
1 園丁と蝶の対話 「認識と言語を巡って」その四 

五
十
四 

園
丁
と
蝶
の
対
話 

「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
そ
の
四 

荘
周 
や
あ
お
久
し
ぶ
り
。
わ
た
し
た
ち
の
問
答
は
と
ど
こ
お
っ
て
い
ま
す
ね
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
さ

ら
に
議
論
す
る
こ
と
が
君
に
無
理
な
ら
、
基
礎
的
な
こ
と
は
一
応
で
き
た
と
し
て
、
話
題
を
切
り
換
え

て
み
ま
せ
ん
か
。
君
は
最
近
出
た
哲
学
の
書
物
を
読
ん
だ
よ
う
で
す
か
ら
、
そ
の
話
を
し
て
み
よ
う
じ

ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

園
丁 

あ
あ
、
あ
れ
で
す
か
。
Ｑ
・
メ
イ
ヤ
ス
ー
と
い
う
人
の
『
有
限
性
の
後
で
』
と
い
う
本
で
す
。
あ

な
た
と
お
話
し
す
る
の
に
、
種
切
れ
に
な
ら
な
い
よ
う
に
こ
っ
そ
り
勉
強
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
よ
。

な
に
し
ろ
、
「
思
弁
的
実
在
論
」
を
提
出
し
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
。
フ
ラ
ン
ス
の
最
新
思
想
と
し
て

評
判
だ
と
漏
れ
聞
く
し
、
実
際
、
表
題
が
あ
る
達
成
を
ほ
の
め
か
し
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
と
こ
ろ
が
、

僕
は
こ
の
書
物
を
受
け
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
な
た
を
つ
ま
ら
な
い
議
論
に
引
き
こ

む
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
が
、
か
ま
い
ま
せ
ん
か
？
。 

荘
周 

う
ん
。
わ
た
し
た
ち
は
お
互
い
の
夢
に
出
る
蝶
と
園
丁
で
す
よ
。
二
人
の
対
話
が
失
敗
し
て
も
、

だ
れ
に
も
恥
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
懸
命
に
考
え
る
こ
と
は
君
の
足
し
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

く
ら
い
の
覚
悟
で
わ
た
し
は
お
相
手
を
し
て
い
る
の
で
す
。 
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Ｄ 

カ
ン
ト
の
認
識
論
か
ら
超
越
し
な
い
よ
う
に 

園
丁 

じ
つ
の
と
こ
ろ
、
『
有
限
性
の
後
で
』
は
、
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
て
、
第
一
章
で
中
断

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
カ
ン
ト
の
文
章
を
読
み
進
む
の
は
楽
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
批
判
の
方
法
に
は

論
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
る
の
で
追
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

フ
ラ
ン
ス
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
思
想
の
な
か
で
育
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
は
言
葉
を

精
度
よ
く
つ
な
い
で
論
理
を
整
序
す
る
こ
と
を
あ
ま
り
気
に
か
け
て
い
な
い
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
僕

は
人
の
話
に
筋
が
通
っ
て
い
れ
ば
説
得
さ
れ
や
す
い
の
で
す
が
、
こ
の
書
物
の
場
合
、
重
要
そ
う
な
文

章
に
線
を
引
い
て
み
て
も
、
さ
て
そ
の
意
味
は
と
考
え
る
と
ど
う
も
疑
問
に
感
じ
る
文
が
多
い
の
で
す
。

と
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
ら
の
文
章
に
た
く
さ
ん
の
疑
問
符
を
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 
 

第
一
章
は
、
人
間
の
認
識
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
以
来
の
考
察
を
ふ
り
返
り
、
カ
ン
ト
と
そ
れ
以
後
の

主
流
の
考
え
方
を
「
相
関
主
義
」
と
呼
び
ま
す
。
そ
の
相
関
主
義
は
、
主
体
と
の
関
係
か
ら
分
離
さ
れ

た
対
象
そ
れ
自
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、
さ
ら
に
、
主
体
は
つ
ね
に
す
で
に
対
象
と
の

関
係
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
そ
う
で
な
い
主
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
主
張
す
る
、
つ
ま
り
、

主
観
性
と
客
観
性
の
領
域
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
考
え
る
こ
と
を
無
効
に
す
る
、
と
要
約
し
ま
す
。 

荘
周 

そ
の
整
理
の
仕
方
を
君
は
否
定
す
る
の
で
す
か
？
。 
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園
丁 

い
い
え
、
最
初
の
文
「
主
体
と
の
関
係
か
ら
分
離
さ
れ
た
対
象
そ
れ
自
体
を
把
握
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
は
カ
ン
ト
の
言
葉
「
物
自
体
は
知
ら
れ
な
い
」
に
対
応
し
、
「
主
観
性
と
客
観
性
の
領
域
を

そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
考
え
な
い
」
と
い
う
の
は
カ
ン
ト
が
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
を
越
え
る
た
め
に
採
用
し

た
立
場
だ
、
と
思
い
ま
す
。
で
も
僕
は
、
前
回
議
論
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
対
象
に
あ
く
ま
で
接
近

し
て
い
く
こ
と
を
放
棄
し
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
し
、
進
化
論
に
近
い
考
察
を
し
た
カ
ン
ト
は
、

主
体
に
だ
っ
て
可
能
な
限
り
迫
っ
て
い
く
立
場
だ
と
考
え
ま
す
。
こ
の
書
物
の
言
い
方
は
、
論
を
立
て

る
た
め
の
意
図
を
含
ん
で
い
て
、
強
す
ぎ
る
と
思
い
ま
す
。 

 

園
丁 

そ
の
よ
う
に
言
い
取
っ
て
お
い
て
、
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
は
、
主
観
性
と
客
観
性
の
領
域
を
そ
れ
ぞ

れ
独
立
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
反
対
す
る
の
で
す
。
「
人
間
の
い
な
い
世
界
、
現
出
に
関

係
し
な
い
物
や
出
来
事
で
満
ち
た
世
界
、
世
界
へ
の
関
係
と
相
関
し
な
い
世
界
、
こ
う
し
た
世
界
が
数

学
的
言
説
に
よ
っ
て
記
述
可
能
な
の
は
ど
う
し
て
か
」
と
問
い
、
さ
ら
に
、
「
人
間
ど
こ
ろ
か
生
命
も

存
在
し
な
い
過
去
に
つ
い
て
推
論
で
き
る
能
力
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」
、
と
問
い
ま
す
。
そ
し
て
そ

れ
を
、
「
い
か
な
る
条
件
に
お
い
て
、
近
現
代
の
科
学
に
お
け
る
祖
先
以
前
的
言
明
を
正
当
化
で
き
る

の
か
」
、
と
再
定
式
化
し
ま
す
。 

 
 

彼
は
「
こ
れ
は
超
越
論
的
な
問
い
だ
が
、
第
一
条
件
と
し
て
の
超
越
論
的
な
も
の
を
放
棄
し
て
い
る
」
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と
言
い
ま
す
。
数
学
の
援
護
を
受
け
て
い
る
か
ら
と
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
「
祖
先

以
前
性
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
第
一
章
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
し
め
く
く
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
原

化
石
（
祖
先
以
前
性
）
は
、
「
自
己
自
身
の
外
に
出
る
こ
と
、
即
自
を
捉
え
る
こ
と
、
私
た
ち
が
い
よ

う
が
い
ま
い
が
存
在
す
る
も
の
を
知
る
こ
と
」
へ
導
く
、
と
。
こ
の
少
し
ず
つ
の
文
章
の
移
行
に
は
、

微
妙
な
論
理
の
飛
躍
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
僕
は
考
え
ま
す
。
命
題
の
重
要
さ
を
保
証
す
る
の
は
、
そ
の

言
明
と
一
体
の
拘
束
条
件
で
す
。
彼
の
整
理
し
た
文
章
は
、
超
越
を
戒
め
批
判
の
精
神
を
忘
れ
ず
に
事

物
を
考
え
る
と
き
に
は
意
味
を
も
ち
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
忘
れ
れ
ば
、
最
後
の
文
章
は
、
「
超
越

論
的
」
と
い
う
よ
り
も
す
で
に
超
越
し
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
書
物
の
論
理
展

開
は
お
か
し
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
第
二
章
以
後
へ
読
み
進
む
の
を
や
め
た
の
で
す
。 

荘
周 

お
や
お
や
、
君
に
し
て
は
ず
い
ぶ
ん
大
胆
な
態
度
で
す
ね
。 

園
丁 

は
い
、
こ
こ
は
ゴ
ー
タ
マ
の
よ
う
に
断
念
す
る
場
面
だ
と
思
っ
た
の
で
す
。
も
っ
と
考
え
る
べ
き

と
こ
ろ
だ
っ
た
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
の
で
き
な
い
僕
は
自
分
の
直
観
を
信
じ
た
の
で
す
。 

 

園
丁 

科
学
的
言
説
に
満
ち
た
現
代
に
育
っ
た
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
は
、
哲
学
の
道
に
入
っ
て
彼
の
言
う

「
相
関
主
義
」
が
そ
こ
を
占
領
し
て
い
る
こ
と
に
不
満
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
、

彼
に
は
疑
い
よ
う
の
な
い
「
祖
先
以
前
性
」
を
対
立
概
念
と
し
て
立
て
て
、
人
間
無
し
で
実
在
が
あ
る
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こ
と
を
「
論
証
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
僕
に
は
見
え
ま
す
。
こ
れ
は
、
哲
学
の
素
養
の
な
い
者
の

浅
は
か
な
見
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
人
間
さ
ら
に
生
物
の
登
場
以
前
と
い
う
概
念
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
科
学
が
発
展
し
て
得
ら
れ
た
知
見
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
科
学
と
い
う
の
は
、
科
学
論
を
緻
密
に

し
た
ポ
パ
ー
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
認
識
論
を
建
設
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

確
実
に
な
っ
た
営
み
だ
と
思
い
ま
す
。
科
学
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
延
長
上
に
あ
る
の
で
す
。 

 
 

科
学
は
、
経
験
的
な
検
証
に
よ
っ
て
認
識
を
深
め
、
確
実
な
知
見
に
至
る
営
み
で
す
。
「
科
学
に
お

け
る
祖
先
以
前
的
言
明
を
正
当
化
で
き
る
条
件
」
は
、
こ
の
営
み
を
続
け
る
と
こ
ろ
以
外
に
は
あ
り
ま

せ
ん
。
人
間
は
、
人
工
物
を
あ
る
天
体
に
到
達
さ
せ
る
よ
う
に
計
算
し
、
地
球
か
ら
打
ち
出
し
て
事
実

到
達
さ
せ
、
七
年
後
に
帰
還
さ
せ
て
そ
の
天
体
の
塵
を
手
に
し
ま
し
た
。
そ
の
延
長
上
で
、
わ
た
し
た

ち
は
、
生
命
が
発
生
す
る
以
前
の
地
球
は
お
お
よ
そ
科
学
の
教
え
る
よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
ま

す
。
そ
の
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
地
球
が
実
在
し
た
こ
と
を
疑
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
人
間
は
こ
の

世
界
で
経
験
的
実
在
論
者
と
し
て
あ
る
の
で
す
。
そ
れ
に
満
足
せ
ず
、
実
在
に
つ
い
て
科
学
的
知
見
を

超
え
て
知
る
こ
と
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
可
能
で
し
ょ
う
か
。
経
験
の
範
囲
に
と
ど
ま
る
限
り

そ
れ
に
は
限
界
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
理
性
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 
 

そ
れ
な
の
に
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
は
、
「
祖
先
以
前
の
実
在
」
と
い
う
概
念
（
そ
れ
は
経
験
に
か
か
わ

ら
な
い
よ
う
で
す
か
ら
カ
ン
ト
の
言
い
方
だ
と
理
念
だ
と
思
い
ま
す
が
）
を
措
定
し
て
、
「
自
己
自
身
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の
外
に
出
る
こ
と
、
即
自
を
捉
え
る
こ
と
、
私
た
ち
が
い
よ
う
が
い
ま
い
が
存
在
す
る
も
の
を
知
る
こ

と
」
へ
踏
み
出
し
て
、
そ
こ
か
ら
思
惟
だ
け
に
よ
っ
て
世
界
を
観
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ

し
く
カ
ン
ト
の
言
う
超
越
だ
と
思
い
ま
す
。
科
学
の
知
見
は
、
こ
ち
ら
側
に
踏
み
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ

っ
て
維
持
で
き
る
の
で
す
。
科
学
の
知
見
を
外
挿
し
て
向
こ
う
側
で
受
け
と
り
認
識
論
の
構
え
を
逆
転

さ
せ
る
の
は
方
法
の
誤
り
で
す
（
僕
は
、
あ
な
た
に
注
意
を
受
け
ま
し
た
が
、
踏
み
越
え
は
し
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
）
。
こ
の
「
思
弁
的
実
在
論
」
は
認
識
論
に
矛
盾
す
る
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

君
は
め
ず
ら
し
く
判
断
を
実
行
し
ま
し
た
ね
。
わ
た
し
た
ち
の
貧
弱
な
問
答
か
ら
出
た
そ
の
判
断

は
大
丈
夫
で
し
ょ
う
か
？
。 

園
丁 

あ
あ
、
荘
周
さ
ん
、
僕
は
あ
な
た
の
支
持
を
得
た
い
の
で
す
よ
。 

荘
周 

一
つ
耳
よ
り
の
情
報
は
あ
り
ま
す
。
講
談
社
の
小
冊
子
『
本
二
月
号
』
で
、
日
本
の
竹
田
青
嗣
さ

ん
が
メ
イ
ヤ
ス
ー
の
思
弁
的
実
在
論
に
対
し
て
、
「
メ
イ
ヤ
ス
ー
の
思
弁
的
実
在
論
は
、
哲
学
的
に
は

（
認
識
論
的
に
は
）
は
っ
き
り
と
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
よ
。
哲
学
を
仕
事
と

し
て
い
る
人
の
判
定
で
す
か
ら
、
君
は
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
て
は
い
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

  
 

 
 

 

＊ 
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園
丁 

あ
れ
か
ら
竹
田
さ
ん
の
論
考
を
見
た
ら
、
「
『
有
限
性
の
後
で
』
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
批
判
思

想
の
長
い
席
巻
の
後
に
よ
う
や
く
到
来
し
た
、
社
会
批
判
の
正
当
性
と
根
拠
を
求
め
る
新
し
い
思
想
世

代
の
登
場
を
象
徴
し
て
い
る
」
、
と
肯
定
的
な
と
ら
え
方
を
し
て
い
ま
す
よ
。
「
な
ん
ら
か
の
絶
対
的

な
も
の
の
存
在
を
論
証
す
る
こ
と
で
、
社
会
批
判
の
正
当
性
の
新
し
い
根
拠
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
動

機
は
、
思
想
的
に
き
わ
め
て
真
摯
か
つ
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
」
、
と
も
言
い
ま
す
。
哲
学
に
従
事
す

る
人
は
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
す
る
の
で
す
ね
。 

荘
周 

西
洋
流
の
哲
学
の
徒
は
今
で
も
何
か
絶
対
的
な
も
の
を
求
め
よ
う
と
し
ま
す
ね
。
わ
た
し
た
ち
は

そ
う
い
う
伝
統
が
な
い
の
で
そ
こ
ま
で
い
か
な
い
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
姿
勢
に
意
味
が
あ
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
「
社
会
批
判
の
正
当
性
の
新
し
い
根
拠
」
を
思
弁
だ
け
で
つ
く
り
出

す
の
は
た
い
へ
ん
困
難
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
西
洋
に
は
、
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
に
、
「
哲
学
は
世
界
を

解
釈
し
て
き
た
だ
け
だ
、
問
題
は
世
界
を
変
え
る
こ
と
な
の
に
」
、
と
言
っ
た
人
も
い
ま
す
。
現
に
、

フ
ラ
ン
ス
に
は
思
弁
的
考
察
に
励
む
人
た
ち
が
多
い
け
れ
ど
、
ド
イ
ツ
で
は
も
う
少
し
具
体
的
な
社
会

問
題
を
論
じ
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
ね
。 

園
丁 

僕
も
漠
然
と
そ
ん
な
感
じ
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ポ
パ
ー
の
反
証
可
能
な
命
題
だ
け
が
形
而
上

学
に
陥
ら
ず
に
す
む
と
い
う
主
旨
の
主
張
を
読
ん
で
、
社
会
的
な
問
題
を
考
え
る
の
に
頭
の
中
に
と
ど

ま
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
を
強
く
し
ま
し
た
。
社
会
科
学
と
い
う
と
き
に
は
対
象
が
あ
る
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わ
け
で
す
か
ら
、
対
象
を
具
体
的
に
考
え
る
べ
き
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
も
っ
と
も
、
「
社
会
問
題
の

う
ち
に
、
普
遍
的
な
も
の
の
根
拠
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
、
そ
れ
を
従
来
の
形
而
上
的
な
超
越
項
の

設
定
で
な
い
仕
方
で
見
出
そ
う
と
す
る
思
想
の
努
力
は
、
こ
の
上
な
く
正
し
い
」
と
す
る
竹
田
さ
ん
の

主
張
を
退
け
る
論
証
の
力
が
僕
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

荘
周 

人
間
理
性
の
本
来
的
な
あ
り
方
か
ら
し
て
、
人
文
学
で
は
い
つ
も
根
源
的
に
考
え
よ
う
と
す
る
傾

向
が
避
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
蝶
の
わ
た
し
で
さ
え
さ
ま
ざ
ま
に
夢
想
す
る
の
で
す
か
ら
、
人
間
の
思
考
は

尽
き
ま
せ
ん
。
『
荘
子
』
の
流
儀
に
な
い
け
れ
ど
ち
ょ
っ
と
気
取
っ
て
い
え
ば
、
生
き
る
と
は
人
間
を

問
い
続
け
る
こ
と
だ
と
思
え
て
き
ま
す
。 

園
丁 

あ
あ
、
そ
れ
で
思
い
出
し
ま
し
た
。
最
近
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
ラ
ス
ト
・
ラ
イ
テ
ィ

ン
グ
ス
』
を
手
に
し
ま
し
た
。
あ
の
人
は
、
二
十
世
紀
前
半
に
、
社
会
科
学
や
人
文
学
へ
向
か
わ
ず
に

哲
学
的
考
察
を
続
け
ま
し
た
。
竹
田
さ
ん
は
、
彼
の
思
考
が
つ
な
が
る
分
析
哲
学
を
、
「
人
間
社
会
に

お
け
る
普
遍
的
な
も
の
の
間
主
観
的
な
認
識
可
能
性
の
根
拠
づ
け
」
に
関
心
を
は
ら
わ
な
い
と
し
て
、

批
判
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
。 

 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
書
き
と
め
た
も
の
を
読
め
ば
、
ど
う
い
う
理
論
的

立
場
に
立
つ
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
と
い
う
存
在
を
あ
れ
こ
れ
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
断
章
は
哲
学
な
の
で
し
ょ
う
。 

荘
周 

読
み
通
せ
ま
し
た
か
？
。 

園
丁 
一
つ
一
つ
は
短
い
文
な
の
で
一
応
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
ど
う
答
え
て
い
い
か
分
か
ら
な
い
の
で
、

問
い
詰
め
ら
れ
た
ま
ま
次
の
文
章
に
進
む
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
間
を
「
言
語
ゲ
ー
ム
」
と

し
て
と
ら
え
た
人
が
日
々
考
え
続
け
て
、
そ
の
問
い
を
記
録
し
て
い
く
の
に
、
一
つ
の
問
い
を
ま
た
別

の
角
度
か
ら
考
え
な
お
し
、
問
い
は
新
し
い
問
い
と
な
り
、
…
…
ど
こ
ま
で
も
続
い
て
い
き
ま
す
ね
。

彼
の
問
答
は
、
禅
問
答
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
ど
こ
か
で
一
つ
の
言
葉
で
か
ら
め
と
っ
て

決
着
を
つ
け
よ
う
と
は
し
ま
せ
ん
。
問
い
は
続
く
わ
け
で
す
。 

 

園
丁 

こ
こ
で
は
、
人
間
に
ま
つ
わ
る
あ
ら
ゆ
る
事
象
が
考
察
さ
れ
ま
す
。
と
り
と
め
も
な
く
挙
げ
て
み

れ
ば
、
人
間
の
心
的
状
態
に
関
連
し
て
態
度
、
身
振
り
、
表
情
、
声
、
…
…
、
ま
た
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の

閃
き
と
い
う
言
葉
に
関
連
し
て
感
覚
、
知
覚
、
…
…
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
す
が
、
僕
の
よ
う
な
貧
弱
な

者
に
は
整
理
が
つ
き
ま
せ
ん
。
こ
の
連
続
す
る
問
い
は
、
人
間
の
事
象
を
精
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
ど

ん
な
に
困
難
か
を
示
す
た
め
に
あ
る
か
の
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
切
り
離
せ
ず
に
結
び
つ
い
て
、

や
は
り
窮
め
尽
く
せ
ぬ
言
語
の
複
雑
さ
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
今
僕
た
ち
が
考
え
よ
う

と
し
て
い
る
認
識
と
言
語
の
問
題
が
多
面
的
に
考
察
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。 
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さ
ま
ざ
ま
な
断
章
の
中
に
は
、
「
哲
学
と
は
言
語
使
用
の
記
述
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
言
語
に

お
い
て
生
活
が
言
い
表
さ
れ
る
仕
方
す
べ
て
に
絶
え
ず
注
意
を
払
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
哲
学
を
学

ぶ
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
が
あ
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
察
が
そ
れ
を
実

行
し
て
い
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。
「
あ
る
生
活
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
言
葉
の
使
用
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る

と
す
れ
ば
、
（
生
活
パ
タ
ー
ン
は
厳
密
な
規
則
性
で
は
な
い
か
ら
）
、
そ
の
使
用
に
は
不
確
定
性
が
存

在
す
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
ア
ス
ペ
ク
ト
を
見
る
こ
と
は
意
志
行
為
で
あ
る
」
や
「
視
覚
的
な
知

覚
だ
っ
て
意
志
に
依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
が
、
意
志
も
考
察
の
射
程
に
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
「
私
が
ア
ス
ペ
ク
ト
の
閃
き
に
お
い
て
知
覚
す
る
の
は
、
対
象
の
性
質
で
は
な
い
。
そ

れ
は
、
そ
の
対
象
と
他
の
諸
々
の
対
象
と
の
内
的
関
係
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
認
識
が
対
象
そ
の
も

の
よ
り
も
「
関
係
」
に
向
か
う
と
い
う
見
解
が
僕
の
注
意
を
ひ
き
ま
し
た
。 

荘
周 

あ
え
ぎ
な
が
ら
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
話
題
に

し
た
の
は
ま
ず
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
す
か
？
。 

園
丁 

つ
な
が
り
が
あ
る
と
思
っ
て
そ
う
し
た
の
で
す
が
、
た
し
か
に
そ
う
で
す
ね
。
僕
に
は
ま
と
ま
り

が
つ
か
な
い
の
で
、
恣
意
的
で
乱
雑
な
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
目
に
と
ま
っ
た
こ
と
に
触
れ
て
お
き
ま

し
ょ
う
。 

 
 

ど
こ
だ
っ
た
か
、
「
我
々
の
課
題
は
因
果
関
係
に
ま
つ
わ
る
も
の
で
は
な
く
、
概
念
に
ま
つ
わ
る
も
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の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
あ
た
り
に
は
、
見
る
、
認
識
す
る
、
視
覚
体
験
、
態

度
、
…
…
と
、
認
知
に
か
か
わ
る
こ
と
の
考
察
が
続
き
ま
す
。
そ
し
て
、
「
考
え
る
こ
と
と
、
頭
の
な

か
で
語
る
こ
と
は
、
異
な
る
概
念
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
も
出
ま
す
。
人
間
の
思
考
は
言
葉
に
な
る
前

に
頭
で
語
る
こ
と
と
も
違
う
と
い
う
わ
け
で
す
か
ら
、
認
識
が
複
雑
な
作
用
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
認
識
が
言
葉
に
な
る
に
つ
い
て
は
、
「
我
々
の
言
語
は
ま
ず
像
を
記
述
す
る
…
…
」
と
、
カ
ン
ト

の
言
う
表
象
が
登
場
し
、
そ
れ
が
概
念
に
ま
で
整
理
さ
れ
る
過
程
は
、
す
べ
て
の
断
章
が
関
係
す
る
と

い
っ
て
も
よ
い
わ
け
で
、
言
語
に
つ
い
て
も
、
「
言
語
の
論
理
は
、
見
か
け
よ
り
も
ず
っ
と
、
計
り
知

れ
な
い
ほ
ど
複
雑
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
言
語
を
考
え
る
に
も
、
「
人
間
の

最
も
細
か
く
区
別
さ
れ
た
振
る
舞
い
と
は
、
も
し
か
し
た
ら
、
声
の
ト
ー
ン
と
顔
の
仕
草
と
が
伴
っ
た

言
語
か
も
し
れ
な
い
」
と
、
た
い
へ
ん
微
妙
な
と
こ
ろ
ま
で
分
け
入
り
ま
す
。 

 
 

認
識
と
言
語
に
関
し
て
考
察
は
、
人
間
の
振
る
舞
い
全
体
に
及
ぶ
の
で
す
。
す
る
と
、
「
心
を
も
つ

者
に
は
、
痛
む
、
喜
ぶ
、
苦
悩
す
る
等
々
の
能
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
記
憶
す

る
能
力
や
決
意
す
る
能
力
、
何
か
を
計
画
す
る
能
力
も
あ
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
言
語
的
な
表
現
が
そ

こ
に
必
要
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
認
識
と
言
語
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、

「
内
面
で
生
じ
て
い
る
こ
と
も
、
生
活
の
流
れ
の
な
か
で
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
」
と
言
っ
て
、
考
察

は
単
に
思
弁
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
「
内
面
の
像
は
、
色
と
か
た
ち
と
、
お
ま
け
に
特
定
の
体
制
を
も
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つ
」
と
す
れ
ば
、
具
体
的
な
身
心
の
あ
り
方
ま
で
対
象
に
な
り
ま
す
。
実
際
、
「
高
等
動
物
の
進
化
と

人
間
の
進
化
。
あ
る
特
定
の
段
階
で
の
精
神
の
目
覚
め
、
意
識
の
目
覚
め
」
に
注
目
し
て
い
ま
す
か
ら
、

認
識
や
意
識
を
進
化
論
的
に
生
物
学
的
に
考
察
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、

「
何
よ
り
も
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
個
々
の
考
え
や
個
々
の
想
像
な
い
し
記
憶
に
対
応
す
る

よ
う
な
い
か
な
る
コ
ピ
ー
も
生
理
学
的
な
も
の
や
神
経
系
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
明
確
な
見
解
に

人
々
が
い
つ
か
至
る
こ
と
だ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
考
察
に
基
づ
い
て
、
脳
の
中
の
神
経
系
の

作
用
に
つ
い
て
ま
で
予
測
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
僕
た
ち
は
、
認
識
や
言
語
に
つ
い
て
、
可
能
な
ら

そ
う
い
っ
た
こ
と
ま
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 

荘
周 

た
い
へ
ん
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
ね
。
わ
た
し
た
ち
の
問
答
は
収
拾
が
つ
き
ま
す
か
。 

園
丁 

と
て
も
と
て
も
。
ど
こ
か
で
切
り
上
げ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。 

 
 

で
す
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
問
い
を
続
け
っ
ぱ
な
し
で
お
し
ま
い
に
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
経
験
命
題
の
特
徴
を
備
え
な
が
ら
、
私
に
は
真
で
あ
る
こ
と
を

疑
う
余
地
が
な
い
命
題
が
い
ろ
い
ろ
と
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
が
そ
れ
ら
を
偽

と
仮
定
し
て
し
ま
う
と
、
自
分
の
判
断
す
べ
て
に
不
信
を
抱
か
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
、
そ
う
し

た
命
題
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
し
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
れ
ら
の
考
察
は
そ
う
い
う
も
の
を
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見
出
す
た
め
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
「
し
か
じ
か
の
こ
と
が
で
き
る
人
、
し
か
じ

か
の
こ
と
を
学
ん
で
習
熟
し
て
い
る
人
に
つ
い
て
だ
け
、
そ
の
人
が
あ
る
体
験
を
し
て
い
る
と
言
う
こ

と
に
意
味
が
あ
る
」
と
も
表
明
し
て
い
ま
す
か
ら
、
僕
た
ち
の
対
話
は
そ
う
い
う
こ
と
の
た
め
の
予
習

で
あ
る
と
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

と
こ
ろ
で
、
君
は
先
ほ
ど
、
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
が
「
祖
先
以
前
性
」
と
い
う
言
葉
で
実
在
を
定
立

し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
批
判
し
ま
し
た
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
っ
て

い
ま
す
。
―
―
「
地
球
は
本
当
に
君
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し

て
我
々
は
、
苛
立
ち
と
困
惑
と
を
滲
ま
せ
つ
つ
、「
も
ち
ろ
ん
、
当
た
り
前
だ
！
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
際
に
我
々
は
、
一
方
で
は
そ
の
根
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が
到
底
で
き
な
い
こ
と
を
自
覚
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
挙
げ
る
べ
き
根
拠
が
あ
ま
り
に
多
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
他
方
で
我
々
は
、
自
分
の
生
ま
れ
る
前
か
ら
地
球
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
少
し
も
疑
い
え
な
い

こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
特
別
な
教
示
に
よ
っ
て
質
問
者
に
答
え
る
こ
と
な
ど
到
底
で
き
ず
、

む
し
ろ
可
能
な
の
は
、
世
界
に
対
し
て
我
々
が
も
っ
て
い
る
像
を
徐
々
に
教
え
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て

答
え
る
こ
と
だ
と
、
我
々
は
自
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
―
―
と
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
あ
れ
ほ

ど
問
い
を
続
け
た
の
だ
け
れ
ど
、
経
験
や
実
在
に
関
し
て
超
越
を
敢
行
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
だ

か
ら
、
科
学
の
側
に
立
っ
て
世
界
を
観
よ
う
と
す
る
君
の
立
場
を
支
持
し
て
く
れ
そ
う
で
す
。 
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＊ 
園
丁 
さ
て
、
人
間
の
心
に
つ
い
て
考
え
て
い
け
ば
思
惟
は
果
て
し
な
く
続
く
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
す

が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
研
究
し
て
き
た
永
井
均
さ
ん
と
い
う
人
も
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
一
人

で
す
。
雑
誌
で
そ
の
文
章
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
て
、
独
自
の
言
葉
づ
か
い
で
思
弁
を
繰
り
広
げ
る
人

と
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
、
『
な
ぜ
意
識
は
実
在
し
な
い
の
か
』
と
い
う
書
物
の
改
訂
版
が
出
た

こ
と
に
気
づ
い
て
取
り
寄
せ
ま
し
た
。 

荘
周 

お
や
、
ま
だ
、
や
っ
か
い
な
議
論
を
続
け
る
つ
も
り
で
す
か
？
。 

園
丁 

も
と
も
と
手
に
余
る
主
題
に
首
を
突
っ
こ
ん
で
、
引
っ
こ
み
が
つ
か
な
く
な
っ
て
い
る
ん
で
す
。

助
け
て
く
だ
さ
い
。
明
快
な
主
張
の
表
題
に
誘
わ
れ
て
読
む
気
に
な
っ
た
の
で
す
。
で
も
、
た
だ
好
み

の
主
張
を
受
け
と
っ
て
満
足
し
た
の
で
は
な
く
、
表
題
に
現
わ
れ
て
い
る
全
体
の
論
旨
を
僕
な
り
に
よ

く
考
え
て
、
そ
れ
を
肯
定
で
き
る
と
結
論
し
た
の
で
す
。
僕
の
漠
然
と
し
た
考
え
を
哲
学
者
が
補
強
し

て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
。
あ
の
人
の
文
体
は
僕
に
は
む
ず
か
し
く
、
ま
た
、
も
た
も
た
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
少
し
で
も
踏
み
こ
ん
で
考
え
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
で
し
ょ
う
。 

荘
周 

は
い
は
い
、
お
つ
き
あ
い
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 
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園
丁 

永
井
さ
ん
は
、
心
的
な
も
の
と
物
的
な
も
の
の
関
係
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
な
ぜ
可
能
な
の
か
、

と
問
い
始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
「
私
が
感
じ
て
い
る
の
は
私
の
心
だ
け
で
す
。
私
は
確
か
に
そ
れ
が
存

在
す
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
《
自
分
》
な
ん
て
一
般
的
な
も
の
の
存
在
は
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
」

と
表
明
し
ま
す
。
永
井
さ
ん
の
基
本
的
な
命
題
は
、
わ
た
し
は
わ
た
し
（
の
心
）
し
か
知
ら
な
い
、
と

い
う
も
の
で
す
。
「
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
心
な
ん
て
一
般
的
な
も
の
が
あ
る
と
、
誰
も
が
信
じ
て
い

る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
の
が
、
こ
の
書
物
の
第
一
の
課
題
だ
と
言
い
ま
す
。 

 
 

現
代
の
哲
学
者
は
心
を
考
え
る
の
に
脳
を
持
ち
出
さ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
脳
が
意
識
を

生
み
出
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
脳
を
ど
ん
な
に
よ
く
観
察
し
て
も
、
そ
の
脳
が
や
っ
て
い
る
そ
の

仕
事
は
決
し
て
見
え
ま
せ
ん
。
…
脳
が
し
て
い
る
仕
事
を
見
る
に
は
、
脳
を
観
察
し
な
い
で
、
脳
自
身

に
注
意
を
向
け
な
い
で
、
む
し
ろ
世
界
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
脳
と
意
識
の
関
係
は
、
他
の

ど
ん
な
関
係
に
も
似
て
い
な
い
」
、
と
断
じ
ま
す
。
こ
の
判
断
は
、
脳
科
学
の
研
究
が
行
な
わ
れ
て
い

る
の
を
知
っ
た
上
で
の
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
、
「
何
に
も
似
て
い
な
い
事
柄
に
つ
い
て
は
、

説
明
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
」
。
僕
の
よ
う
な
者
は
、
こ
こ
で
立
ち
往
生
す
る
ほ
か
に
術
が

な
い
。
で
も
哲
学
者
は
そ
う
し
て
い
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
永
井
さ
ん
は
、
彼
一
流
の
文
体
で
そ
の

困
難
な
仕
事
に
取
り
組
む
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
考
え
た
よ
う
に
、
感
覚

や
知
覚
…
、
物
理
的
事
実
…
、
世
界
の
識
別
、
対
象
の
認
識
…
、
言
語
…
、
そ
の
ほ
か
諸
々
に
つ
い
て
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の
考
察
が
あ
り
ま
す
。
竹
田
さ
ん
の
議
論
に
関
係
す
る
間
主
観
的
連
関
や
主
観
的
認
知
と
い
っ
た
言
葉

も
出
て
き
ま
す
。
で
す
が
、
そ
の
内
容
を
誤
り
な
く
話
す
こ
と
は
僕
に
は
困
難
で
す
。 

 

荘
周 
や
っ
ぱ
り
困
り
ま
し
た
ね
。
夢
に
出
る
わ
た
し
た
ち
に
は
苦
労
が
多
い
。
け
れ
ど
も
、
永
井
さ
ん

の
あ
の
書
物
は
、
「
意
識
は
実
在
（
事
物
）
で
は
な
い
」
と
い
う
君
の
言
う
唯
物
論
的
な
判
断
を
下
す

に
つ
い
て
、
Ｄ
・
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
と
い
う
人
の
主
張
に
対
決
し
て
論
じ
、
わ
た
し
た
ち
を
啓
発
し
て
く

れ
ま
す
ね
。
そ
の
人
は
、
「
物
理
的
に
私
と
同
一
で
あ
り
な
が
ら
、
意
識
体
験
が
な
い
生
き
物
―
―
私

の
ゾ
ン
ビ
複
製
体
―
―
が
可
能
で
あ
る
」
と
論
じ
、
「
世
界
の
中
に
物
理
的
性
質
に
尽
き
な
い
何
か
別

の
も
の
が
あ
る
」
と
断
じ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
生
物
学
者
は
キ
メ
ラ
を
考
え
る
に
し
て
も
生
き
て
い
る

者
を
考
え
る
の
で
す
が
、
哲
学
者
は
死
ん
だ
ま
ま
甦
る
ゾ
ン
ビ
さ
え
考
察
す
る
の
で
す
。
科
学
の
時
代

と
思
わ
れ
て
い
る
現
代
、
世
界
の
哲
学
界
に
こ
の
種
の
「
心
の
哲
学
」
分
野
が
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

議
論
を
す
る
人
が
い
る
と
い
う
の
は
意
外
で
し
た
。 

園
丁 

こ
の
人
は
結
局
、
唯
物
論
を
否
定
す
る
論
証
を
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
ね
。
僕
は
ま
ご
つ
き
ま
す
。

メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
の
よ
う
に
唯
物
論
を
す
っ
き
り
単
純
化
し
た
い
人
が
い
る
か
と
思
え
ば
、
こ
の
チ
ャ

ー
マ
ー
ズ
さ
ん
の
よ
う
に
唯
物
論
を
超
え
た
い
人
も
い
る
の
で
す
。
こ
こ
ま
で
の
僕
の
考
察
か
ら
し
て
、

こ
の
両
極
端
に
同
意
で
き
ま
せ
ん
。
永
井
さ
ん
も
、
「
世
界
の
中
に
物
理
的
性
質
に
尽
き
な
い
何
か
別
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の
も
の
が
あ
る
な
ど
と
い
う
発
想
は
、
あ
ま
り
に
単
純
で
貧
寒
な
発
想
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
永
井
さ

ん
よ
り
も
世
代
の
若
い
哲
学
者
た
ち
に
発
想
の
異
な
る
人
た
ち
が
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

僕
は
永
井
さ
ん
と
同
じ
世
代
で
す
か
ら
、
過
去
の
哲
学
者
た
ち
の
営
為
を
そ
の
よ
う
に
簡
単
に
脇
に
お

い
て
ま
っ
た
く
新
し
い
論
を
立
て
る
の
に
首
を
か
し
げ
ま
す
。
下
手
に
言
い
取
る
と
ま
た
荘
周
さ
ん
に

し
か
ら
れ
そ
う
で
す
が
、
哲
学
と
い
え
ど
も
そ
の
時
代
の
思
潮
に
影
響
さ
れ
る
と
い
う
歴
史
の
真
理
を

見
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。 

荘
周 

わ
た
し
も
お
か
し
い
と
思
い
ま
す
。
わ
た
し
は
、
自
然
と
人
間
の
事
象
を
観
察
し
て
智
慧
を
得
よ

う
と
し
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
と
ら
え
方
は
し
ま
せ
ん
。 

  
 

 
 

 

＊ 

園
丁 

も
う
一
度
元
に
戻
っ
て
、
意
識
あ
る
い
は
心
に
つ
い
て
考
え
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

前
回
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
自
身
の
主
観
を
こ
の
主
観
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
従
っ
て
認

識
す
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
を
現
象
と
し
て
の
み
認
識
す
る
の
だ
」
、
と
カ
ン
ト
が
言
っ
て
い
る
の

を
見
ま
し
た
。
チ
ャ
ー
マ
ー
ズ
さ
ん
は
、
こ
の
判
断
を
超
え
て
、
現
象
と
し
て
し
か
知
り
え
な
い
意
識

自
体
の
存
在
を
議
論
す
る
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
永
井
さ
ん
は
、
議
論
を
尽
く
し
て
、
意
識
自
体
は
実
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在
す
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
と
結
論
し
ま
す
。
永
井
さ
ん
は
経
験
か
ら
超
越
し
な
い
の
で
、
カ
ン
ト

の
言
明
と
矛
盾
し
ま
せ
ん
。
こ
の
辺
の
事
情
は
、
「
対
象
を
思
惟
す
る
こ
と
と
対
象
を
認
識
す
る
こ
と

は
同
じ
で
な
い
」
や
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
物
の
認
識
に
使
用
さ
れ
る
の
は
物
が
可
能
的
経
験
の
対
象
と
見

な
さ
れ
る
場
合
だ
け
に
限
る
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
指
摘
に
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

 
 

わ
た
し
は
手
足
に
触
っ
て
そ
れ
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
、
鏡
で
自
分
の
顔
を
見
て
表
情
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
ま
す
か
ら
、
身
体
は
経
験
の
対
象
と
な
る
物
で
す
。
他
方
の
意
識
（
意
志
）
は
そ
の
身
体
を

動
か
す
の
で
す
が
、
身
体
の
よ
う
な
物
的
対
象
と
は
異
な
り
ま
す
。
そ
の
意
識
を
、
物
で
あ
る
身
体
と

同
じ
仕
方
で
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
い

方
は
素
朴
す
ぎ
る
で
し
よ
う
か
。
で
も
、
哲
学
者
の
永
井
さ
ん
が
、
意
識
は
実
在
す
る
種
類
の
も
の
で

は
な
い
と
応
援
し
て
く
れ
る
の
で
す
。
僕
の
意
識
に
つ
い
て
の
理
解
は
こ
う
い
う
も
の
で
、
カ
ン
ト
の

認
識
論
に
沿
っ
て
い
る
と
考
え
ま
す
。 

荘
周 

こ
の
際
、
君
は
、
君
の
そ
の
意
識
論
を
堅
持
し
て
お
く
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。 

園
丁 

は
い
。
二
千
五
百
年
前
に
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
は
、
自
我
＝
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
か

ど
う
か
と
い
う
問
い
に
答
え
な
い
と
い
う
態
度
で
、
経
験
世
界
と
異
質
の
心
が
存
在
す
る
と
い
う
論
か

ら
離
れ
ま
し
た
。
二
百
数
十
年
前
に
カ
ン
ト
は
、
近
代
的
な
認
識
論
を
確
立
し
て
人
間
の
経
験
世
界
に

対
す
る
向
き
あ
い
方
に
基
礎
を
据
え
ま
し
た
。
僕
の
言
う
唯
物
論
は
こ
の
偉
大
な
思
想
に
沿
う
も
の
だ
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と
考
え
ま
す
。 

 

園
丁 
さ
て
、
カ
ン
ト
は
人
間
の
理
性
を
整
序
す
る
こ
と
に
努
め
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
理
性
は
、
そ
の
本

性
か
ら
で
し
ょ
う
、
そ
の
働
き
全
体
を
了
解
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
実
践
的
な
根
拠
は
形
式
的
に
し
か

と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、
い
ざ
世
界
を
観
察
し
て
認
識
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
も
、
認
識
作
用
は
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
続
く
と
い
う
現
実
が
あ
り
ま
す
。 

荘
周 

ま
た
考
え
だ
し
ま
し
た
ね
。
何
を
話
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
か
？
。 

園
丁 

精
確
に
言
い
と
め
る
こ
と
に
失
敗
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
言
っ
て
み
ま
す
。
永
井
さ
ん
が
「
わ

た
し
は
、
わ
た
し
つ
ま
り
わ
た
し
の
心
し
か
知
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
問
題
で
す
。
そ
の
わ
た
し
を

と
ら
え
よ
う
と
す
る
と
、
現
象
的
な
も
の
と
心
理
的
な
も
の
の
対
比
と
な
っ
て
、
人
間
は
そ
の
対
比
に

お
い
て
し
か
わ
た
し
を
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
。
意
識
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
き
は
そ
の
分
節

は
な
い
と
し
て
も
、
意
識
を
意
識
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
の
対
比
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
す
。
人

間
が
で
き
る
の
は
こ
の
累
積
的
な
思
考
の
重
ね
行
き
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
永
井

さ
ん
は
、
認
識
作
用
の
果
て
し
な
さ
が
そ
の
累
積
的
な
構
造
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
わ
た
し
の
心
は
、
数
学
に
出
る
特
異
点
の
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
そ
こ
で
他
者
を
考
え
る
と
、
そ
ん
な
特
異
点
で
あ
る
他
者
に
つ
い
て
、
心
が
あ
る
か
ど
う
か
さ
え
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わ
た
し
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
か
疑
問
に
な
り
ま
す
。
「
私
が
感
じ
て
い
る
の
は
私
の
心
だ
け
で
す
。

し
か
し
《
自
分
》
な
ん
て
一
般
的
な
も
の
の
存
在
は
ま
っ
た
く
知
り
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
明
は
、
他
者

を
知
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
と
い
う
表
明
で
も
あ
る
の
で
す
。
「
我
思
う
」
を
こ
の
よ
う
に
先
鋭
に
と

ら
え
る
の
が
永
井
さ
ん
の
立
場
で
す
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
素
直
に
は
従
わ
な
い
立
場
に
見
え
ま
す
。

あ
る
い
は
、
他
者
を
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
れ
ば
、
間
主
観
的
に
客
観
を
認
識
す
る
と
い
う
よ
う
な
議
論

に
も
進
め
な
い
で
す
ね
。
永
井
さ
ん
は
、
竹
田
さ
ん
の
言
う
「
社
会
問
題
の
う
ち
に
、
普
遍
的
な
も
の

の
根
拠
を
見
出
そ
う
と
す
る
試
み
」
を
評
価
し
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
僕
は
、
永
井
さ
ん
の
哲
学
を
ど
う

受
け
と
め
れ
ば
よ
い
の
か
と
ま
ど
っ
て
い
ま
す
。
突
き
刺
さ
っ
た
と
げ
と
し
て
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
し

た
も
の
で
し
ょ
う
？
。 

荘
周 

そ
の
問
題
に
は
わ
た
し
も
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
数
学
を
か
じ
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
特
異

点
を
留
数
で
処
理
す
る
方
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
す
か
。
君
の
奮
闘
を
期
待
し
ま
す
。 

園
丁 

茶
化
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
、
荘
周
さ
ん
。
困
っ
た
も
の
だ
…
… 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
四
月 


