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五
十
五 

園
丁
と
蝶
の
対
話 

「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
そ
の
五 

荘
周 
君
は
次
の
問
答
の
準
備
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
を
次
回
に
回
し
ま
せ
ん
か
。
と
い
う
の

は
、
前
回
、
竹
田
青
嗣
さ
ん
が
講
談
社
『
本
』
に
連
載
中
の
論
考
で
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
の
思
弁
的
実
在

論
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、
三
月
号
で
は
、
竹
田
さ
ん
自
身
の
考
え
方
を
も
っ
と
展

開
し
て
い
て
、
そ
の
議
論
は
わ
た
し
た
ち
の
問
答
の
主
題
に
関
係
し
て
い
る
の
で
す
。 

園
丁 

そ
う
で
す
か
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ら
、
そ
う
し
ま
し
ょ
う
。
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。 

  
 

 
 

 

Ｅ 

意
識
の
方
へ
向
か
っ
て
も
認
識
を
確
実
に
は
で
き
な
い
こ
と 

荘
周 

『
本
』
三
月
号
の
竹
田
さ
ん
の
論
考
は
、
「
本
体
論
の
解
体 

ニ
ー
チ
ェ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
」
と
い

う
表
題
で
、
現
在
見
ら
れ
る
哲
学
的
議
論
の
混
迷
を
打
開
す
る
独
自
の
体
系
を
構
成
で
き
た
と
す
る
、

意
気
込
み
に
あ
ふ
れ
た
も
の
で
す
。
ま
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
本
体
論
解
体
」
を
継
承
し

て
組
み
立
て
る
竹
田
さ
ん
の
体
系
を
概
観
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
自
身
コ
ン
パ
ク
ト

に
整
理
さ
れ
て
い
る
記
述
を
さ
ら
に
要
約
し
て
、
問
答
の
準
備
と
し
ま
し
ょ
う
。 
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Ａ 

 
 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
は
、
歴
史
的
に
、
存
在
自
体
・
イ
デ
ア
論
・
一
者
・
神
・
汎
神
論
な
ど
を
論
じ

て
き
ま
し
た
。
本
体
論
（
存
在
論
）
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。
竹
田
さ
ん
は
、
そ
の
本
体
論
を
解
体
へ

と
導
い
た
の
は
ニ
ー
チ
ェ
の
力
相
関
性
の
哲
学
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
だ
と
と
ら
え
て
、
次
の
よ
う

に
言
い
ま
す
。
―
―
ニ
ー
チ
ェ
が
世
界
そ
れ
自
体
・
そ
の
認
識
・
真
理
と
い
う
観
念
を
破
壊
し
、
そ
こ

か
ら
派
生
す
る
「
何
々
自
体
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
本
体
論
の
諸
観
念
を
は
っ
き
り
否
認
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
本
体
観
念
の
崩
壊
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
体
論
の
完
全
な
解
体
に
至
ら
ず
、
そ
の
反
動
的
な

諸
形
態
が
残
っ
た
。
ち
ょ
う
ど
世
界
か
ら
「
神
」
の
観
念
を
消
去
し
た
あ
と
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
が
必
然

的
に
な
っ
た
よ
う
に
、
認
識
論
か
ら
伝
統
的
な
本
体
諸
観
念
が
取
り
払
わ
れ
た
あ
と
、
そ
の
反
動
と
し

て
認
識
相
対
主
義
が
蔓
延
し
た
―
―
と
。 

 
 

「
本
体
」
を
否
認
す
る
の
に
三
つ
の
思
考
法
が
あ
る
、
と
竹
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
―
―
第
一
は
、

本
体
つ
ま
り
世
界
そ
れ
自
体
は
決
し
て
認
識
さ
れ
え
な
い
と
す
る
徹
底
的
相
対
主
義
の
道
。
第
二
は
、

本
体
は
ま
る
っ
き
り
存
在
し
な
い
、
実
体
＝
実
在
と
し
て
の
世
界
も
存
在
せ
ず
、
人
間
が
実
在
す
る
と

見
な
す
も
の
の
一
切
は
観
念
＝
表
象
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
道
。
第
三
が
、
ニ
ー
チ
ェ
と
フ
ッ
サ
ー
ル

に
よ
る
本
体
論
の
解
体
。
こ
こ
で
、
本
体
の
解
体
は
、
世
界
の
認
識
不
可
能
性
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た

世
界
の
非
存
在
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
な
い
と
言
う
の
で
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
世
界
が
存
在
す
る
と
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い
う
こ
と
は
「
疑
い
を
容
れ
な
い
」
と
言
う
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
不
可
疑
性
を
根
拠
づ
け
る
こ

と
は
別
の
問
題
だ
、
と
。 

 
 

お
分
か
り
の
よ
う
に
、
竹
田
さ
ん
は
、
第
三
の
道
を
選
び
、
―
―
〝
何
も
の
か
が
存
在
す
る
〟
と
は

第
一
義
的
に
生
の
経
験
の
相
関
項
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
生
の
経
験
の
相
関
者
と
し
て
の
世
界
と
い
う
観

念
は
、
世
界
そ
れ
自
体
、
存
在
そ
れ
自
体
と
い
う
概
念
を
、
す
な
わ
ち
「
本
体
」
の
観
念
を
〝
背
理
的

な
も
の
〟
と
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
そ
れ
は
一
つ
の
「
想
定
さ
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー

ル
で
は
妥
当
―
定
立
を
え
た
「
信
憑
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
思
想
だ
け
が
、
新
し
い
存
在

論
の
地
平
を
開
く
で
あ
ろ
う
―
―
と
考
え
る
の
で
す
。 

Ｂ 

 

ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
相
関
性
」
の
構
図
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
加
味
し
て
、
竹
田
さ
ん
は
、
本
体
論

解
体
を
次
の
よ
う
に
要
約
し
ま
す
。 

 
 

１ 

〝
本
体
〟
と
呼
ば
れ
る
も
の
す
な
わ
ち
世
界
は
、「
無
」（
非
存
在
）
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

非
存
在
な
の
で
あ
れ
ば
、
相
関
者
と
し
て
〝
現
わ
れ
出
る
〟
こ
と
は
な
い
。 

 
 

２ 

こ
の
〝
存
在
す
る
も
の
〟
が
認
識
不
可
能
な
の
は
、
認
識
能
力
の
限
界
に
よ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
け
っ
し
て
経
験
さ
れ
ず
、
〝
生
き
ら
れ
る
〟
こ
と
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
認
識
と
は
、

生
に
よ
る
分
節
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
世
界
を
反
映
的
に
把
握
す
る
こ
と
で
は
な
い
。 
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３ 

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
（
生
き
物
に
と
っ
て
）
世
界
は
、
第
一
義
的
に
、
生
き
ら
れ
、
経
験
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
本
体
」
と
し
て
の
世
界
は
、
こ
の
生
世
界
の
間
主
観
化
と
し
て
人
間
の
み

に
成
立
す
る
信
憑
で
あ
る
。 

 

そ
し
て
、
さ
ら
に
、
―
―
こ
の
力
相
関
図
に
よ
る
新
し
い
存
在
論
に
よ
っ
て
、
現
代
哲
学
の
認
識
論
の

難
問
は
た
だ
一
つ
の
問
い
を
除
い
て
す
べ
て
解
決
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
問
い
と
は
、
信
念
対
立
に
つ

い
て
の
問
い
、
い
い
か
え
れ
ば
、
人
間
世
界
に
お
け
る
認
識
の
普
遍
性
の
問
い
、
は
た
し
て
客
観
的
―

普
遍
的
認
識
は
ま
っ
た
く
不
可
能
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
い
に
対
す
る
最

も
本
質
的
な
原
理
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
間
主
観
的
信
憑
と
し
て
の
認
識
の
普
遍
性
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
―
―
と
主
張
し
ま
す
。 

 
 

続
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
根
本
構
想
が
解
説
さ
れ
ま
す
。
―
―
近
代
の
自
然
科
学
の
普
遍
認
識
（
客

観
認
識
）
は
「
自
然
の
数
学
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
の
長
い
実
践
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
人
間

と
社
会
の
問
題
は
本
質
的
に
「
数
学
化
」
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
こ
の
こ
と
が
自
然
科
学
の
方
法
を

人
文
科
学
へ
適
用
す
る
こ
と
の
不
可
能
の
根
本
理
由
で
あ
る
）
。
で
は
い
か
に
し
て
人
文
領
域
に
お
け

る
認
識
の
普
遍
性
を
確
保
し
う
る
の
か
。
こ
の
困
難
は
、
厳
密
な
数
学
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
普
遍

的
認
識
が
可
能
と
な
る
条
件
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
問
う
て
、
つ
ま
り
、
一
つ
の
方
法
原
理
に
よ
っ

て
克
服
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
一
切
の
認
識
を
「
確
信
―
信
憑
」
の
構
造
へ
と
還
元
す
る
こ
と
、
す
な
わ
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ち
、
現
象
学
的
還
元
の
方
法
で
あ
る
―
―
と
。 

Ｃ 

 
 

こ
の
人
文
領
域
に
お
け
る
普
遍
認
識
の
可
能
性
の
原
理
を
一
筆
で
描
く
こ
と
は
難
し
い
、
と
竹
田
さ

ん
も
認
め
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
一
切
の
認
識
（
＝
世
界
像
）
を
「
確
信
―
信
憑
」
と
み
な
し
、
そ
の
信

憑
形
成
の
条
件
と
構
造
を
解
明
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
、
人
文
領
域
の
学
的
認
識
に
つ
い
て
分
か

る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
三
つ
の
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

第
一 

事
実
学
的
性
格
が
強
い
領
域
ほ
ど
、
ま
た
そ
の
領
域
限
定
が
行
わ
れ
る
程
度
に
応
じ
て
、
普

遍
認
識
（
共
通
了
解
）
の
可
能
性
は
高
く
な
る
。
逆
に
、
価
値
的
、
倫
理
的
、
審
美
的
契
機
が
重
要

な
意
味
を
も
つ
局
面
で
は
普
遍
認
識
の
成
立
は
困
難
に
な
る
。 

 
 

第
二 

人
文
領
域
で
は
、
一
定
の
度
合
い
で
価
値
的
契
機
を
含
む
た
め
に
、
厳
密
な
認
識
の
一
致
は

成
立
し
な
い
が
、
構
造
的
な
同
一
性
（
あ
る
い
は
相
似
性
）
は
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
の

根
拠
も
ま
た
取
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

第
三 

社
会
的
、
文
化
的
な
学
問
領
域
に
お
い
て
、
集
合
的
意
志
（
一
般
意
思
）
が
高
度
に
反
映
さ

れ
る
集
合
的
言
語
ゲ
ー
ム
を
構
成
す
る
領
域
で
は
、
そ
の
規
約
上
の
含
意
や
一
致
の
原
則
を
取
り
出

す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
、
人
文
領
域
に
お
け
る
学
的
普
遍
性
に
つ
い
て
の
、
新
し

い
、
決
定
的
な
原
理
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
も
ろ
も
ろ
の
感
受
性
と
価
値
観
に
お
け
る
含
意
は
そ
れ
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ぞ
れ
の
魂
に
任
せ
る
ほ
か
は
な
い
が
、
も
ろ
も
ろ
の
「
ゲ
ー
ム
」
の
形
成
に
お
い
て
は
〝
約
定
〟
の

一
致
は
そ
の
可
能
性
の
大
前
提
だ
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

竹
田
さ
ん
は
、
―
―
こ
の
人
文
領
域
に
お
け
る
普
遍
認
識
の
可
能
性
の
原
理
は
、
独
断
論
的
解
釈
学

や
認
識
的
相
対
主
義
に
お
い
て
は
（
現
在
、
分
析
哲
学
や
認
知
科
学
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
、
認
識

に
つ
い
て
の
煩
瑣
な
ス
コ
ラ
議
論
に
お
い
て
は
）
決
し
て
拓
か
れ
な
い
こ
と
。
す
な
わ
ち
、
普
遍
認
識

と
は
、
客
観
的
存
在
、
客
観
的
事
実
、
す
な
わ
ち
「
本
体
」
の
認
識
で
は
な
く
、
事
態
や
概
念
に
つ
い

て
の
認
識
の
普
遍
的
共
有
の
創
出
を
意
味
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
本
質
的
な
理
解
の
み
が
、
新
し
い
普

遍
的
学
の
可
能
性
を
開
く
と
い
う
こ
と
、
―
―
と
主
張
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
道
を
推
奨
し

ま
す
。 

Ｄ 

 
 

竹
田
さ
ん
は
、
現
代
哲
学
（
思
想
）
が
ニ
ー
チ
ェ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
体
論
解
体
の
原
理
を
黙
過
し

た
、
と
考
え
ま
す
。
現
在
行
わ
れ
て
い
る
物
理
主
義
的
実
在
論
と
相
対
主
義
の
対
立
は
そ
の
せ
い
で
、

い
ま
だ
に
認
識
は
可
能
で
あ
る
か
可
能
で
な
い
か
、
果
て
し
な
い
思
弁
的
論
証
が
現
代
哲
学
の
あ
ら
ゆ

る
領
域
（
論
理
学
、
言
語
哲
学
、
科
学
哲
学
、
心
の
哲
学
）
で
の
主
要
な
仕
事
に
な
っ
て
い
る
の
は
、

「
本
体
」
の
存
在
が
暗
黙
の
う
ち
に
想
定
さ
れ
て
い
る
せ
い
だ
と
い
う
の
で
す
。
「
本
体
論
」
の
解
体

こ
そ
が
鍵
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
い
る
論
者
は
い
な
い
、
と
言
い
ま
す
。 
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荘
周 

ふ
ー
、
長
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
竹
田
さ
ん
の
主
張
は
だ
い
た
い
こ
う
い
う
も
の
で
す
。

哲
学
者
の
書
き
物
を
受
け
と
め
て
語
る
の
は
疲
れ
ま
す
ね
。
こ
れ
ま
で
の
君
の
苦
労
が
分
か
り
ま
し
た

よ
。
ち
ょ
っ
と
一
休
み
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
あ
い
だ
、
今
の
話
を
考
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。 

  
 

 
 

 

＊ 

荘
周 

さ
て
、
再
開
し
ま
し
ょ
う
か
。
君
が
戻
っ
て
く
る
の
を
長
く
待
ち
ま
し
た
よ
。 

園
丁 

僕
は
ニ
ー
チ
ェ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
二
、
三
冊
か
じ
っ
た
だ
け
だ
し
、
ご
存
知
の
よ
う
に
貧

弱
な
記
憶
力
で
す
か
ら
、
ほ
ん
と
う
に
竹
田
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
か
、
あ
な
た
と
話
が

で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
も
う
一
度
学
習
す
る
た
め
に
、
立
松
弘
孝
と
い
う
人
が
編
集
し
た
『
フ
ッ
サ

ー
ル
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
と
い
う
書
物
を
読
ん
で
い
た
の
で
す
。
立
松
さ
ん
は
、
哲
学
・
学
問
の
性
格
、

現
象
学
の
課
題
と
性
格
、
現
象
学
の
方
法
、
現
象
学
的
哲
学
の
展
開
と
い
う
四
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
て

章
立
て
し
、
そ
れ
ぞ
れ
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
か
ら
関
連
す
る
重
要
な
段
落
を
収
録
し
て
い
ま
す
。

以
前
の
漠
然
と
し
た
読
書
の
と
き
よ
り
も
、
エ
ッ
セ
ン
ス
を
理
解
で
き
た
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

そ
れ
は
い
い
。
で
は
、
こ
れ
か
ら
は
、
今
ま
で
の
よ
う
に
君
が
主
導
し
て
や
っ
て
く
だ
さ
い
。 
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園
丁 

は
い
、
は
い
。
第
一
章
で
は
、
哲
学
に
つ
い
て
、
根
元
学
・
絶
対
的
に
明
確
な
…
な
ど
な
ど
の
言

葉
を
多
用
し
て
、
厳
密
な
学
を
つ
く
る
と
す
る
見
方
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
二
章
に
出
る
の
で

す
が
、
「
超
越
論
的
方
法
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
真
理
を
排
除
し
、
…
、
超
越
論
的
方
法
そ
れ
自
身

の
内
部
か
ら
あ
ら
ゆ
る
真
理
を
、
た
だ
し
今
度
は
絶
対
的
な
真
理
、
絶
対
的
に
正
当
化
さ
れ
た
真
理
と

し
て
実
現
し
、
自
然
的
真
理
の
妥
当
性
に
ま
つ
わ
る
隠
さ
れ
た
相
対
性
か
ら
真
理
を
救
出
し
、
そ
し
て

そ
れ
ら
を
絶
対
的
な
基
盤
の
上
に
定
立
し
よ
う
と
す
る
道
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
す
。「
人

は
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
、
た
だ
哲
学
す
る
こ
と
を
学
び
う
る
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
カ
ン
ト

の
堅
実
な
態
度
と
は
大
き
く
違
い
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
と
い
う
人
の
哲
学
に
対
す
る
姿
勢
が
よ
く
表
わ

れ
て
い
ま
す
ね
。
け
れ
ど
も
、
第
一
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
章
に
は
、
た
い
て
い
、
論
拠
が
伴
っ
て

い
ま
せ
ん
。
僕
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
鉛
筆
で
疑
問
符
を
つ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
結
局
こ
こ
で
は
、「
学
」

を
打
ち
立
て
よ
う
と
す
る
「
構
想
」
が
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
だ
と
思
い
ま
す
。 

 
 

竹
田
さ
ん
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
真
理
の
よ
う
な
観
念
を
破
壊
し
た
と
述
べ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
ニ
ー
チ
ェ

に
接
続
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
絶
対
的
な
真
理
」
を
「
絶
対
的
な
基
盤
の

上
に
定
立
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
伝
統
的
な
形
而
上
学
を
追
求
し
て
い
る
の
で
す
。
竹
田
さ
ん
の
接
続

に
は
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

荘
周 

た
し
か
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
づ
か
い
は
た
い
へ
ん
異
な
り
ま
す
ね
。 
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第
二
章
は
、
現
象
学
と
い
う
も
の
の
課
題
を
提
起
す
る
章
で
す
が
、
ま
だ
そ
の
現
象
学
の
本
体
は
語

ら
れ
ま
せ
ん
。
「
現
象
学
を
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
《
根
源
》
の
学
と
し
、
意
識
へ
立
ち
帰
る
必
要
性
を
原

理
的
に
解
明
す
る
こ
と
、
純
粋
主
観
性
の
領
域
を
原
理
的
に
限
定
し
体
系
的
に
究
明
す
る
こ
と
」
な
ど

の
目
標
が
表
明
さ
れ
ま
す
。
「
現
象
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
種
々
の
言
明
が
あ
り
ま
す
が
、
た
と
え

ば
、
「
現
象
そ
の
も
の
は
自
然
で
な
い
と
す
れ
ば
、
現
象
は
直
接
的
な
直
観
作
用
に
よ
っ
て
（
十
全
的

に
）
把
捉
さ
れ
う
る
本
質
を
所
有
し
て
い
る
」
と
さ
れ
ま
す
。
し
か
も
、
「
現
象
は
《
実
体
的
な
》
統

一
体
で
は
な
く
《
実
在
的
な
》
諸
性
質
は
も
っ
て
い
な
い
、
現
象
は
実
在
的
な
部
分
や
実
在
的
な
変
化

や
因
果
関
係
を
知
ら
な
い
」
と
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
明
は
、
カ
ン
ト
が
現
象
を
物
自
体
か
ら
切
り

離
し
た
こ
と
に
対
応
す
る
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
現
象
は
自
然
で
は
な
く
て
実
在
的
な
諸
性
質
や
変

化
や
因
果
関
係
を
知
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
「
本
質
」
は
自
然
と
関
係
な
い
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
う

い
う
現
象
を
把
捉
す
る
直
観
は
現
実
に
自
然
に
立
ち
向
か
う
力
を
与
え
て
く
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
。

僕
に
は
疑
問
だ
ら
け
で
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
文
が
論
理
的
な
も
の
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
で
す
。
カ

ン
ト
は
、
―
主
観
が
、
実
在
的
な
対
象
の
示
す
現
象
を
感
性
で
と
ら
え
、
悟
性
に
よ
っ
て
現
象
を
構
成

的
に
認
識
す
る
―
と
考
え
た
の
で
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
学
」
は
、
現
象
を
あ
ま
り
に
も
実
在
か
ら

隔
絶
さ
せ
て
い
て
、
カ
ン
ト
の
め
ざ
し
た
経
験
的
実
在
の
「
在
り
方
」
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
と
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は
相
容
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

認
識
の
問
題
は
、
た
と
え
ば
「
私
は
認
識
を
内
在
的
に
純
粋
直
観
的
に
純
粋
現
象
の
内
部
、
純
粋
意

識
の
内
部
で
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
や
、
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
存
在
者
そ
の
も
の
が<

（
志
向

的
能
作
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
超
越
論
的
主
観
性
の
形
成
物>

と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
言
明

か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
意
識
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
う
し
ろ
の
方
に
、
「
そ
れ
自
体
第

一
の
も
の
は
主
観
性
で
あ
り
、
し
か
も
世
界
の
存
在
を
素
朴
に
ま
ず
与
え
、
し
か
る
後
に
そ
れ
を
理
性

化
な
い
し
客
観
化
す
る
主
観
性
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言
い
方
も
、
カ
ン
ト
が
認
識
に
お

い
て
は
ま
ず
経
験
的
世
界
を
対
象
に
し
た
の
と
違
っ
て
、
経
験
的
世
界
を
超
越
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な

響
き
を
も
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
先
ほ
ど
の
「
現
象
」
に
対
応
し
て
、
対
象
あ
る
い
は
事
物
は
単
に

「
意
識
の
相
関
者
」
と
さ
れ
、「
意
識
の
相
関
者
と
し
て
の<

事
物>

は
事
物
で
は
な
い
」
と
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
（
現
象
学
的
研
究
は
）
事
物
を
、
す
な
わ
ち
諸
事
物
そ
の
も
の
を
究
明
す
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
こ
の
事
物
は
物
自
体
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
物
自
体
を
知
る

こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
現
象
を
引
き
起
こ
す
実
在
物
に
肉
薄
し
よ
う
と
し
な
い
認
識
と
は
何
な

の
で
し
ょ
う
か
？
。 

荘
周 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
な
ん
と
し
て
も
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
超
え
た
い
の
で
し
ょ
う
。 

園
丁 

前
回
の
議
論
で
意
識
に
つ
い
て
の
僕
の
と
ら
え
方
を
話
し
ま
し
た
が
、
僕
は
、
も
っ
ぱ
ら
意
識
の
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内
部
を
究
明
し
て
認
識
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
と
い
う
考
え
方
に
疑
問
を
抱
き
ま
す
。
し
か
し
、

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
現
象
学
的
存
在
論
が
体
系
的
に
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ま
だ
基

礎
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
先
天
的
な
諸
学
が
準
備
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
あ
ら
ゆ
る
事
実
学
を

<

合
理
化
さ
れ
た>

《
精
密
》
科
学
に
ま
で
完
成
す
る
道
が
用
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
宣
言
し
ま
す
。

こ
こ
で
は
「
存
在
論
」
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
て
い
て
、
竹
田
さ
ん
の
主
張
と
違
い
、
ま
だ
あ
る
種
の

存
在
論
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
第
二
章
に
は
、
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
の
こ
と
が
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
僕
に
は
、
そ
れ
ら
は
な
お
構
想
に
と
ど
ま
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

荘
周 

わ
た
し
は
論
理
的
な
思
索
は
苦
手
で
、
身
体
と
心
を
未
分
化
の
ま
ま
に
出
来
事
を
な
が
め
、
そ
れ

を
あ
ま
り
合
理
的
で
な
く
表
現
し
が
ち
で
す
が
、
こ
れ
ほ
ど
意
識
を
中
心
に
置
い
て
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
ね
。 

 

園
丁 

第
三
章
に
移
っ
て
「
超
越
論
的
現
象
学
」
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
「
現
象
学
は[

客
観
化
的
科
学
と

は]

全
く
違
っ
た
意
味
で
の
学
問
で
あ
り
、
全
く
別
の
課
題
と
方
法
を
も
つ
学
問
で
あ
る
」
と
宣
言
さ

れ
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
と
言
っ
て
い
る
事
象
と
は
、
「<

事
象
の
所
与
性>

と
は
、[

体
験
の]

現
象
の
内
部
で
自
己
を
し
か
じ
か
で
あ
る
と
呈
示
す
る
こ
と
（
表
象
さ
れ
る
こ
と
）

な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
以
上
、
も
は
や
事
象
は
決
し
て
独
自
に
現
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
」
と
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さ
れ
ま
す
。
こ
の
言
明
は
、
僕
た
ち
の
考
え
る
科
学
、
事
物
、
事
象
と
は
ち
が
う
対
応
物
が
あ
る
と
言

っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。 

 
 

言
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
結
局
、
核
心
に
あ
る
「
現
象
学
的
還
元
」
を
知
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
然
的
態
度
の
生
活
で
の
反
省
で
は
だ
め
だ
と
し
て
、
代
わ
り
に

純
粋
な
生
と
い
う
も
の
を
提
起
し
て
、
そ
れ
は
判
断
中
止
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
開
示
さ
れ
る
と
し
ま

す
。
判
断
中
止
に
よ
っ
て
、
「<

自
我
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
反
省
す
る
と
共
に
、
作
動
す
る
自
己
の

意
識
の
諸
世
界
と
し
て
の
す
べ
て
の
諸
世
界
に
つ
い
て
も
反
省
す
る
新
し
い
種
類
の
反
省>

が
成
立
し
、

純
粋
自
我
と
そ
の
純
粋
な
生
、
つ
ま
り
純
粋
主
観
性
の
領
域
が
看
取
さ
れ
、
記
述
可
能
に
な
る
」
と
考

え
ま
す
。 

荘
周 

そ
れ
は
観
想
と
は
ち
が
う
の
で
す
か
。 

園
丁 

さ
あ
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
？
。
「
哲
学
的
に
反
省
す
る
者
と
し
て
の
私
は
、
経
験
の
自
然
な
存

在
を
も
は
や
信
憑
せ
ず
、
妥
当
さ
せ
な
い
」
と
言
い
ま
す
。
い
っ
た
ん
自
然
な
存
在
の
信
憑
性
も
疑
わ

れ
ま
す
。
観
想
者
は
似
た
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？
。 

荘
周 

わ
た
し
は
観
想
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
ん
な
風
に
考
え
る
と
、
わ
た
し
の
経
験
し
て

い
る
実
在
は
ど
う
な
る
の
で
す
か
。 

園
丁 

「
そ
の
存
在
は
、
信
憑
と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
注
意
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
」
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と
す
る
の
で
す
。
現
象
学
的
判
断
中
止
と
い
う
の
は
、
「
自
然
的
見
方
の
本
質
に
属
す
る
普
遍
的
措
定

を
作
用
さ
せ
な
い
」
こ
と
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
に
そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
こ
の
自
然
的
世
界
の

全
体
を
括
弧
に
い
れ
る
こ
と
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
「
自
然
的
世
界
は
依
然
と
し
て
意
識
に
現

わ
れ
る
現
実
と
し
て
存
在
し
つ
づ
け
る
で
あ
ろ
う
」
、
「
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
よ
う
に
、
こ
の
《
世
界
》
を

否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
懐
疑
論
者
の
よ
う
に
、
こ
の
世
界
の
現
存
在
を
疑
う
の
で
は
な
い
」
と

言
わ
れ
ま
す
。
僕
に
は
、
ま
ぎ
れ
の
な
い
明
確
な
言
い
方
に
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
。 

 

園
丁 

い
ろ
い
ろ
な
文
章
が
挙
げ
て
あ
っ
て
、
ど
れ
が
最
も
よ
く
現
象
学
を
表
現
し
て
い
る
の
か
僕
は
迷

い
ま
す
が
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り
ま
す
。
「
私
自
身
の
自
然
的
、
人
間
的
な
自
我
と
私
自
身
の
心

的
生
活
を
、
超
越
論
的
―
現
象
学
的
自
我
（
自
己
経
験
の
領
域
）
へ
還
元
す
る
」
、
そ
し
て
、
要
約
す

る
と
、
「
客
観
的
世
界
は
、
そ
の
意
味
の
す
べ
て
と
、
存
在
の
妥
当
性
を
、
超
越
論
的
自
我
と
し
て
の

私
自
身
か
ら
汲
み
と
る
」
と
言
明
し
ま
す
。
そ
の
上
、
「
還
元
さ
れ
た
自
我
が
世
界
の
一
部
分
で
な
い

と
同
様
、
他
方
の
世
界
と
そ
れ
に
属
す
る
す
べ
て
の
客
観
も
、
私
の
自
我
の
一
部
分
で
は
な
い
」
と
、

両
者
の
断
絶
を
宣
言
し
ま
す
。
第
四
章
に
は
、
「
現
象
学
的
還
元
の
結
果
…
、
意
識
を
物
質
的
実
在
と

統
覚
的
に
《
結
合
》
す
る
こ
と
も
（
…
）
、
二
次
的
に
空
間
へ
編
入
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
た
ば

か
り
で
な
く
、
宇
宙
的
時
間
へ
編
入
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
く
な
っ
た
」
と
い
う
文
ま
で
あ
り
ま
す
。 
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荘
周 

そ
れ
は
ま
た
ず
い
ぶ
ん
思
い
切
っ
た
言
い
方
で
す
ね
。
弓
の
名
手
の
放
つ
矢
に
も
で
き
な
い
飛
翔

で
す
。 

園
丁 

え
え
、
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
使
う<

超
越
論
的>

と<

超
越
的>

と
い
う
言
葉
が
独

特
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
判
り
ま
す
。
自
我
の
方
に
あ
る
超
越
論
的
主
観
の
世
界
に
対
し
て
、
経
験

的
世
界
の
方
が
そ
れ
か
ら
超
越
し
て
い
る
の
で
す
。
カ
ン
ト
は
、
経
験
世
界
か
ら
出
ず
に
経
験
世
界
を

認
識
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
認
識
の
出
発
点
を
確
か
な
も
の
に
す
る
た
め
に
超
越
論
的
な
観
点
を

据
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
経
験
世
界
を
超
え
出
る
こ
と
を
超
越
と
呼
ん
だ
の
で
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考

え
方
は
、
僕
に
は
ま
る
っ
き
り
逆
に
見
え
ま
す
。 

荘
周 

た
し
か
に
言
葉
の
使
い
方
に
ず
れ
が
あ
る
よ
う
で
す
。 

園
丁 

カ
ン
ト
は
、
「
神
」
の
よ
う
な
理
念
を
認
識
の
彼
岸
に
置
い
て
、
認
識
の
彼
岸
へ
超
越
す
る
こ
と

を
戒
め
ま
し
た
。
道
徳
の
よ
う
な
観
念
を
考
え
る
に
も
、
比
喩
的
に
言
え
ば
、
認
識
の
彼
岸
に
〝
領
域

〟
を
確
保
す
る
こ
と
を
せ
ず
体
積
の
な
い
〝
限
界
面
〟
を
望
見
す
る
に
止
め
、
た
だ
形
式
だ
け
を
提
示

し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
現
象
学
で
は
、
超
越
論
的
主
観
の
世
界
が
ま
ず
あ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身

そ
の
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
を
し
ま
す
が
、
二
次
的
に
客
観
的
（
経
験
的
）
世
界
が
あ
る
の
で
す
。 

 
 

結
論
的
に
、「
現
象
学
的
還
元
と
は
、
一
切
の
超
越
者
（
私
に
内
在
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
）

に
無
効
の
符
号
を
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
超
越
者
の
実
在
と
妥
当
性
を
そ
の
ま
ま
措
定
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し
な
い
で
、
せ
い
ぜ
い
妥
当
現
象
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
も
あ
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
「
純
粋
意
識
は
、
た
と
え
わ
れ
わ
れ
が
全
世
界
を
、
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
生
物
を
そ

し
て
さ
ら
に
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
含
め
た
す
べ
て
の
人
間
を
も
排
除
し
た
と
し
て
も
、
括
弧
に
入
れ
た

と
し
て
も
、
そ
れ
と
は
係
わ
り
な
く
残
留
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の
世
界
的
超
越
を
、
そ
れ
自

身
の
う
ち
に
内
蔵
し
、
自
己
の
内
部
で
そ
れ
ら
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
断
定
さ
れ
ま
す
。
他

方
で
「
世
界
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
の
現
存
在
を
疑
う
の
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
て

も
、
結
局
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
立
場
は
再
構
築
さ
れ
た
観
念
論
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
？
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
「
現
象
学
的
観
念
論
」
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
か
ら
、
観
念
論
的
だ
と

い
う
こ
と
を
半
ば
認
め
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

園
丁 

第
四
章
の
「
現
象
学
的
哲
学
の
展
開
」
は
、
現
象
学
的
還
元
を
な
ん
と
か
成
立
さ
せ
よ
う
と
議
論

し
て
い
る
章
よ
り
も
迫
力
に
欠
け
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
結
局
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
っ
て
い
る
こ
と

は
、
「
学
」
と
言
い
な
が
ら
、
構
想
あ
る
い
は
考
え
方
の
提
唱
の
よ
う
で
す
。
基
礎
を
据
え
る
論
証
的

議
論
は
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
論
証
の
で
き
な
い
形
而
上
学
的
な
考
察
を
し
て
い
て
、
そ
の

哲
学
が
展
開
し
て
み
せ
る
も
の
が
充
実
し
な
い
の
は
当
然
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論

は
、
カ
ン
ト
の
唯
物
論
的
解
釈
の
立
場
に
立
つ
僕
の
考
え
方
を
変
更
さ
せ
る
ほ
ど
の
論
証
力
を
も
っ
て
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い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 

世
界
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
当
然
で
す
が
、
認
識
に
つ
い
て
「
対
象
的
存
在

者
は
認
識
現
象
に
実
的
に
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
文
も
登
場
し
ま
す
。
対
象
と
の
関
係

は
絶
た
た
れ
た
ま
ま
、
認
識
は
も
っ
ぱ
ら
意
識
の
側
だ
け
で
実
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
僕

た
ち
の
考
え
て
い
る
認
識
と
は
異
な
り
ま
す
ね
。
ま
た
、
「
お
よ
そ
存
在
す
る
対
象
と
し
て
私
に
現
わ

れ
て
い
る
も
の
は
、
私
に
と
っ
て
は
、
そ
の
存
在
の
意
味
の
す
べ
て
を
わ
た
し
の
能
作
的
指
向
性
か
ら

受
け
と
る
」
の
で
す
か
ら
、
認
識
対
象
の
な
ん
ら
か
の
意
味
は
客
観
的
対
象
に
あ
る
と
は
言
い
が
た
い

こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
こ
の
考
え
方
は
、
認
識
を
深
め
る
科
学
の
営
み
を
無
効
に
す
る
よ
う
に
思
い
ま

す
。 

 

園
丁 

以
上
の
よ
う
に
見
て
き
て
、
僕
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
僕
た
ち
の
対
話
の
テ
ー
マ
で
あ
る
認
識
に
つ
い
て
も
そ
の
考
え
方
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
あ
な
た
が
要
約
さ
れ
た
竹
田
さ
ん
の
論
旨
は
、
洗
練
さ
れ
た
表
現
を
も
ち
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
議
論
よ
り
も
受
け
入
れ
や
す
い
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
。
し
か
し
、
竹
田
さ
ん
は
、
自
身
の
哲

学
を
、
―
―
ニ
ー
チ
ェ
の
「
力
相
関
性
」
の
原
理
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
認
識
論
の
原
理
の
継
承

で
あ
り
、
そ
の
展
開
形
で
あ
る
―
―
と
言
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
僕
は
竹
田
さ
ん
の
体
系
も
受
け
入
れ
て
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は
い
け
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

荘
周
さ
ん
、
僕
は
知
力
優
れ
た
高
名
な
哲
学
者
の
哲
学
を
拒
否
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
よ
。
な

ん
と
か
言
っ
て
く
だ
さ
い
よ
。
心
細
い
で
は
な
い
で
す
か
。 

荘
周 

園
丁
と
そ
の
夢
に
現
わ
れ
る
蝶
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
わ
た
し
た
ち
が
考
え
て
問
答
す
る
の
を
、

有
徳
な
カ
ン
ト
は
無
意
味
だ
と
切
り
捨
て
た
り
は
し
な
い
と
信
じ
ま
し
ょ
う
。 

  
 

 
 

 

＊ 

荘
周 

『
フ
ッ
サ
ー
ル
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
を
編
集
し
た
立
松
さ
ん
は
、
一
般
に
現
象
学
に
関
心
を
示
す

人
々
は
現
象
学
を
方
法
論
と
し
て
評
価
す
る
傾
向
が
顕
著
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
よ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の

お
弟
子
さ
ん
も
、
現
象
学
は
哲
学
的
教
条
と
真
理
の
体
系
で
は
な
く
哲
学
的
思
考
の
方
法
で
あ
る
、
と

言
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
す
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
を
受
け
入
れ
な
い
と
し
て
も
大
き
な
問
題
に
は

な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。 

園
丁 

そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
竹
田
さ
ん
の
論
考
に
も
そ
う
い
う
傾
向
が
感
じ
ら
れ
ま
す
ね
。
し
か
し
、
先

ほ
ど
の
竹
田
さ
ん
の
議
論
Ｂ
に
出
る
主
張
に
僕
は
納
得
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
主
張
を
認
め
る
と
、
物
理

学
の
認
識
が
た
だ
の
間
主
観
的
信
憑
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
、
認
識
の
彼
岸
へ
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渡
る
こ
と
は
断
念
し
ま
す
が
、
検
証
を
積
み
重
ね
て
の
認
識
の
前
進
を
認
め
ま
す
。
現
実
の
自
然
科
学

の
進
展
は
、
カ
ン
ト
的
認
識
論
に
竹
田
さ
ん
の
言
う
よ
う
な
解
釈
を
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
ま
す
。 

 
 

竹
田
さ
ん
の
議
論
Ｄ
に
あ
る
「
本
体
論
の
解
体
こ
そ
が
鍵
だ
」
と
い
う
主
張
に
も
疑
問
を
抱
き
ま
す
。

カ
ン
ト
は
竹
田
さ
ん
の
言
う
よ
う
な
本
体
論
（
存
在
論
）
を
展
開
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
フ
ッ

サ
ー
ル
の
よ
う
に
実
在
を
影
の
薄
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
の
は
問
題
だ
と
考
え
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

表
現
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
え
て
、
「
事
物
は
意
識
の
相
関
者
」
と
い
う
主
張
を
繰
り
か
え
し
ま
す
。
そ
れ

が
、
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
が
「
祖
先
以
前
の
実
在
」
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
理
由
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

竹
田
さ
ん
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
賛
同
し
ま
す
が
、
メ
イ
ヤ
ス
ー
さ
ん
の
超
越
は
、
超
越
の
意
味
を
逆
転
さ

せ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
踏
み
外
し
に
対
す
る
度
の
す
ぎ
た
対
抗
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
僕
は
、
あ
く
ま

で
も
経
験
世
界
に
と
ど
ま
っ
て
、
経
験
的
対
象
に
対
し
て
現
象
学
的
還
元
と
い
う
よ
う
な
明
度
の
落
ち

る
屈
折
し
た
方
法
を
と
ら
ず
に
、
世
界
を
よ
く
観
察
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

こ
う
考
え
て
く
る
と
、
〝
新
し
い
存
在
論
〟
の
地
平
を
開
く
こ
と
を
め
ざ
す
竹
田
さ
ん
の
問
題
設
定

Ａ
に
、
そ
も
そ
も
カ
ン
ト
の
考
察
す
る
認
識
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
が
潜
ん
で
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
僕
は
、
自
然
科
学
的
認
識
を
人
間
と
社
会
の
選
び
と
る
信
憑
一
般
と
同
質
な
も
の
と
し
て
同
じ
次

元
で
論
じ
る
こ
と
に
賛
成
で
き
ま
せ
ん
。 
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荘
周 

カ
ン
ト
の
哲
学
が
断
念
の
哲
学
だ
と
納
得
し
て
か
ら
、
君
は
ず
い
ぶ
ん
は
っ
き
り
も
の
を
言
う
よ

う
に
な
り
ま
し
た
ね
。
哲
学
的
思
考
の
方
法
と
し
て
見
て
、
ま
だ
考
え
る
べ
き
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

か
？
。 

園
丁 

竹
田
さ
ん
の
議
論
で
聴
く
べ
き
点
は
、
人
間
と
社
会
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
Ｃ
に
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
や
は
り
、
そ
の
問
題
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
課
題
と
同
じ
レ
ベ
ル
の
も
の
で
は
な

い
と
思
い
ま
す
。
社
会
科
学
と
人
文
学
を
議
論
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
認
識
論
の
方
を
歪
め
て
は

い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
竹
田
さ
ん
の
挙
げ
る
Ｃ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
こ
と
は
僕
に

宿
題
と
し
て
残
る
の
で
し
ょ
う
。 

 

園
丁 

付
け
加
え
れ
ば
、
『
フ
ッ
サ
ー
ル
・
セ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
に
挙
げ
て
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
は
、

永
井
さ
ん
が
先
鋭
に
論
じ
る
「
わ
た
し
」
の
特
異
性
や
「
意
識
は
実
在
し
な
い
」
と
い
う
議
論
を
克
服

す
る
ほ
ど
力
強
く
な
い
、
と
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
、
永
井
さ
ん
が
問
題
に
す
る
意
識
の
特

異
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
僕
と
荘
周
さ
ん
が
認
識
に
つ
い
て
対
話
で
き
る
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
な
け
れ

ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

荘
周 

わ
た
し
た
ち
は
、
一
巡
り
し
て
、
前
回
の
議
論
に
帰
っ
て
き
た
よ
う
で
す
。
い
や
、
む
し
ろ
、
カ

ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
に
よ
っ
て
認
識
の
主
体
と
な
っ
た
意
識
は
、
永
井
さ
ん
の
考
え
る
ほ
ど
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に
不
思
議
な
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
人
間
の
精
神
作
用
が
ど
の
よ
う
に
し
て
認
識
の
営
み
を
遂
行
で
き
る

の
か
と
い
う
問
い
を
、
角
度
を
変
え
て
考
え
る
べ
き
地
点
に
舞
い
戻
っ
た
、
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
五
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