在
の
場
と
い
う
事
と
切
り
離
せ
な
い
。
・
・
・
つ
ま
り
連

関
の
中
に
有
る
わ
け
で
す
。
．
：
［
華
厳
の
存
在
の
論
理
で
あ
る
主
伴
は
］
そ
れ
が
そ
れ
自
身
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
つ
ま
り
、

連
関
の
中
で
の
み
成
り
立
っ
て
い
る
事
だ
と
、
そ
う
い
う
矛
盾
し
た
事
が
同
時
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
：
．

一
月
昌
尉
と
い
う
の
は
、
Ａ
な
ら
Ａ
と
い
う
「
も
の
」
が
「
有
る
」
と
い
う
事
の
中
に
本
当
の
意
味
の
空
間
性
と
い
う
も
の
が
入
っ

て
い
る
と
い
う
事
で
す
。
・
・
・
Ａ
が
Ａ
で
あ
る
と
い
う
事
は
、
Ｂ
が
有
っ
て
の
Ａ
だ
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
し
か
し
、
そ
の
Ｂ

有
っ
て
の
Ａ
だ
と
い
う
そ
の
Ｂ
は
、
Ａ
有
っ
て
の
Ｂ
で
す
か
ら
、
「
有
る
」
と
い
う
事
は
、
非
常
に
連
関
し
合
っ
て
い
る
わ
け
で

す
。
。
：
そ
の
場
は
一
つ
一
つ
の
特
殊
な
場
で
す
け
れ
ど
も
、
全
体
が
そ
こ
に
有
る
、
全
体
を
担
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
全
体
を

現
し
て
い
な
が
ら
、
し
か
し
、
全
体
の
一
部
、
局
所
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
味
で
す
ね
。
そ
う
い
う
事
が
。
侭
閏
号
と
い
う

事
で
し
ょ
う
ね
（
咽
）
。

出
さ
れ
る
。

。
と
い
う
場
所
に
あ
る
」

「
あ
る
」
の
第
一
の
意
味
は
、
「
生
ま
れ
出
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
・
・
に
あ
る
」
は
、
も
ち

こ
と
で
あ
る
。
生
ま
れ
出
る
こ
と
が
場
所
的
に
存
在
す
る
こ
と
と
結
び
つ
く
の
は
、
次
の
よ
う
に
考
え

六
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て
実
現
さ
れ
て
い
る
。
西
谷
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
関
連
し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
Ａ
あ
っ
て
の
Ｂ
、
Ｂ
あ
っ
て
の
Ａ
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
こ
の
並
存
可
能
的
関
連
性
の
こ
と
を
「
空
間
性
」
と
か
「
世
界
」
と
か
、
さ
ら
に
「
場
所
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
Ａ
は
場

所
（
諸
事
物
と
の
関
連
性
）
に
お
い
て
、
Ａ
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
Ａ
が
Ａ
と
し
て
立
つ
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
Ａ
の
場
所
は
、
Ｂ

を
始
め
と
す
る
他
の
も
の
と
の
連
関
性
な
の
だ
か
ら
、
Ａ
の
場
所
は
同
時
に
場
所
全
体
の
性
格
を
も
つ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
Ａ
が
世
界
関

連
の
中
に
立
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
存
在
で
き
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
存
在
は
場
所
と
切
り
離
せ
な
い
。

本
論
の
最
初
に
、
場
面
依
存
的
で
あ
る
と
同
時
に
主
観
的
な
視
点
に
立
つ
の
が
、
日
本
語
の
表
現
の
特
徴
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
の
両
者

が
一
つ
に
結
び
つ
く
の
は
、
客
観
的
場
面
が
同
時
に
私
の
場
面
だ
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
主
観
的
叙
述
が
同
時
に
客
観
的
叙
述
と
、
一

つ
に
重
な
る
。
こ
の
よ
う
に
重
な
っ
て
理
解
さ
れ
る
の
は
、
存
在
を
場
所
的
に
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

場
所
に
依
存
し
た
客
観
的
叙
述
は
、
ま
た
そ
の
場
所
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
話
者
か
ら
の
叙
述
だ
か
ら
、
同
時
に
主
観
的
叙
述
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
話
者
は
つ
ね
に
場
所
に
お
い
て
在
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
場
面
と
話
者
と
は
一
つ
に
結
び
つ
き
え
た
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
日
本
語
の
根
本
的
発
想
は
、
存
在
の
場
所
的
理
解
に
も
と
づ
く
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
さ
ら
に
場
所
的
に
捉
え
ら
れ
た
「
あ
る
」
は
、
自
発
的
自
然
生
起
と
い
う
性
格
を
帯
び
る
。
存
在
は
、
存
在
の
於
い
て
あ
る
場
所

に
包
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
場
所
は
存
在
の
本
源
と
し
て
の
「
自
然
」
に
帰
着
す
る
と
い
う
の
が
、
日
本
的
見
方
で
あ
る
。

西
田
哲
学
を
意
識
し
つ
つ
、
日
本
語
の
特
色
を
西
田
哲
学
に
意
図
的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
が
、
日

本
語
の
思
想
と
で
も
い
う
も
の
を
考
察
し
て
い
く
と
、
お
の
ず
と
西
田
哲
学
と
の
親
近
性
を
思
わ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
以
下
に
述
べ
る

よ
う
に
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
が
、
こ
の
両
者
の
関
連
性
は
、
西
田
哲
学
を
理
解
す
る
一
つ
の
大
き
な
ス
テ
ッ
プ
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕
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時
枝
文
法
に
お
け
る
「
述
語
」

西
田
の
高
弟
で
あ
る
下
村
寅
太
郎
が
す
で
に
、
日
本
語
が
主
語
を
必
要
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
西
田
の
「
場
所
の
自
己
限
定
」
と
い

う
考
え
方
と
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。

自
然
生
起
を
根
底
と
し
た
主
客
融
合
的
発
想
が
日
本
語
の
特
徴
の
根
底
に
あ
る
な
ら
、
こ
こ
か
ら
な
ぜ
日
本
語
で
は
主
語
を
立
て
な
く
と

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

主
語
の
存
在
を
必
要
と
し
な
い
、
そ
う
い
う
言
語
が
日
本
語
の
特
色
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
：
．
／
・
：
直
ち
に
西
田
哲
学

の
「
場
所
」
の
思
想
、
「
場
所
の
自
己
限
定
」
と
い
う
考
え
方
を
想
起
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
絶
対
無
の
自
己
限
定
と
か
、
場
所
の

自
己
限
定
と
か
い
う
考
え
方
は
主
語
の
な
い
日
本
語
と
相
相
応
す
る
も
の
が
あ
る
。
：
・
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
な
も
の
の
見
方
、

考
え
方
、
そ
れ
の
根
底
に
あ
る
思
惟
の
仕
方
の
原
理
の
反
省
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
哲
学
的
自
覚
と
し
て
の
場
所
の
論
理
学
が
形
成

さ
れ
た
と
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
・
・
・
／
・
・
・
西
田
哲
学
の
独
創
性
の
由
来
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
も
の
の
見
方
・
考
え

方
、
あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
経
験
や
体
験
を
基
礎
に
し
た
思
惟
の
仕
方
を
哲
学
的
に
形
成
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
（
Ｍ
）
。

三
時
枝
文
法
と
西
田
哲
学

｛
ハ
｛
ハ



周
知
の
よ
う
に
時
枝
は
文
を
、
「
詞
十
辞
」
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
、
文
成
立
の
決
め
手
を
「
辞
」
に
み
て
い
る
。
「
詞
が
常
に
客
体
界
を

表
現
す
る
の
に
対
し
て
、
辞
は
、
客
体
界
に
志
向
す
る
言
語
主
体
の
感
情
、
情
緒
、
意
志
、
欲
求
等
を
表
」
（
肥
）
す
も
の
で
あ
り
、
「
過
程
的

言
語
観
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
言
語
の
客
体
的
存
在
と
し
て
の
把
握
を
脱
却
し
て
、
言
語
を
あ
る
が
ま
Ｌ
の
存
在
と
し
て
、
即
ち

主
体
的
経
験
と
し
て
、
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
（
岬
）
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
し
辞
が
詞
を
た
ん
に
外
側
か
ら
包
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
詞
と
辞
と
が
「
＋
」
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
文
が
成
り
立
つ
と
考

さ
て
つ
ぎ
の
引
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
中
村
雄
二
郎
が
国
語
学
者
の
時
枝
誠
記
に
よ
る
「
時
枝
文
法
」
と
西
田
哲
学
と
の
親
近
性
を
指

摘
し
て
い
ら
い
、
多
く
の
国
語
学
者
が
西
田
の
場
所
の
論
理
と
時
枝
文
法
の
考
え
方
の
共
通
性
に
つ
い
て
論
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
価
で

中
村
の
論
述
は
い
さ
さ
か
単
純
化
し
す
ぎ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
「
述
語
的
統
一
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
中
村
は
両
者
の
共
通
の
考
え

方
を
見
て
い
る
。

あ
ろ
う
（
崎
）
。

も
文
と
な
る
か
、
と
い
う
問
題
も
説
明
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
日
本
語
が
主
語
を
必
要
と
し
な
い
理
由
に
つ
い
て
本
論
で
は
表
立
っ

て
は
論
じ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
日
本
語
で
は
、
主
語
と
い
う
意
識
は
明
治
時
代
ま
で
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

日
本
語
の
文
で
は
、
詞
が
辞
に
よ
っ
て
幾
重
に
も
〈
入
れ
子
型
構
造
〉
を
と
っ
て
包
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
辞
と
詞
と
の

間
の
包
み
包
ま
れ
る
関
係
は
、
論
理
的
な
い
わ
ゆ
る
包
摂
関
係
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
も
ま
さ
に
自
己
が
述
語

的
統
一
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
（
面
）
。

六
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風
呂
敷
に
た
と
え
ら
れ
た
主
体
の
包
む
と
い
う
働
き
は
、
包
む
と
い
う
機
能
に
お
い
て
、
文
に
内
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
つ
ぎ
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
風
呂
敷
の
例
に
つ
い
で
、
時
枝
は
望
遠
鏡
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
望
遠
鏡
を
通
し
て
も

の
を
見
て
い
る
と
き
、
見
る
こ
と
自
体
に
お
い
て
は
望
遠
鏡
は
物
体
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
見
る
と
い
う
こ
と
に
お
け
る
見

る
と
い
う
働
き
と
し
て
見
る
こ
と
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
。

敷
と
な
る
。

え
ら
れ
て
い
る
。
時
枝
は
「
包
む
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
の
に
、
「
風
呂
敷
」
の
例
を
用
い
て
い
る
。
風
呂
敷
は
、
物
を
包
む
機
能
を

発
揮
し
て
い
な
け
れ
ば
、
た
だ
の
布
切
れ
に
す
ぎ
な
い
・
包
む
と
い
う
風
呂
敷
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
風
呂
敷
は
風
呂
敷
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
風
呂
敷
で
あ
る
こ
と
に
は
、
包
ま
れ
る
も
の
の
存
在
が
不
可
欠
で
あ
る
し
、
包
ま
れ
る
も
の
を
包
ん
で
は
じ
め
て
風
呂

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

詞
辞
の
関
係
を
異
次
元
の
も
の
と
見
、
包
む
も
の
と
包
ま
れ
る
も
の
と
の
関
係
に
於
い
て
見
る
こ
と
に
は
、
猶
詞
辞
の
関
係
に
対

す
る
観
察
的
立
場
を
脱
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
を
更
に
言
語
主
体
の
立
場
に
於
い
て
見
る
な
ら
ば
、
辞
は
客

体
界
に
対
す
る
言
語
主
体
の
総
括
機
能
の
表
現
で
あ
り
、
統
一
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
包
ま

れ
る
も
の
は
、
主
体
に
対
す
る
客
体
的
存
在
の
表
現
に
違
い
な
い
が
、
包
む
も
の
は
、
主
体
の
包
む
こ
と
の
表
現
で
あ
る
と
い
う

方
が
適
切
で
あ
る
。
宛
も
物
を
包
む
風
呂
敷
は
、
観
察
的
立
場
に
於
い
て
は
そ
れ
自
身
一
の
物
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
が
、
主
体

的
立
場
に
於
い
て
は
、
物
を
包
む
こ
と
に
本
質
が
あ
る
：
・
・
望
遠
鏡
は
、
そ
れ
自
体
一
個
の
物
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
使
用
す

る
立
場
に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
視
る
機
能
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
に
等
し
い
（
”
で

六
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そ
も
そ
も
明
治
時
代
に
な
る
ま
で
「
主
語
・
述
語
」
観
念
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
国
語
に
お
い
て
述
語
と
は
何
に
相
当
す
る

か
、
じ
つ
は
な
お
不
明
確
な
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
柳
父
章
は
、
「
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
』
と
い
う
文
で
、
述
語
は
『
猫
』
か
、
『
猫

で
あ
る
』
か
。
／
述
語
論
理
を
説
く
人
は
、
通
常
こ
う
い
う
問
題
を
あ
ま
り
考
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
『
述
語
』
と
い
う
概
念
も
ま
た
翻

訳
概
念
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
／
西
洋
語
で
は
、
述
語
は
ハ
ツ
キ
リ
し
て
い
る
」
（
麺
）
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
盲
目
”

・
翼
．
」
な
ら
、
述
語
は
「
四
目
と
明
確
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
国
語
に
お
い
て
、
陳
述
は
述
語
に
含
ま
れ
な
い
、
と
時
枝
は
考
え
て
い
る
。

文
に
内
在
す
る
統
一
的
機
能
を
果
た
す
「
辞
」
に
、
文
成
立
の
決
定
的
根
拠
を
見
る
見
方
は
、
右
に
検
討
し
て
き
た
「
私
」
を
場
所
と
す

る
日
本
語
の
発
想
を
、
文
法
的
に
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
時
枝
は
、
「
国
語
に
於
い
て
は
、
主
語
は
述
語
に
対
立
す
る
も
の
で
は

な
く
て
、
述
語
の
中
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
。
：
主
語
は
述
語
の
中
に
含
ま
れ
た
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ

て
い
る
と
考
え
る
方
が
適
切
で
あ
る
」
（
訓
）
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
哲
学
に
お
け
る
主
語
的
論
理
に
対
す
る
述
語
的
論
理
、
つ
ま
り
場
所
的

論
理
と
、
こ
の
説
明
は
呼
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
し
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

「
国
語
に
於
け
る
総
括
辞
は
、
総
括
さ
れ
る
語
の
最
後
に
置
か
れ
て
、
こ
れ
ら
を
包
む
様
な
形
に
於
い
て
全
体
を
統
一
し
て
い
る
」
（
亙
）
も

の
で
、
こ
れ
が
辞
の
部
分
で
あ
り
、
文
末
に
お
か
れ
た
辞
は
陳
述
を
完
結
さ
せ
る
。
と
こ
ろ
で
「
述
語
（
な
い
し
述
語
格
）
」
と
は
、
文
末

に
お
か
れ
る
総
括
辞
で
は
な
く
、
陳
述
を
な
す
辞
の
対
象
の
こ
と
を
指
す
、
と
時
枝
は
述
べ
て
い
る
。
時
枝
の
用
語
の
使
い
方
に
、
注
意
を

は
ら
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
Ｉ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

私
の
意
味
す
る
述
語
格
の
概
念
の
中
に
は
、
陳
述
は
含
ま
れ
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
、
陳
述
の
客
体
が
述
語
格
で
あ
る
と
い
う
風

に
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
辞
及
び
陳
述
を
客
体
的
な
も
の
か
ら
切
離
し
て
、
主
体
的
な
も
の
の
表
現
と
考
え
る
私
の
説
の

六
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さ
て
そ
こ
で
、
さ
き
の
引
用
に
あ
っ
た
「
主
語
は
述
語
の
な
か
に
含
ま
れ
、
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
に
お
け
る
「
述
語
」

の
意
味
は
、
右
の
述
語
を
め
ぐ
る
時
枝
の
発
言
を
検
討
し
て
い
く
と
、
時
枝
に
よ
っ
て
「
入
れ
子
構
造
」
と
呼
ば
れ
た
日
本
語
の
特
性
か
ら

説
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。

「
彼
は
勉
強
家
で
す
。
」
は
、
大
き
く
は
「
彼
は
」
と
「
勉
強
家
で
す
」
の
二
句
か
ら
成
立
し
て
い
て
、
両
句
は
「
入
れ
子
構
造
」
に
な
っ

て
い
る
。
時
枝
の
「
入
れ
子
構
造
」
と
は
、
簡
単
に
言
え
ば
、
句
が
句
を
重
々
に
包
ん
で
い
る
構
造
の
こ
と
で
あ
る
。
「
彼
」
を
「
は
」
が

包
み
一
つ
の
句
と
な
り
、
「
勉
強
家
」
が
連
結
し
て
ま
た
一
つ
の
句
と
な
り
、
さ
ら
に
「
で
す
」
と
い
う
句
に
支
え
ら
れ
て
文
と
し
て
完
結

す
る
、
と
い
う
よ
う
に
分
析
さ
れ
た
日
本
語
の
構
造
が
、
「
入
れ
子
構
造
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

「
彼
は
勉
強
家
で
す
。
」
と
い
う
例
文
を
、
時
枝
は
挙
げ
て
い
る
（
酒
）
。
陳
述
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
文
全
体
に
お
け
る
、
文
の
成
分
が
「
格
」

と
呼
ば
れ
る
の
で
、
時
枝
は
「
で
す
」
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
「
彼
は
勉
強
家
」
の
部
分
を
、
陳
述
の
客
体
部
分
で
あ
る
の
で
「
述
語
格
」

と
呼
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
右
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、
「
主
語
に
対
し
て
説
明
概
念
を
表
す
も
の
」
が
、
「
述
語
格
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
「
主
語
・
述
語
」
に
関
し
て
時
枝
は
、
「
彼
は
勉
強
家
」
に
お
け
る
「
彼
」
と
「
勉
強
家
」
と
の
論
理
的
関
係
を
指
す
も
の
と
し
て
い
る
。

「
述
語
」
、
な
い
し
「
述
語
格
」
に
つ
い
て
の
こ
の
よ
う
な
説
明
に
は
、
不
明
確
な
と
こ
ろ
が
あ
る
（
時
枝
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
「
述
語
」

と
「
述
語
格
」
と
が
混
在
し
て
使
わ
れ
る
が
、
主
語
・
述
語
関
係
の
観
点
と
、
文
成
分
と
し
て
問
題
に
し
て
い
る
場
合
と
で
、
「
述
語
」
「
述

語
格
」
と
言
い
分
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
「
述
語
」
に
関
し
て
外
面
的
説
明
に
止
ま
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
）
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

当
然
の
結
論
で
あ
る
。
・
・
・
要
す
る
に
主
語
に
対
し
て
説
明
概
念
を
表
す
も
の
は
、
凡
て
述
語
格
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
（
狐
で

七
○



そ
こ
で
ま
ず
陳
述
「
で
す
」
の
対
象
で
あ
る
「
彼
は
勉
強
家
」
が
、
「
述
語
（
格
）
」
と
さ
れ
る
。
他
方
こ
の
句
の
内
部
で
は
、
「
彼
」
は

「
勉
強
家
」
の
主
語
と
な
っ
て
い
る
。
主
語
と
考
え
ら
れ
る
語
は
辞
（
今
の
例
で
は
「
は
」
）
に
よ
っ
て
包
ま
れ
、
さ
ら
に
形
成
さ
れ
た
句

（
「
彼
は
勉
強
家
」
）
が
文
全
体
と
し
て
は
「
述
語
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
彼
」
は
述
語
の
中
に
入
れ
子
構
造
的
に
包
ま
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
「
主
語
は
述
語
に
含
ま
れ
る
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
陳
述
に
お
い
て
文
が
成
立
す
る
（
「
雨

が
降
る
。
」
と
い
う
客
観
的
事
実
の
叙
述
で
も
、
文
末
に
「
零
記
号
の
陳
述
」
が
あ
っ
て
、
文
を
包
ん
で
い
る
と
み
な
さ
れ
る
）
と
い
う
考

え
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
い
わ
ば
述
語
の
自
己
限
定
か
ら
主
語
も
析
出
さ
れ
る
、
と
い
う
立
場
で
は
な
い
。
く
り
返
し
に
な
る
が
、

陳
述
は
述
語
に
含
ま
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
時
枝
の
根
本
的
立
場
で
あ
る
。

西
田
に
お
い
て
は
、
主
語
と
述
語
と
の
関
係
は
、
個
物
と
普
遍
と
の
関
係
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
抽
象
的
普
遍
は
、
個
物
を
包
摂
し
て

い
く
こ
と
で
よ
り
具
体
的
に
な
っ
て
い
く
。
具
体
的
普
遍
は
、
色
の
識
別
が
色
自
身
の
関
係
か
ら
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
、
普
遍
が
自
己
の

中
に
自
己
を
具
体
化
し
て
行
く
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
実
体
と
し
て
の
主
語
の
本
質
は
、
最
終
的
に
は
普
遍
に
包
摂
さ
れ

な
い
個
物
性
（
述
語
に
な
ら
な
い
主
語
）
に
見
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
個
物
性
を
も
包
摂
す
る
述
語
を
、
周
知
の
よ
う
に
西
田
は
「
超

越
的
述
語
面
」
と
呼
ん
で
、
「
無
の
場
所
」
の
哲
学
が
展
開
さ
れ
て
い
く
。
普
遍
が
無
の
場
所
に
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
「
い
か
な
る
普
遍
に

も
包
摂
さ
れ
無
い
」
と
い
う
個
物
の
「
無
」
が
そ
こ
に
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
個
物
と
普
遍
は
、
否
定
弁
証
法
的
に
映
し
あ
う
。

普
遍
が
個
物
に
届
く
、
つ
ま
り
「
知
」
が
最
深
度
に
達
し
た
こ
と
が
、
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
と
言
わ
れ
る
（
泌
）
。
そ
の
こ
と
は
さ

ら
に
、
「
東
洋
文
化
の
根
抵
に
は
、
形
な
き
も
の
の
形
を
見
、
声
な
き
も
の
の
声
を
聞
く
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
我
々
の
心
は
此
の
如
き
も
の
を
求
め
て
や
ま
な
い
、
私
は
か
か
る
要
求
に
哲
学
的
根
拠
を
与
え
て
見
た
い
と
思
う
」
（
”
）
と
い
う

事
柄
と
し
て
述
懐
さ
れ
る
。
下
村
が
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
場
所
の
自
己
限
定
と
い
う
捉
え
方
に
よ
っ
て
、
東
洋
文
化
に
哲
学
的
根
抵
を

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

七
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素
材
が
言
語
主
体
を
包
む
の
で
は
な
く
、
主
体
が
素
材
を
包
む
、
と
い
う
こ
と
が
時
枝
文
法
の
絶
対
的
前
提
で
あ
る
．
そ
の
上
で
、
言
語

表
現
に
、
主
体
の
志
向
的
機
能
と
素
材
と
が
入
れ
子
構
造
的
に
絡
ま
る
こ
と
で
、
日
本
語
が
形
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
立
場
が
、
時
枝
の
立

場
で
あ
る
。
主
体
そ
の
も
の
は
、
素
材
と
し
て
の
言
語
の
外
に
立
つ
、
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
西
田
と
時
枝
に
お
い
て
、
主
体
の
位
置
づ
け
に
決
定
的
相
違
が
あ
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
論
じ

る
に
は
、
そ
も
そ
も
「
陳
述
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

与
え
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

時
枝
に
お
い
て
は
、
主
語
・
述
語
関
係
を
陳
述
が
包
ん
で
い
る
。
陳
述
を
な
す
も
の
は
、
文
全
体
を
主
体
的
表
現
と
す
る
言
語
主
体
で

あ
る
。

時
枝
の
「
場
面
」
と
西
田
の
「
場
所
」

時
枝
は
、
言
語
の
存
在
条
件
と
し
て
、
「
主
体
」
（
話
し
手
）
、
「
場
面
」
（
聴
き
手
、
お
よ
び
そ
の
周
囲
の
話
し
手
の
志
向
的
対
象
）
、
素
材

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

言
語
の
主
体
は
、
絶
対
に
表
現
の
素
材
と
は
、
同
列
同
格
に
は
自
己
を
言
語
に
於
い
て
表
現
し
な
い
も
の
で
あ
る
心
・
・
・
「
私

が
読
ん
だ
」
と
い
っ
た
時
の
「
私
」
は
、
主
体
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
主
体
の
客
体
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
私
が
読
ん
だ
」
と

い
う
表
現
を
な
す
も
の
が
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
、
：
。
若
し
主
体
の
表
現
そ
れ
自
体
を
知
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
「
私
が
読
ん

だ
」
全
体
を
主
体
的
表
現
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
誼
で

七

二



話
し
手
が
聴
き
手
に
志
向
的
に
関
わ
る
こ
と
は
、
逆
に
話
し
手
が
聴
き
手
か
ら
あ
る
規
定
、
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
聴
き
手
を
無

視
し
た
話
し
手
の
語
り
か
け
は
、
無
意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
場
面
は
純
客
体
的
世
界
で
も
な
く
、
又
純
主
体
的
な
志
向
作
用
で

も
な
く
、
い
は
蟹
主
客
の
融
合
し
た
世
界
」
（
訓
）
と
い
う
面
を
も
つ
。
し
か
も
時
枝
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
は
、
次
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
、

話
し
手
と
並
ん
で
聴
き
手
も
主
体
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
主
体
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
表
象
、
事
物
、
概
念
）
の
三
者
を
挙
げ
て
い
て
、
陳
述
を
「
場
面
」
と
の
結
び
つ
き
に
お
い
て
考
え
て
い
る
。

す
な
わ
ち
時
枝
は
言
語
行
為
を
、
第
一
義
的
に
は
機
能
的
関
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
聴

き
手
の
反
応
と
し
て
な
ん
ら
か
の
行
為
が
遂
行
さ
れ
、
言
語
行
為
の
目
的
が
達
成
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
言
語
を
機
能
的
働
き
中
心
に
見

る
と
い
う
こ
と
は
、
と
う
ぜ
ん
の
こ
と
な
が
ら
、
「
聴
き
手
」
の
存
在
を
、
言
語
行
為
の
本
質
的
条
件
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
。
時
枝
の
ぱ

あ
い
、
次
の
引
用
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
聴
き
手
」
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
「
場
面
」
と
言
わ
れ
る
。
「
場
面
の
中
心
的
な
も
の
は
、
表

現
者
に
対
立
す
る
理
解
者
、
即
ち
聴
手
或
は
読
者
で
あ
っ
て
、
言
語
は
、
常
に
、
表
現
者
と
理
解
者
と
の
間
に
、
あ
る
関
係
を
構
成
し
つ
上
、

そ
れ
を
媒
介
と
し
て
、
生
活
と
交
渉
す
る
の
で
あ
る
」
（
”
）
。

機
能
主
義
的
立
場
に
立
つ
か
ど
う
か
に
関
わ
ら
ず
、
言
語
は
つ
ね
に
ど
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
抜
き
に
成

り
立
た
な
い
。
そ
の
さ
い
「
聴
き
手
」
を
「
場
面
」
と
ほ
ぼ
同
一
視
す
る
の
は
、
言
語
的
場
面
を
、
物
を
容
れ
る
空
間
的
な
も
の
で
は
な
く
、

言
語
的
行
為
が
為
さ
れ
、
そ
の
行
為
に
充
ち
て
い
る
場
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
話
し
手
と
聴
き
手
と
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
る
関
係
の
う
ち
に
立
つ
こ
と
、
つ
ま
り
言
語
的
場
面
に
あ
る
こ
と
は
、
「
い
は
曾
我
々
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
外
な
ら
な
い
」
（
”
）
の

で
あ
る
。日

本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

七
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言
語
活
動
の
本
質
を
、
言
語
を
機
能
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
面
に
お
け
る
「
言
語
経
験
の
主
体
」
相
互
の
交
渉
と
し
て
、
時
枝

は
考
え
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
言
語
を
人
間
行
為
に
基
づ
け
る
考
え
方
を
時
枝
は
基
本
に
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
か

ら
推
測
で
き
る
の
は
、
時
枝
は
、
日
本
語
の
基
層
を
発
掘
し
、
日
本
語
を
文
法
的
に
体
系
化
し
な
が
ら
も
、
国
語
と
し
て
の
日
本
語
の
近
代

的
な
把
握
を
試
み
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
「
陳
述
」
は
、
近
代
的
主
体
の
言
語
行
為

で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
西
田
に
お
け
る
言
語
主
体
は
、
い
わ
ば
「
物
と
な
っ
て
言
う
」
も
の
で
あ
る
。

西
田
に
お
い
て
「
陳
述
」
は
、
言
語
主
体
の
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
物
の
側
の
表
現
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
西
田
は
、
「
東
洋
的
文

化
の
根
抵
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
情
意
に
お
い
て
現
れ
た
物
は
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
自
身
で
あ
る
。
「
我
と
汝
」
関
係
も
、
こ
の
よ
う
な
「
我

と
物
」
と
の
関
係
と
変
わ
ら
な
い
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

知
識
に
お
い
て
は
我
々
は
物
を
外
に
見
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
情
意
に
お
い
て
は
我
々
は
物
を
内
に
見
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

情
意
の
内
容
と
い
う
の
は
物
を
物
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
物
を
我
と
し
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
を
人
格
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
我
々
が
物
に
対
し
て
有
つ
我
々
の
自
己
限
定
の
内
容
で
あ
る
。
か
か
る
物
の
見
方
は
物
を
外
に
見
る
の
で
は
な
く
、
物

私
の
意
味
す
る
場
面
は
、
・
・
・
言
語
的
主
体
で
あ
る
話
手
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
聴
手
で
あ
る
。
即
ち
主
体
の
志
向
的
対

象
と
な
る
処
の
聴
手
で
あ
っ
て
、
客
観
的
に
見
ら
れ
た
聴
手
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
若
し
聴
手
に
於
け
る
言
語
経
験
を
対
象

と
し
て
考
察
す
る
場
合
に
は
、
も
は
や
聴
手
は
聴
手
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
な
く
、
言
語
経
験
の
主
体
と
変
ず
る
の
で
あ
り
、

話
手
は
、
聴
手
受
容
の
対
象
と
し
て
、
却
っ
て
場
面
的
意
味
を
持
っ
た
話
手
と
変
ず
る
の
で
あ
る
（
並
）
。

七
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た
だ
し
「
我
と
汝
」
、
「
我
と
物
」
は
、
絶
対
の
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
。
「
切
断
」
が
、
か
え
っ
て
連
続
を
可
能
に
す
る
。
「
絶
対
の

否
定
面
と
い
う
も
の
は
私
と
汝
と
を
切
断
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
私
と
汝
と
を
媒
介
す
べ
く
置
か
れ
た
も
の
」
（
弧
）
な
の
で
あ
る
が
、
安

易
な
主
客
合
一
の
立
場
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

時
枝
と
西
田
と
の
「
場
」
に
つ
い
て
の
相
違
を
結
論
的
に
い
え
ば
、
時
枝
の
「
場
面
」
と
西
田
の
「
場
所
」
と
は
、
と
も
に
い
わ
ば
「
行

為
的
自
己
」
の
働
い
て
い
る
「
場
」
で
あ
る
が
、
時
枝
の
ぱ
あ
い
は
我
と
汝
の
、
陳
述
と
い
う
表
現
の
「
場
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
西
田

の
ぱ
あ
い
は
「
世
界
の
表
現
」
（
「
世
界
が
表
現
す
る
こ
と
」
に
し
て
「
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
」
）
の
「
場
」
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。

「
二
重
写
し
」
と
「
存
在
の
場
所
的
把
握
」

さ
て
右
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
な
日
本
語
は
、
明
治
時
代
に
大
幅
な
変
化
を
経
験
す
る
。
翻
訳
を
通
し
て
近
代
日
本
語
が
形
成
さ
れ
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
《
誉
こ
の
点
に
つ
い
て
の
仔
細
な
例
証
と
考
察
は
い
ま
は
な
し
え
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
そ

の
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
代
わ
れ
わ
れ
が
使
っ
て
い
る
日
本
語
の
語
彙
の
大
部
分
が
明
治
に
作
ら
れ
た
翻
訳
語
で
あ
る
。
ま

た
夏
目
漱
石
等
が
考
案
し
た
英
語
熟
語
や
英
語
の
言
い
回
し
の
訳
が
、
そ
の
ま
ま
現
代
文
に
定
着
し
て
い
る
。
日
本
語
で
決
定
的
に
重
要
で

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
Ｉ
〔
岡
田
〕

を
内
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
自
己
の
底
に
他
を
見
、
そ
の
他
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
私
の
い
わ
ゆ
る

真
の
直
観
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
羽
）
。

四
西
田
哲
学
の
言
語
空
間
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明
治
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
既
存
の
二
重
写
し
の
上
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
が
重
な
る
。

漢
文
脈
と
は
さ
ら
に
か
け
は
な
れ
た
西
洋
語
の
翻
訳
に
さ
い
し
て
、
字
義
に
な
る
べ
く
忠
実
に
漢
字
を
あ
て
な
が
ら
も
、
文
化
的
・
思

想
的
背
景
が
異
な
る
以
上
、
大
き
な
断
絶
が
経
験
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
断
絶
を
乗
り
超
え
よ
う
と
し
た
と
き
、
一
方
で
は
原
語
の
意
味
、

験
し
て
い
た
。

て
、
「
外
国
語
」

で
あ
る
が
、
ｒ

こ
と
で
あ
る
。

あ
る
文
末
表
現
も
、
新
た
に
明
治
に
考
案
さ
れ
て
い
る
、
等
々
。

と
こ
ろ
で
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
漢
文
を
訓
読
す
る
と
い
う
方
法
で
中
国
語
を
日
本
語
に
変
換
す
る
方
法
を
、
す
で
に
日
本
人
は
経

験
し
て
い
た
。
明
治
に
お
け
る
外
国
語
の
訳
読
も
、
こ
の
方
法
が
踏
襲
さ
れ
た
。
「
英
文
解
釈
」
と
い
う
い
わ
ば
「
英
文
読
み
下
し
」
に
よ
っ

て
、
「
外
国
語
」
を
読
み
こ
な
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
日
本
語
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
重
要
な
問
題
が
か
い
ま
見
え
て
く
る
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
こ
と
は
「
日
本
語
」
と
「
外
国
語
」
が
、
「
日
本
語
」
の
中
で
二
重
写
し
的
に
機
能
し
て
い
る
、
と
い
う

漢
語
と
日
本
語
と
の
二
重
性
に
つ
い
て
、
西
谷
啓
治
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

教
と
い
っ
て
も
お
し
え
と
い
う
一
面
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
そ
こ
で
『
教
行
信
証
』
な
ど
は
、
非
常
に
複
雑
な
性
格
が
あ
る
。
つ
ま

、

り
半
分
は
日
本
語
で
、
同
時
に
ま
た
純
粋
な
日
本
語
で
は
な
い
。
や
は
り
教
と
か
行
と
か
信
と
か
い
い
ま
す
と
、
そ
こ
に
は
漢
文

で
書
か
れ
た
教
・
行
・
信
と
い
う
感
じ
や
意
味
が
は
い
っ
て
い
る
。
・
・
・

も
、
、

行
い
で
あ
る
と
同
時
に
行
な
ん
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
ま
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
信
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
二
重
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
が
非
常
に
お
も
し
ろ
い
と
も
い
え
る
。
二
つ
の
民
族
の
心
が
二
重
写
し
に
な
っ
て
い
る
（
亜
）
。

七
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る
こ
と
が
、
西
田
哲
学
の
苦
鴎

考
察
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

他
方
で
は
日
本
の
文
化
・
思
想
的
脈
絡
に
お
け
る
意
味
合
い
、
そ
こ
に
漢
語
の
伝
統
が
か
ら
ん
で
く
る
と
い
う
、
二
重
、
三
重
の
セ
ン
ス
が

翻
訳
語
に
反
映
す
る
事
態
が
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
も
と
も
と
あ
っ
た
漢
語
の
「
自
然
」
や
「
愛
」
を
訳
語
に
あ
て
た
ぱ
あ
い
や
、

ま
た
新
た
に
翻
訳
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
用
語
で
あ
る
「
自
由
」
と
か
の
語
の
ぱ
あ
い
で
も
、
い
ま
述
べ
た
事
態
が
濃
密
に
起
こ
っ
て
い
る
。

西
田
が
近
代
の
日
本
語
で
語
り
始
め
た
と
き
、
な
お
訳
語
も
定
着
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
渦
巻
い
て
い
て
、
そ
こ
に
特
別
な
思

索
の
遊
動
空
間
が
、
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
の
在
所
を
包
む
地
平
線
か
ら
溢
れ
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
つ

に
納
ま
っ
て
い
た
文
化
の
枠
が
破
れ
て
、
自
己
の
立
つ
地
底
か
ら
沸
き
起
こ
っ
て
き
た
言
葉
の
意
味
を
、
セ
ン
テ
ン
ス
に
治
め
取
ろ
う
と
す

る
こ
と
が
、
西
田
哲
学
の
苦
闘
で
は
な
か
っ
た
か
。
し
か
し
こ
の
点
に
ふ
れ
る
ま
え
に
、
日
本
語
の
多
重
空
間
形
成
の
背
景
を
か
ん
た
ん
に

と
い
う
の
も
言
語
意
味
の
多
重
空
間
が
形
成
さ
れ
た
の
は
、
日
本
語
が
外
国
語
の
影
響
の
も
と
に
発
展
し
て
き
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
幻
）
。
和
歌
の
伝
統
で
あ
る
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
作
歌
の
技
法
が
、
こ
の
問
題
に
示
唆
を
与
え

て
く
れ
る
。
「
本
歌
取
り
」
と
い
う
創
作
態
度
を
佐
々
木
健
一
は
、
「
世
界
内
創
造
」
と
呼
ん
で
、
次
の
よ
う
に
読
み
解
い
て
い
る
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

歴
史
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
具
体
的
な
世
界
の
中
に
生
き
、
そ
こ
か
ら
刺
戟
を
受
け
つ
つ
反
応
を
返
し
、
そ
の
反
応
を
彫
琢
す
る

こ
と
が
人
間
の
創
造
な
の
で
あ
る
。
右
に
取
り
上
げ
た
例
に
お
い
て
本
歌
と
の
関
係
は
様
々
で
あ
っ
た
あ
っ
た
が
、
「
世
界
内
創
造
」

で
あ
る
と
い
う
基
本
構
造
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
。
・
・
・
／
「
世
界
内
創
造
」
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
た
作
品
は
、
世
界

に
向
か
っ
て
開
い
た
性
格
を
も
つ
。
本
歌
取
り
と
い
う
非
明
示
的
引
用
に
伴
う
「
目
く
ば
せ
」
は
、
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
背
後
に
向

か
っ
て
解
放
す
る
シ
グ
ナ
ル
で
あ
る
（
漣
》
。

七
七



自
己
存
在
を
世
界
に
於
い
て
捉
え
る
と
い
う
発
想
が
そ
も
そ
も
の
日
本
的
発
想
で
あ
る
、
と
い
う
理
解
を
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
導
き
出
せ

そ
う
で
あ
る
。
日
本
語
の
多
重
言
語
空
間
も
、
偶
然
の
結
果
と
い
う
よ
り
、
そ
の
よ
う
な
事
態
を
形
成
す
る
因
子
、
す
な
わ
ち
「
存
在
の
場

所
的
把
握
」
と
い
う
発
想
が
内
在
し
て
い
た
、
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
存
在
を
多
重
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
種
々
の
世
界
か
ら
自
己
を

見
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。

明
治
時
代
に
、
西
田
哲
学
が
こ
の
よ
う
な
多
重
言
語
空
間
の
な
か
で
動
き
始
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
柳
父
章
の
次
の
指
摘
は
、
あ
る
意
味

で
興
味
深
い
。

本
歌
を
踏
ま
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
の
歌
世
界
を
歴
史
と
他
者
の
世
界
に
開
く
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
お
そ
ら
く
自
己
が
あ
っ
て
世

界
に
目
を
向
け
る
の
で
は
な
く
、
世
界
の
中
に
い
て
自
己
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
け
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
の
創
作
態
度

、

は
「
世
界
内
創
造
」
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
他
者
の
作
品
に
「
賛
」
を
書
き
込
む
な
ど
は
、
西
洋
で
は
考
え
ら
れ
な
い
、

オ
リ
ジ
ナ
ル
な
作
品
へ
の
冒
涜
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
的
受
け
取
り
方
で
は
、
お
そ
ら
く
本
歌
取
り
と
同
じ
よ
う
に
「
世
界
内
創
造
」
の
発

想
が
息
づ
い
て
い
る
か
ら
、
他
者
に
よ
る
「
賛
」
が
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
価
値
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
も
起
こ
る
の
で
あ

ろ
う
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

お
そ
ら
く
、
西
田
の
哲
学
し
た
時
代
、
西
洋
舶
来
の
翻
訳
的
「
主
語
」
構
文
が
そ
の
周
囲
に
溢
れ
て
い
た
の
で
、
西
田
の
「
主
語

論
理
」
批
判
は
、
西
洋
主
語
論
理
に
宛
て
ら
れ
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
近
代
日
本
の
「
主
語
」
論
理
に
向
け
ら
れ
て
い
た
、
と

言
え
る
の
で
は
な
い
か
（
”
）
。

七
八



西
洋
の
「
主
語
・
述
語
」
を
骨
格
構
造
と
す
る
文
に
、
日
本
語
を
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
、
行
間
に
漂
う
隙
間
と
で

も
い
う
よ
う
な
も
の
と
同
質
の
も
の
が
、
西
田
に
新
し
い
言
葉
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
言
葉
は
た
し
か
に
手
触
り
の
ご
つ
ご
つ
し
た

こ
な
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
な
れ
す
ぎ
る
日
本
語
に
鋭
角
的
な
論
理
性
を
施
こ
そ
う
と
し
た
荒
々
し
い
痕
跡
と
受
け
取
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
の
ご
つ
ご
つ
と
し
た
響
き
は
、
日
本
語
的
多
重
空
間
の
中
を
動
き
な
が
ら
、
そ
の
空
間
を
い
わ
ば
垂
直
に
超
え
よ
う
と
す
る
息
吹

を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
東
西
世
界
が
共
に
立
つ
、
本
源
的
空
間
に
開
か
れ
る
「
け
は
ひ
（
気
配
）
」
（
辺
り
に
感
じ
取
ら
れ

る
匂
い
や
音
な
ど
）
の
鳴
り
渡
る
反
響
を
示
し
て
い
る
。

「
個
物
と
普
遍
」
の
関
係
を
、
「
存
在
と
場
所
」
の
関
係
に
映
し
取
っ
た
と
こ
ろ
に
は
、
西
欧
思
想
の
根
底
に
ま
で
行
っ
て
そ
れ
を
突
き
抜

け
る
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
、
東
洋
的
日
本
的
指
向
を
脱
皮
さ
せ
て
論
理
を
与
え
る
（
と
い
う
こ
と
は
一
方
西
欧
に
対
す
る
と
同
時
に
他
方

日
本
的
発
想
の
底
を
も
抜
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）
と
い
う
両
方
向
を
一
つ
に
す
る
も
の
が
探
り
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
純
粋
経
験
と
い
う
論

理
以
前
の
も
の
が
論
理
の
根
底
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
論
理
以
降
の
も
の
が
聞
き
と
ら
れ
る
論
理
の
可
能
性
を
、
西
田
に
も
た
ら
し
た
と

言
え
よ
う
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

「
如
」
の
二
重
性
と
「
こ
と
ば
」

ひ
ろ
と
詞

「
水
清
く
し
て
地
に
徹
す
、
魚
行
き
て
魚
に
似
た
り
。
空
闇
く
し
て
天
に
透
る
、
鳥
飛
ん
で
鳥
の
如
し
」
（
水
は
清
く
し
て
大
地
に

と
お

徹
し
、
魚
は
泳
い
で
、
そ
れ
げ
に
や
魚
に
似
て
い
る
。
空
は
ひ
ろ
く
し
て
天
に
透
り
、
鳥
は
飛
ん
で
、
そ
れ
は
あ
た
か
も
鳥
の
ご

と
く
で
あ
る
）
（
ぬ
）
。

七
九



注（
１
）
森
田
良
行
『
日
本
人
の
発
想
、
日
本
語
の
表
現
「
私
」
の
立
場

が
こ
と
ば
を
決
め
る
』
中
公
新
番
一
九
九
八
年
、
一
八
’
九
頁
。

（
２
）
泉
子
．
Ｋ
・
レ
イ
ナ
ー
ド
『
情
意
の
言
語
学
』
（
く
る
し
お
出
版
、

二
○
○
○
年
）
は
、
そ
の
一
章
を
さ
い
て
、
吉
本
ば
な
な
『
キ
ッ

チ
ン
』
の
原
文
と
英
訳
の
比
較
研
究
を
試
み
て
い
る
。
現
代
作
家

で
あ
る
吉
本
ば
な
な
の
文
章
に
お
い
て
、
意
外
に
も
、
伝
統
的
な

日
本
語
の
発
想
が
そ
の
ま
ま
生
き
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
日
本
語
の
発
想
は
、
明
治
以
降
の
語
葉
や
文
章
ス
タ
イ
ル
の

変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
が
深
く
て
、
揺
ら
い
で
い
な
い
の
で

あ
る
。

『
正
法
眼
蔵
』
に
お
い
て
、
「
鳥
が
ま
さ
に
鳥
で
あ
る
」
こ
と
が
、
「
あ
た
か
も
鳥
の
如
く
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
「
ご
と
し
」
は
「
事
」
に

形
容
詞
の
語
尾
「
し
」
が
つ
い
た
も
の
で
、
「
事
自
体
」
が
同
時
に
「
事
の
形
容
」
の
意
味
に
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
そ
の
も
の
、

つ
ま
り
「
真
如
」
が
、
ま
た
「
似
た
も
の
」
と
言
わ
れ
る
。
「
如
」
の
こ
の
二
重
性
は
、
「
映
像
」
の
問
題
と
か
か
わ
り
、
「
こ
と
ば
」
の
本

質
、
と
い
う
こ
と
は
「
知
」
や
「
論
理
」
と
い
う
事
柄
に
直
結
す
る
。

日
本
語
か
ら
見
え
る
「
存
在
の
場
所
的
把
握
」
と
西
田
哲
学
の
「
場
所
の
論
理
」
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
こ
と
ば
そ
れ
自
体
」
の
事
柄
へ

と
問
題
は
直
結
し
て
い
く
。
本
論
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
示
唆
の
み
に
と
ど
め
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
（
瓠
）
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

（
３
）
参
照
宇
津
木
愛
子
『
日
本
語
の
な
か
の
「
私
」
国
語
学
と
哲

学
の
接
点
を
求
め
て
』
創
元
社
、
二
○
○
五
年
、
一
○
頁
以
下
。

（
４
）
参
照
中
島
文
雄
『
日
本
語
の
構
造
英
語
と
の
対
比
』
岩
波

新
書
、
一
九
八
七
年
、
一
五
七
’
八
頁
。

（
５
）
宇
津
木
愛
子
『
日
本
語
の
な
か
の
「
私
星
、
四
三
頁
。

（
６
）
山
口
明
穂
『
国
語
の
論
理
古
代
語
か
ら
近
代
語
全
東
京
大

学
出
版
会
、
一
九
八
九
年
、
七
○
頁
。

（
７
）
大
野
晋
他
編
に
よ
る
『
岩
波
古
語
辞
典
（
補
訂
版
こ
（
一
九
九

○
年
）
に
よ
れ
ば
（
以
下
の
こ
と
は
す
で
に
常
識
化
し
て
い
る
の

で
参
考
文
献
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
い
ほ
ど
で
あ
る
）
、
「
る
・
ら
る
」

の
こ
の
四
つ
の
意
味
は
互
い
に
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
ま
ず
「
自
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発
」
（
動
作
・
作
用
・
状
態
が
自
然
展
開
的
に
成
立
す
る
こ
と
）
が
、

基
本
的
な
意
味
で
あ
る
。
「
可
能
」
は
、
こ
の
自
発
で
あ
る
自
然
生

起
が
「
出
で
来
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
日
本
語
で
は
、
意

思
的
に
な
し
た
動
作
で
な
い
に
も
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
動
作

が
自
己
に
自
然
に
生
起
し
て
し
ま
う
こ
と
が
、
「
受
身
」
で
あ
る
。

ま
た
日
本
人
の
尊
敬
の
念
と
は
、
具
体
的
に
は
恐
れ
多
い
と
い
う

気
持
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
相
手
を
恐
怖
の
対
象
の
よ
う
に
受
け
取

り
、
関
わ
ら
な
い
で
離
れ
て
い
て
、
そ
れ
の
為
す
が
ま
ま
に
任
せ

る
こ
と
が
、
尊
敬
の
表
明
と
な
る
。
つ
ま
り
相
手
の
行
為
を
自
然

の
成
り
行
き
と
し
て
言
い
表
す
こ
と
が
、
「
尊
敬
」
の
表
現
と
な
る

の
で
あ
る
。

（
８
）
森
田
良
行
『
日
本
人
の
発
想
、
日
本
語
の
表
現
』
、
一
五
六
頁
。

（
９
）
大
野
晋
他
編
『
岩
波
古
語
辞
典
（
補
訂
版
Ｅ
、
一
四
七
○
頁
。

『
日
本
語
の
論
理
』
の
な
か
で
中
島
文
雄
も
ま
た
、
「
上
代
語
に

『
あ
る
』
（
生
る
）
と
い
う
下
二
段
の
語
が
あ
り
、
こ
れ
が
『
な
る
』

の
基
底
に
あ
り
、
『
あ
る
』
は
『
あ
り
』
（
ラ
変
）
と
同
語
源
と
考
え

ら
れ
る
。
」
（
一
五
八
頁
）
と
指
摘
し
て
い
る
。

な
お
、
日
本
語
の
「
あ
る
」
は
、
生
成
（
生
る
）
と
存
在
（
在

る
）
の
両
義
的
に
使
わ
れ
る
が
、
も
と
も
と
住
ま
い
、
定
住
し
、
在

る
と
い
う
意
味
の
方
は
「
ヲ
リ
（
居
ご
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
英
語
の
富
動
詞
の
語
源
も
、
成
る
、
生
じ
る
と
い
う
意
味

の
語
に
求
め
ら
れ
、
毛
麗
は
動
き
を
止
め
て
住
む
、
つ
ま
り
定
住
と

い
う
意
味
の
語
を
語
源
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
大
野
晋
『
日

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
ｌ
〔
岡
田
〕

本
語
の
成
立
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
○
年
、
二
三
頁
以
下
参

照
）
。
生
成
と
存
在
と
は
対
立
し
た
意
味
を
も
つ
が
、
生
成
の
結
果

が
存
在
で
あ
り
、
存
在
か
ら
生
成
が
生
じ
る
と
い
う
よ
う
な
円
環

的
思
考
に
お
い
て
は
、
生
成
と
存
在
と
の
意
味
の
相
違
は
、
視
点

を
何
処
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
だ
け
の
問
題
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

（
ｍ
）
大
野
晋
『
日
本
語
の
成
立
』
、
二
六
八
’
九
頁
．

（
皿
）
た
と
え
ば
「
大
和
の
国
は
う
ま
し
国
そ
」
を
、
「
大
和
の
国
は
、

う
ま
し
国
に
あ
る
」
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
「
う
ま
し
国
な
り
言
昌

↓
冒
昌
）
」
、
「
う
ま
し
国
な
ら
ず
言
閏
筒
巨
↓
昌
冨
目
）
」
等
々
。

（
ｕ
）
金
谷
武
洋
『
日
本
語
文
法
の
謎
を
解
く
「
あ
る
」
日
本
語
と

「
す
る
」
英
語
』
ち
く
ま
新
書
、
二
○
○
三
年
、
’
三
四
頁
。
な
お

本
書
を
入
れ
て
、
『
日
本
語
に
主
語
は
い
ら
な
い
百
年
の
娯
謬
を

正
す
』
（
講
談
社
、
二
○
○
二
年
）
、
『
英
語
に
も
主
語
は
な
か
っ
た

日
本
語
文
法
か
ら
言
語
千
年
史
こ
（
講
談
社
、
二
○
○
四
年
）
の

三
冊
が
、
い
わ
ば
金
谷
三
部
作
と
も
言
う
こ
と
の
で
き
る
一
連
の

書
で
あ
る
の
で
、
他
の
二
番
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
⑬
）
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
第
二
五
巻
、
創
文
社
、
一
九
九
二
年
、
二

六
九
’
二
七
○
頁
。

詞
）
下
村
寅
太
郎
『
西
田
幾
多
郎
人
と
思
想
』
、
東
海
大
学
出
版
会
、

一
九
九
七
年
、
二
五
四
’
五
頁
。

（
砥
）
参
照
山
口
明
穂
『
日
本
語
の
論
理
言
葉
に
現
れ
る
思
想
』

大
修
館
書
店
、
二
○
○
四
年
。

八
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（
肥
）
し
か
し
な
が
ら
時
枝
文
法
へ
の
注
目
は
、
西
田
の
弟
子
た
ち
の

一
部
で
は
す
で
に
存
在
し
て
い
て
、
そ
の
注
目
の
発
端
に
い
た
の

は
唐
木
順
三
で
は
な
か
っ
た
か
。
唐
木
は
そ
の
名
著
『
無
常
』
（
一

九
六
四
年
）
に
お
い
て
、
本
論
の
主
要
主
張
の
一
部
を
先
取
っ
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
『
は
か
な
し
』
や
『
あ
は
れ
』
が
、
も

の
そ
の
も
の
の
属
性
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
受
け
取
る
主
体

の
備
緒
的
要
素
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
に
つ
い
て
書
い
た
。

即
ち
そ
れ
ら
は
存
在
的
性
格
で
あ
る
と
と
も
に
傭
緒
的
性
格
で
あ

る
こ
と
を
い
っ
た
。
『
は
か
な
し
』
や
『
あ
は
れ
』
が
、
そ
れ
ら
両

様
の
意
味
を
含
み
う
る
と
い
う
日
本
的
特
性
（
時
枝
誠
記
氏
の
『
国

語
学
原
鵠
』
は
、
そ
れ
を
国
語
形
容
詞
の
特
性
と
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
も
既
に
書
い
た
）
の
由
来
す
る
根
抵
は
案
外
に
深
い
。
」

（
『
京
都
哲
学
撰
書
』
第
二
六
巻
『
唐
木
順
三
』
燈
影
舎
、
二
○
○
二

年
、
二
八
八
頁
）

（
”
）
中
村
雄
二
郎
『
西
田
幾
多
郎
Ｉ
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
○
○
一

年
、
八
三
頁
。

（
咽
）
時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
岩
波
全
書
、
一
九
七
八
年
、

五
四
頁
。
な
お
次
の
引
用
と
も
現
代
カ
ナ
遣
い
、
現
代
漢
字
に
改

め
て
い
る
。

（
四
）
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
鎗
』
岩
波
番
店
、
一
九
四
一
年
、
二
二

二
頁
。

（
加
）
同
書
、
二
三
九
頁
。

（
皿
）
時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
、
二
二
六
頁
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
三
号

（
犯
）
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
鯰
』
、
三
五
四
頁
。

（
羽
）
柳
父
章
『
近
代
日
本
語
の
思
想
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』
法

政
大
学
出
版
局
、
二
○
○
四
年
、
一
五
八
’
九
頁
。

劃
）
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
鎗
』
、
三
六
九
頁
。

（
お
）
時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
、
二
二
四
頁
以
下
。

（
郡
）
罪
の
自
覚
が
信
仰
の
成
立
と
一
つ
で
あ
る
よ
う
に
、
有
限
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
無
限
を
証
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
地
平
の
彼

方
は
、
地
平
が
在
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
隠
れ
た
仕
方
で
顕

れ
て
い
る
。
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
」
と
い
う
表
現
は
神
秘
的

な
表
現
に
一
脈
通
じ
る
が
、
今
例
を
挙
げ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
た

と
え
ば
「
不
見
」
と
い
う
地
平
線
の
彼
方
が
、
地
平
線
と
い
う
「
見
」

に
お
い
て
、
じ
つ
は
見
ら
れ
な
い
仕
方
で
見
ら
れ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
畿
理
的
な
表
現
な
の
で
あ
る
。
な

お
上
田
閑
照
の
次
の
指
摘
を
、
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
い
。
「
現
代
の

哲
学
に
お
い
て
『
経
験
の
地
平
構
造
』
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
、
そ

の
際
、
世
界
は
世
界
地
平
と
し
て
経
験
の
全
体
地
平
と
い
う
意
義

を
表
す
。
・
・
・
こ
の
よ
う
な
地
平
構
造
に
は
あ
ま
り
に
基
本
的
で

自
明
な
た
め
に
却
っ
て
注
意
か
ら
逸
れ
て
い
る
よ
う
な
事
態
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
地
平
に
は
必
ず
『
地
平
の
彼
方
』
が
有
る
と
い

う
絶
対
的
な
事
態
で
あ
る
。
地
平
の
彼
方
そ
の
も
の
は
地
平
上
に

顕
れ
る
こ
と
は
絶
対
に
な
い
。
し
か
し
そ
の
『
地
平
の
彼
方
』
は
、

す
べ
て
の
有
る
も
の
が
意
味
を
も
っ
て
有
る
も
の
と
し
て
顕
現
す

る
た
め
の
地
平
の
構
造
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る
事
態
で
あ
る
。

八
二



（
”
）
た
と
え
ば
朝
鮮
半
島
の
言
語
に
お
い
て
も
、
日
本
に
お
け
る
「
読

彼
方
の
な
い
地
平
は
な
い
。
地
平
の
彼
方
は
永
遠
に
隠
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
永
遠
に
隠
さ
れ
て
い
る
地
平
の
彼
方
が
有
る
と
言
う

こ
と
は
地
平
が
あ
る
（
有
る
も
の
が
顕
れ
る
地
平
が
あ
る
）
と
い

う
こ
と
と
一
つ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
地

平
の
彼
方
は
、
或
る
仕
方
で
、
永
遠
に
隠
れ
た
も
の
と
し
て
顕
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
」
（
『
上
田
閑
照
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、

二
○
’
一
頁
）

（
”
）
『
場
所
・
私
と
汝
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ｉ
』
岩
波
文
庫
、
三

六
頁
。

弦
）
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
』
、
四
二
’
三
頁
。

（
”
）
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
論
続
篇
』
岩
波
書
店
、
’
九
五
五
年
、

七
二
’
三
頁
。

（
犯
）
時
枝
誠
記
『
国
語
学
原
輪
』
、
四
五
頁
。

（
訓
）
同
書
、
四
四
頁
。

（
犯
）
同
書
、
四
八
頁
。

（
調
）
『
場
所
・
私
と
汝
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
Ｉ
』
、
三
一
五
頁
。

（
調
）
同
書
、
二
九
八
頁
。

（
お
）
加
賀
野
井
秀
一
『
日
本
語
は
進
化
す
る
情
意
表
現
か
ら
鈴
理

表
現
へ
』
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
プ
ッ
ク
ス
、
二
○
○
二
年
）
や
前
出
の
柳
父
章

の
著
書
等
参
照
。

（
妬
）
『
鈴
木
大
拙
坐
談
集
』
第
四
巻
『
弥
陀
の
本
願
』
読
売
新
聞
社
、

一
九
七
二
年
、
二
九
’
三
○
頁
。

日
本
思
想
に
お
け
る
二
重
言
語
的
空
間
ｌ
西
田
幾
多
郎
の
場
合
Ｉ
〔
岡
田
〕

み
下
し
」
の
原
型
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
が
、
日
本
の
よ
う

に
発
展
し
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
を
地
理
的
要
因
に
だ
け
帰
す
こ

と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
考
察
の
必
要
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で

あ
る
。

（
犯
）
佐
々
木
健
一
『
エ
ス
ニ
ッ
ク
の
次
元
《
日
本
哲
学
》
創
造
の

た
め
に
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、
一
四
○
頁
。

（
”
）
柳
父
章
『
近
代
日
本
語
の
思
想
翻
訳
文
体
成
立
事
情
』
、
一

六
三
頁
。

薊
）
玉
城
康
四
郎
『
現
代
語
訳
正
法
眼
蔵
（
こ
こ
大
蔵
出
版
、
一

九
九
四
年
、
四
二
五
’
六
頁
。
な
お
該
当
個
所
を
編
集
し
な
お
し

て
引
用
し
て
い
る
。

（
側
）
こ
と
ば
の
「
虚
の
力
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
上
田
閑
照

集
』
第
二
巻
参
照
。
「
映
像
」
、
そ
れ
と
か
か
わ
る
『
知
」
の
問
題

は
、
拙
鵠
「
『
映
像
』
と
し
て
の
『
自
覚
』
」
（
『
日
本
の
哲
学
』
第
二

号
、
昭
和
堂
、
二
○
○
一
年
）
、
「
直
接
経
験
の
『
自
覚
』
」
（
『
西
田

哲
学
会
年
報
』
第
三
号
、
二
○
○
六
年
）
を
参
考
と
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
な
お
「
西
田
と
こ
と
ば
」
の
問
題
に
つ
い
て
も
、
拙
論

「
西
田
幾
多
郎
と
『
こ
と
ば
』
の
相
関
」
（
『
フ
ィ
ヒ
テ
と
西
田
哲
学
』

世
界
思
想
社
、
二
○
○
○
年
）
を
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ

》
《
》
○

八

三


