
1 園丁と蝶の対話 「認識と言語を巡って」その五補遺 

五
十
五
の
二 

園
丁
と
蝶
の
対
話 

「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
そ
の
五
、
補
遺 

園
丁 
あ
の
ー
、
荘
周
さ
ん
。 

荘
周 

な
ん
で
す
か
、
た
め
ら
い
が
ち
に
。 

園
丁 

今
回
の
対
話
で
、
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
と
を
議
論
に
乗
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
著
作

三
冊(

『
ツ
ァ
ラ
ト
ゥ
ス
ト
ラ
は
こ
う
言
っ
た
』
、
『
道
徳
の
系
譜
』
、
『
こ
の
人
を
見
よ
』)

と
、
ニ
ー
チ
ェ

に
つ
い
て
書
か
れ
た
新
書
を
読
ん
で
い
た
の
に
で
す
。
僕
の
記
憶
力
の
無
さ
を
明
か
し
て
い
ま
す
が
、

そ
れ
だ
け
で
な
く
、
問
題
意
識
な
く
書
物
を
読
ん
で
も
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
ま
す
。
対
話

の
あ
と
、
よ
い
奇
縁
に
恵
ま
れ
て
、
新
訳
『
愉
し
い
学
問
』
が
出
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ

の
著
作
で
は
ま
ず
こ
れ
を
読
む
べ
き
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
の
形
式
で
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と

を
考
え
て
い
る
こ
の
書
物
で
、
僕
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
を
あ
る
程
度
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い

ま
す
。
め
ん
ど
う
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
追
加
の
思
索
に
つ
き
あ
っ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
か
。 

荘
周 

え
え
、
い
い
で
す
よ
。
わ
た
し
も
ニ
ー
チ
ェ
さ
ん
の
よ
う
に
何
事
に
も
明
る
く 

―
真
似
の
で
き

な
い
独
特
な
も
の
で
す
が
― 

立
ち
向
か
い
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
。 
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ど
こ
ま
で
を
認
識
と
呼
べ
ば
よ
い
の
か 

園
丁 

竹
田
青
嗣
さ
ん
は
、
現
代
哲
学
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
で
認
識
は
可
能
で
あ
る
か
可
能
で
な
い
か
の
果

て
し
な
い
思
弁
的
論
証
が
続
い
て
い
る
と
指
摘
し
て
、
物
理
主
義
的
実
在
論
と
相
対
主
義
の
対
立
、
あ

る
い
は
、
人
文
領
域
に
お
け
る
認
識
に
つ
い
て
、
独
断
論
的
解
釈
学
と
認
識
的
相
対
主
義
を
批
判
し
ま

し
た
。
そ
の
果
て
し
な
い
思
弁
的
論
証
の
対
立
は
、
現
代
哲
学
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
せ
い
だ
、
と
竹
田
さ
ん
は
言
い
ま
す
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
を
僕

た
ち
な
り
に
精
い
っ
ぱ
い
考
察
し
て
み
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
た
ち
ド
イ
ツ
観
念
論
の
人
た
ち
が
人
間
理
性
で

到
達
で
き
る
限
界
外
＝
カ
ン
ト
の
危
ぶ
む
「
理
念
」
へ
超
越
し
た
の
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
反
転

し
て
意
識
の
領
域
を
つ
く
り
出
し
そ
こ
へ
超
越
し
た
の
だ
と
い
う
結
論
に
至
り
ま
し
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル

の
「
本
体
論
解
体
」
の
議
論
も
、
僕
た
ち
の
議
論
し
て
い
る
認
識
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
す
。
そ
う
す

る
と
、
園
丁
の
貧
弱
な
知
識
で
こ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
畏
れ
多
い
こ
と
で
す
が
、
現
代
の
多
く
の

哲
学
者
た
ち
は
、
認
識
に
つ
い
て
、
思
弁
的
論
証
つ
ま
り
経
験
と
有
効
な
か
か
わ
り
を
も
て
な
い
形
而

上
学
に
励
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？
。 

荘
周 

い
き
な
り
、
え
ら
い
こ
と
を
言
い
出
し
ま
し
た
ね
。 

園
丁 

お
相
手
を
さ
せ
て
、
あ
な
た
を
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
ま
で
引
っ
ぱ
っ
て
き
て
申
し
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
。
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僕
は
、
哲
学
者
の
あ
い
だ
で
議
論
が
か
み
合
わ
な
い
の
は
、
人
に
よ
っ
て
認
識
と
い
う
言
葉
を
違
っ
て

使
用
し
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ま
す
。
カ
ン
ト
は
超
越
を
戒
め
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
「
認
識
」
に
は

限
界
が
あ
り
ま
す
、
そ
の
範
囲
は
経
験
の
及
ぶ
限
り
で
す
。
こ
う
い
う
意
味
の
認
識
は
、
経
験
の
世
界

に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
遂
行
す
べ
き
も
の
で
す
。
こ
れ
を
、
哲
学
を
職
業
と
す
る
人
た
ち
は
素
朴
実
在

論
に
す
ぎ
な
い
平
凡
な
考
え
と
見
な
す
の
で
し
ょ
う
ね
。
で
も
僕
は
、
日
常
生
活
で
そ
う
い
う
哲
学
者

た
ち
と
同
様
に
素
朴
実
在
論
的
に
行
動
す
る
だ
け
で
な
く
、
大
事
な
事
柄
で
も
、
同
じ
経
験
的
世
界
に

い
る
の
で
す
か
ら
、
経
験
的
に
問
題
に
で
き
る
事
・
物
を
批
判
の
方
法
で
考
察
し
行
動
す
る
ほ
か
に
よ

い
道
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
そ
れ
が
カ
ン
ト
の
勧
め
る
道
だ
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

う
ん
、
わ
た
し
も
そ
れ
を
共
通
理
解
と
す
る
こ
と
に
同
意
し
ま
し
た
。
わ
た
し
た
ち
は
、
カ
ン
ト

の
超
越
の
戒
め
を
認
識
の
彼
岸
へ
渡
る
こ
と
の
断
念
と
考
え
る
こ
と
に
し
た
の
で
し
た
。
そ
れ
で
、
ニ

ー
チ
ェ
は
こ
の
こ
と
と
ど
う
関
係
す
る
の
で
す
か
？
。 

園
丁 

は
い
。
竹
田
さ
ん
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
後
続
さ
せ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
認
識
と
い
う
言
葉
を
ど
う
使
っ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
関
係
し
ま
す
。 

 

園
丁 

ニ
ー
チ
ェ
は
僕
よ
り
百
年
前
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
十
九
世
紀
後
半
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
、
啓
蒙
の
時

代
の
あ
と
の
近
代
が
達
成
を
果
た
し
つ
つ
あ
り
、
人
類
は
近
代
と
い
う
も
の
を
一
通
り
経
験
し
た
と
言
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え
る
で
し
ょ
う
。
農
業
社
会
か
ら
工
業
社
会
へ
の
転
換
が
進
み
、
グ
ロ
ー
バ
ル
資
本
主
義
経
済
は
成
立

し
、
政
治
体
制
は
国
民
国
家
に
な
り
、
社
会
は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
移
行
し

ま
し
た
。
自
然
科
学
は
諸
分
野
で
大
い
な
る
発
展
を
み
せ
、
社
会
科
学
も
そ
れ
に
刺
激
さ
れ
な
が
ら
学

問
的
な
取
り
組
み
を
発
展
さ
せ
、
人
文
学
も
近
代
に
対
応
す
る
よ
う
に
緻
密
に
な
り
ま
し
た
。
文
明
・

文
化
全
般
に
高
揚
の
時
代
だ
っ
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
が
認
識
を
位
置
づ
け
な
お

し
て
展
開
を
始
め
た
近
代
哲
学
も
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
経
て
拡
散
の
様
相
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

近
代
興
隆
の
時
代
、
伝
統
文
化
を
体
現
す
る
牧
師
の
家
庭
に
育
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
そ
れ
ら
全
部
を
一

身
に
引
き
受
け
る
よ
う
に
し
て
考
え
、
衝
撃
・
衝
迫
を
著
作
に
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

荘
周 

そ
う
で
す
ね
ー
。
そ
れ
で
？
。 

園
丁 

大
学
で
哲
学
の
仕
事
を
し
た
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
の
鋭
敏
す
ぎ
る
精
神
が
彼
を
在
野
の
人
に

し
ま
し
た
。
『
愉
し
い
学
問
』
を
読
む
と
、
当
時
の
哲
学
・
思
想
に
対
し
て
そ
れ
で
は
い
け
な
い
と
い

う
思
い
が
非
常
に
強
く
表
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
代
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
問
題

が
あ
る
と
感
じ
、
そ
れ
を
批
判
す
る
衝
迫
が
起
こ
っ
た
よ
う
で
す
。
書
き
つ
づ
る
文
章
は
、
「
お
の
れ

の
時
代
全
体
に
抵
抗
」
し
、
そ
こ
に
あ
る
思
想
を
根
本
的
に
批
判
し
ま
す
。
文
明
論
に
ま
で
及
ぶ
広
い

範
囲
を
対
象
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
つ
一
つ
の
項
目
は
主
題
を
も
ち
関
連
は
あ
り
ま
す
が
、

体
系
的
に
組
み
立
て
る
い
と
ま
も
な
い
ほ
ど
問
題
が
彼
に
立
ち
現
わ
れ
る
と
い
っ
た
感
じ
で
す
ね
。 
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荘
周 

漠
然
と
し
た
感
想
ば
か
り
で
は
問
答
に
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
、
君
は
ど
う
考
え
る
の
で
す
か
？
。 

 

園
丁 
は
い
。
な
ん
と
か
内
容
に
踏
み
込
ん
で
考
え
て
み
ま
す
。
巻
頭
の
文
一
番
の
タ
イ
ト
ル
は
「
こ
の

世
に
生
き
る
こ
と
の
目
的
を
説
く
教
師
」
で
す
。
ニ
ー
チ
ェ
が
思
索
し
て
見
出
す
の
は
、
万
人
は
全
体

と
し
て
、
ま
た
個
人
は
個
別
に
、
「
人
類
と
い
う
種
族
の
保
持
に
役
立
つ
こ
と
を
行
な
う
使
命
」
を
も

つ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
考
え
は
、
「
（
そ
れ
が
、
人
間
の
）
本
能
で
、
人
類
と
い
う
畜
群
動
物
種

の
本
質
だ
」
と
認
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
う
す
る
と
生
じ
る
事
態
は
彼
が
「
存
在
と
い
う

名
の
喜
劇
」
と
呼
ぶ
も
の
で
す
が
、
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
の
人
間
は
自
覚
で
き
ず
、
道
徳
と
宗
教
の
教
師

は
、
「
生
き
る
の
は
価
値
あ
る
こ
と
だ
」
と
説
い
て
、
「
自
分
が
じ
つ
は
衝
動
、
本
能
、
酔
狂
、
没
根

拠
に
す
ぎ
な
い
こ
と
」
を
全
力
で
忘
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
き
た
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
論
難
し
ま
す
。
生
は

「
必
然
的
に
、
つ
ね
に
、
お
の
ず
か
ら
、
い
か
な
る
目
的
も
な
く
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
」
で
、
「
彼
ら

大
い
な
る
目
的
の
教
師
が
こ
れ
ま
で
笑
い
と
理
性
と
自
然
の
支
配
に
こ
と
ご
と
く
屈
し
て
き
た
こ
と

は
、
否
定
す
べ
く
も
な
い
」
と
断
じ
ま
す
。
そ
れ
で
も
、
「
人
間
は
、
な
ぜ
自
分
が
実
存
し
て
い
る
の

か
を
知
っ
て
い
る
と
、
お
り
に
ふ
れ
信
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
生
を
周
期
的
に
信
頼
し
な
け
れ
ば
、

生
の
う
ち
に
は
理
性
が
あ
る
の
だ
と
信
じ
な
け
れ
ば
、
人
間
は
栄
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
。
そ
こ
で

ニ
ー
チ
ェ
は
、
「
人
類
と
い
う
種
族
は
（
こ
の
悲
劇
と
そ
れ
か
ら
の
立
ち
直
り
を
）
飽
か
ず
繰
り
返
す
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こ
と
だ
ろ
う
」
と
、
ま
た
、
「
笑
い
と
愉
し
い
知
恵
ば
か
り
で
な
く
、
悲
劇
的
な
も
の
も
、
そ
の
崇
高

な
非
理
性
も
ろ
と
も
、
種
の
保
存
の
手
段
と
必
要
の
う
ち
な
の
だ
」
、
と
悟
る
の
で
す
。
詩
を
書
き
詩

人
に
な
ろ
う
か
と
も
考
え
た
ニ
ー
チ
ェ
は
文
学
的
に
表
現
す
る
の
で
、
こ
の
書
物
は
箴
言
集
と
呼
ぶ
の

が
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
で
す
。 

荘
周 

で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
の
箴
言
に
は
理
由
が
あ
り
何
ら
か
の
論
理
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
妥
当
に

解
釈
し
て
み
せ
て
く
だ
さ
い
。 

園
丁 

そ
う
な
の
で
す
。
そ
こ
で
僕
は
、
箴
言
一
番
に
は
ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
哲
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ

る
、
と
受
け
と
め
ま
す
。
ニ
ー
チ
ェ
が
何
よ
り
も
問
題
に
し
た
い
の
は
、
〝
こ
の
世
で
ど
の
よ
う
に
生

き
れ
ば
よ
い
か
〟
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
、
人
間
は
本
能
に
従
っ
て
生
き
る
動
物
種
の

一
つ
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
判
断
を
基
底
に
置
き
ま
す
。
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
哲
学
者
が
論
じ
て
き
た
目

的
や
価
値
な
ど
に
意
味
が
あ
る
と
す
る
根
拠
は
な
い
、
と
判
断
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
こ
の
人
は
、
根

拠
の
な
い
も
の
に
根
本
的
な
拒
否
を
宣
言
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
性
質
の
人
で
す
。
こ
う
し
て
、
強
烈
な

矛
盾
を
か
か
え
た
思
索
が
解
決
策
を
見
出
せ
な
い
ま
ま
に
続
く
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
「
繰

り
か
え
す
存
在
と
い
う
名
の
悲
喜
劇
」
を
「
引
き
潮
と
満
ち
潮
の
法
則
」
と
呼
ぶ
心
に
、
諦
観
が
潜
ん

で
い
る
と
み
る
の
は
見
誤
り
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
人
の
心
性
は
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
を
許
し

ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
文
献
学
で
親
し
ん
だ
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
範
を
求
め
て
、
雄
々
し
く
戦
う
力
強
い
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人
間
像
を
掲
げ
る
、
と
見
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
か
？
。 

荘
周 

そ
れ
は
あ
り
が
ち
な
安
易
な
解
釈
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？
。
さ
ら
に
丁
寧
に
考
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

園
丁 

ニ
ー
チ
ェ
は
、
目
的
や
価
値
を
否
定
し
、
さ
ら
に
、
原
因
と
結
果
と
い
う
と
ら
え
方
も
否
定
し
て

一
つ
の
連
続
体
と
し
て
し
か
見
ず
、
説
明
で
は
な
く
記
述
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
と
し
、
真
理
の
世
界
と

い
う
考
え
方
に
も
反
対
し
ま
す
。
と
に
か
く
、
そ
れ
ま
で
の
人
間
が
信
用
し
て
き
た
も
の
全
部
を
疑
う

の
で
す
。
こ
れ
を
、
竹
田
さ
ん
の
よ
う
に
本
体
論
（
存
在
論
）
の
解
体
と
呼
ぶ
の
は
ふ
さ
わ
し
い
で
し

ょ
う
。
で
も
、
意
識
に
つ
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
違
う
見
方
を
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
「
意

識
を
も
つ
こ
と
は
、
生
命
体
の
最
後
の
最
も
遅
れ
た
発
展
で
あ
り
」
、「
生
存
維
持
本
能
の
連
続
体
が
、

意
識
よ
り
も
は
る
か
に
強
力
」
で
、
「
意
識
は
、
過
大
評
価
さ
れ
誤
認
さ
れ
て
い
る
」
と
言
い
ま
す
。

ま
た
、
「
意
志
す
る
と
は
、
よ
く
な
じ
ん
だ
力
学
運
動
で
し
か
な
い
」
と
も
言
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
言

明
か
ら
す
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
ニ
ー
チ
ェ
に
結
合
し
よ
う
と
す
る
竹
田
さ
ん
の
哲
学
は
、
竹
に
木
を

接
ぐ
よ
う
な
方
策
だ
と
園
丁
の
僕
は
思
い
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
味
や
価
値
を
意
識
か
ら
汲
み
と
ろ

う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
動
物
種
と
し
て
の
人
間
の
意
識
を
信
頼
せ
ず
、
意
味
や
価
値

を
否
定
す
る
の
で
す
。
ニ
ー
チ
ェ
の
拒
否
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
認
め
な
い
ほ
ど
根
元
的
で
は
な
い
で
し
よ

う
か
。 
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荘
周 

で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
は
す
べ
て
の
考
え
方
に
反
逆
し
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ら
は
輻
輳
し
て
い
て
、
中
に

は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
い
方
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
か
？
。 

園
丁 

僕
の
読
み
込
み
が
足
り
な
い
可
能
性
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が

眼
前
に
あ
っ
た
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
の
拒
否
は
そ
れ
を
例
外
と
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。 

 

園
丁 

ニ
ー
チ
ェ
が
何
を
「
認
識
」
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
議
論
に
移
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

箴
言
三
五
五
番
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
《
認
識
》
概
念
の
起
源
」
を
論
じ
て
、
「
熟
知
の
も
の
は
認
識

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
。
自
然
科
学
は
見
知
ら
ぬ
も
の
を
対
象
に
し
て
そ
れ
を
熟
知

に
も
た
ら
す
の
で
確
実
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
、
こ
れ
に
対
し
、
見
知
ら
ぬ
も
の
で
な
い
も
の
を
対
象
と

し
よ
う
と
欲
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
矛
盾
し
た
こ
と
で
あ
り
背
理
に
近
い
と
考
え
る
の
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、

「
内
的
世
界
」
・
「
意
識
の
事
実
」
か
ら
ま
ず
は
出
発
す
べ
し
と
い
う
方
法
を
誤
謬
中
の
誤
謬
と
言
い

ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
と
は
対
極
の
位
置
に
立
つ
の
で
す
。
「
認
識
す
る
」
を
「
問
題
と
し
て
見
て
と
る

こ
と
」
と
言
い
換
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。
彼
の
「
認
識
」
が
め
ざ
す
も
の
が
ど
う
い
う
性
質

の
も
の
か
表
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

箴
言
五
四
番
は
、
夢
を
キ
ィ
ー
ワ
ー
ド
に
語
ら
れ
ま
す
。
「
認
識
を
た
ず
さ
え
て
、
存
在
し
て
い
る

も
の
総
体
に
面
と
向
か
っ
て
い
る
自
分
」
と
語
り
始
め
て
、
…
、
「
過
去
の
一
切
の
感
情
的
存
在
の
総
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体
が
働
い
て
い
る
…
と
い
う
夢
、
…
、
そ
れ
か
ら
覚
め
て
も
、
わ
た
し
は
夢
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
」

…
と
続
き
、
結
局
、
「
現
に
生
き
て
働
い
て
い
る
も
の
自
体
が
仮
象
だ
」
と
観
る
の
で
す
。
そ
し
て
、

「
夢
見
て
い
る
者
た
ち
す
べ
て
の
な
か
で
、
認
識
者
た
る
私
も
、
自
分
の
踊
り
を
踊
る
の
だ
、
一
切
の

認
識
の
崇
高
な
帰
結
と
結
果
は
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
夢
物
語
の
普
遍
性
と
、
こ
れ
ら
夢
見
て
い
る
者
た

ち
す
べ
て
の
全
的
意
志
疎
通
と
、
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
夢
の
持
続
を
維
持
す
る
た
め
の
最
高
の
手
段

で
あ
る
し
、
将
来
も
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
観
想
し
ま
す
。 

荘
周 

あ
あ
、
こ
の
言
葉
は
、
過
去
に
語
ら
れ
た
夢
の
話
と
そ
れ
ほ
ど
違
っ
て
は
い
な
い
で
す
よ
。
一
切

に
対
し
て
反
抗
す
る
人
が
、
そ
の
じ
つ
、
昔
の
賢
者
と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
と
世
界
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
崇
高
な
姿
勢
を
内
に
秘
め
て
い
る
、
と
わ
た
し
に
は
見
え
ま
す
ね
ー
。
こ
こ
の
認
識
者
と
い
う
言

葉
は
、
ま
こ
と
に
一
切
を
識
り
た
い
と
い
う
欲
求
を
に
じ
ま
せ
て
い
ま
す
。 

園
丁 

そ
の
か
な
わ
ぬ
夢
は
、
ニ
ー
チ
ェ
で
は
反
転
し
て
現
わ
れ
ま
す
。
三
〇
一
番
で
は
、
「
思
考
し
つ

つ
感
覚
す
る
人
間
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
は
、
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
何
か
を
、
つ
ま
り
評
価
、
色
、
重

さ
、
遠
近
法
、
位
階
、
肯
定
と
否
定
か
ら
な
る
永
遠
に
成
長
し
て
や
ま
な
い
世
界
全
体
を
、
現
実
か
つ

不
断
に
作
り
出
す
者
な
の
だ
」
と
い
う
よ
う
に
語
ら
れ
ま
す
。
あ
る
種
の
世
界
把
握
が
あ
る
の
だ
け
れ

ど
も
、
そ
れ
を
つ
く
り
出
す
と
い
う
能
動
的
な
言
葉
で
表
現
す
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
「
…
本
性
つ

ま
り
自
然
と
は
つ
ね
に
無
価
値
で
あ
る
」
と
断
じ
て
お
い
て
、
「
か
つ
て
ひ
と
が
そ
れ
に
何
ら
か
の
価
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値
を
与
え
、
贈
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
人
間
肯
定
の
言
葉
に
し
ま
す
。 

 
 

そ
の
人
に
も
心
の
「
引
き
潮
と
満
ち
潮
」
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
も
っ
と
や
わ
ら
か
く
表
現
す
る
こ
と

も
起
き
ま
す
。
三
二
四
番
で
は
、「
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
私
に
は
、
人
生
は
い
っ
そ
う
真
な
る
も
の
、

い
っ
そ
う
願
わ
し
い
も
の
、
い
っ
そ
う
秘
密
に
満
ち
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
」
と
言

い
、
あ
の
ニ
ー
チ
ェ
が
、
「
人
生
は
認
識
の
一
手
段
」
―
こ
の
原
則
を
胸
に
抱
い
て
い
れ
ば
、
勇
敢
で

い
ら
れ
る
し
、
の
み
な
ら
ず
、
愉
し
く
生
き
る
こ
と
も
愉
し
く
笑
う
こ
と
も
で
き
る
の
だ
」
、
と
悟
る

こ
と
も
あ
る
の
で
す
。 

荘
周 

こ
う
い
う
言
葉
だ
け
取
り
出
す
と
、
ニ
ー
チ
ェ
が
わ
た
し
に
近
し
い
人
の
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す

ね
。
で
も
、
あ
の
人
の
劇
薬
を
そ
う
い
う
風
に
薄
め
て
し
ま
う
と
、
あ
の
人
の
〝
価
値
〟
も
い
っ
し
ょ

に
流
し
捨
て
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
よ
。 

 

園
丁 

と
も
か
く
、
ニ
ー
チ
ェ
が
考
え
て
い
る
の
は
〝
こ
の
世
で
ど
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
よ
い
か
〟
で
あ

っ
て
、
僕
た
ち
が
論
じ
て
い
る
認
識
の
問
題
を
超
え
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

た
し
か
に
、
わ
た
し
た
ち
の
問
答
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
追
求
す
る
問
い
の
中
心
に
ま
で
踏
み
込
ん
で

い
ま
せ
ん
。 

園
丁 

そ
う
で
す
。
僕
た
ち
は
、
こ
の
対
話
で
、
そ
う
い
う
問
い
に
ま
で
踏
み
込
も
う
と
は
し
な
い
の
で
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す
。
僕
は
、
認
識
が
ど
の
よ
う
に
成
立
す
る
か
と
い
う
問
題
と
、
「
い
か
に
生
き
る
か
」
の
問
い
を
、

同
じ
問
題
空
間
で
扱
う
の
は
適
切
で
な
い
、
と
考
え
ま
す
。 

荘
周 
あ
あ
、
そ
う
や
っ
て
、
認
識
と
い
う
言
葉
を
識
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
先
ほ
ど
の
君
の

主
張
に
つ
な
げ
る
の
で
す
ね
。 

 

園
丁 

そ
れ
で
は
、
ニ
ー
チ
ェ
は
カ
ン
ト
を
ど
う
見
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
三
三
五
番
の
タ
イ
ト
ル
は

「
物
理
万
歳
」
で
す
。
そ
こ
で
、
道
徳
が
考
察
さ
れ
て
い
ま
す
。
道
徳
は
物
理
と
対
照
さ
れ
て
い
る
の

で
す
。
道
徳
を
つ
く
づ
く
考
え
て
も
、
「
そ
う
い
う
の
が
正
し
い
と
い
う
判
断
は
衝
動
、
好
き
嫌
い
、

経
験
や
未
経
験
の
う
ち
に
前
史
を
も
っ
て
い
る
」
こ
と
に
な
り
、
結
局
、
根
拠
は
な
い
と
い
う
の
が
ニ

ー
チ
ェ
の
結
論
で
す
。
そ
う
し
て
、
謹
厳
実
直
な
人
の
定
言
命
法
を
拒
否
し
て
、
そ
の
人
を
皮
肉
に
老

カ
ン
ト
と
呼
び
ま
す
。 

荘
周 

ち
ょ
っ
と
、
口
を
さ
し
は
さ
み
ま
す
よ
。
「
老
」
と
い
う
言
葉
は
た
し
か
に
お
払
い
箱
に
し
た
い

気
分
を
表
わ
せ
ま
す
が
、
ド
イ
ツ
人
の
ニ
ー
チ
ェ
が
ゲ
ー
テ
と
同
じ
く
老
カ
ン
ト
と
呼
べ
ば
、
い
く
ら

か
敬
意
を
た
だ
よ
わ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
敬
遠
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。 

園
丁 

あ
あ
、
そ
う
で
す
か
。
た
し
か
に
、
カ
ン
ト
評
価
は
二
義
的
で
す
。
複
文
の
順
序
を
逆
に
し
て
み

る
と
、
ま
ず
、
「
神
や
魂
や
自
由
や
不
死
と
い
っ
た
人
間
を
閉
じ
込
め
る
檻
を
こ
じ
開
け
た
の
は
カ
ン
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ト
の
力
と
賢
さ
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
ニ
ー
チ
ェ
は
、
本
体
論
の
解
体
を
始
め

た
の
は
カ
ン
ト
だ
と
評
価
し
て
い
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
主
文
は
、
「
カ
ン
ト
は
、
物
自
体
を
こ
っ
そ

り
着
服
し
た
罰
と
し
て
定
言
命
法
の
と
り
こ
に
な
っ
て
、
自
分
の
開
け
た
檻
に
ふ
た
た
び
迷
い
込
ん
だ
」

な
の
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
僕
は
反
論
せ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。 

 
 

『
純
粋
理
性
批
判
』
で
カ
ン
ト
は
、
世
界
と
そ
の
構
成
、
物
質
、
自
然
法
則
、
原
因
性
と
自
由
、
絶

対
に
必
然
的
な
存
在
者
、
第
一
原
因
な
ど
に
つ
い
て
、
理
念
を
言
い
つ
の
れ
ば
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る

こ
と
を
示
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
神
の
さ
ま
ざ
ま
な
存
在
証
明
が
不
可
能
な
こ
と
を
論
じ
ま
し
た
。
ま

さ
し
く
檻
を
こ
じ
開
け
た
の
で
す
。
ニ
ー
チ
ェ
は
、
先
ほ
ど
の
考
察
か
ら
し
て
物
自
体
に
多
様
な
意
味

を
こ
め
る
の
で
す
が
、
カ
ン
ト
は
、
経
験
の
内
で
も
、
ま
し
て
経
験
を
超
え
る
理
性
の
働
き
を
考
察
し

た
と
き
に
も
、
物
自
体
や
存
在
自
体
を
把
握
し
た
な
ど
と
決
し
て
言
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
、
宇
宙

論
的
理
念
を
考
察
す
る
と
き
に
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
と
し
て
現
わ
れ
る
自
己
矛
盾
を
批
判
的
に
解
決
す
る

た
め
に
、
統
整
的
原
理
を
置
き
そ
れ
を
経
験
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
提
唱
し
、
自
然
必
然
性
と
自
由
の

問
題
な
ど
を
宇
宙
論
的
理
念
の
中
に
納
め
よ
う
と
し
た
だ
け
で
す
。 

 
 

カ
ン
ト
は
、
人
間
が
善
と
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
永
遠
や
不
死
な
ど
の
既
存
の
言
葉
で
さ

ま
ざ
ま
に
論
じ
ま
す
。
じ
つ
は
僕
も
、
先
に
は
自
己
矛
盾
を
指
摘
し
た
こ
と
を
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
思
索
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
ま
ど
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
今
で
は
、
カ
ン
ト
は
、
理
性
に
限
界
が
あ
る
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こ
と
を
示
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
に
す
る
の
は
忍
び
が
た
か
っ
た
の
だ
、
と
思
い
当
た
り
ま

す
。
超
越
論
的
観
念
論
を
推
奨
し
た
の
で
は
な
い
、
昔
か
ら
の
賢
者
の
叡
智
に
敬
意
を
表
わ
し
、
彼
岸

に
そ
の
理
念
を
望
見
し
て
人
間
の
理
性
が
秩
序
を
失
う
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
た
の
だ
、
と
考
え
ま
す
。

じ
っ
さ
い
、
カ
ン
ト
が
道
徳
に
関
し
て
結
論
的
に
導
い
た
定
言
命
法
は
、
「
君
の
意
志
の
格
律
が
、
い

つ
で
も
同
時
に
普
遍
的
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
す
る
よ
う
に
行
為
せ
よ
」
だ
け
で
し
た
。
ど
こ
に
も

道
徳
家
然
と
し
た
命
法
は
な
い
と
言
え
ま
せ
ん
か
？
。 

荘
周 

し
か
し
、
君
の
読
ん
だ
『
実
践
理
性
批
判
』
の
帯
に
は
、
「
崇
高
な
道
徳
観
が
あ
ふ
れ
、
深
い
人

間
理
解
が
明
か
さ
れ
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
。 

園
丁 

そ
う
で
し
た
か
？
。
そ
の
感
は
ぬ
ぐ
え
ま
せ
ん
ね
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
言
葉
を
聞
く
と
耳
が
く
す

ぐ
っ
た
く
な
っ
て
い
や
な
の
で
す
。
で
も
、
ニ
ー
チ
ェ
と
同
じ
よ
う
に
、
「
行
為
の
仕
方
を
あ
ら
か
じ

め
定
め
て
お
こ
う
と
し
て
も
、
そ
の
指
図
は
ど
れ
も
荒
っ
ぽ
い
外
面
に
か
ん
す
る
も
の
で
し
か
な
い
」

と
判
断
し
、
「
善
は
決
し
て
証
明
で
き
な
い
」
と
考
え
た
か
ら
、
カ
ン
ト
は
道
徳
法
則
を
た
だ
形
式
的

に
提
示
す
る
に
と
ど
め
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
「
ど
ん
な
行
為
も
、
ひ
と
た
び
為

さ
れ
た
か
ら
に
は
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
唯
一
無
比
の
仕
方
で
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
」
だ
と
よ

く
承
知
し
て
い
た
の
で
、
「
個
々
の
場
合
ご
と
に
行
為
の
力
学
法
則
を
証
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
ニ
ー
チ
ェ
が
言
う
の
を
承
認
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
「
い
か
な
る
行
為
も
認
識
不
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可
能
」
と
い
う
言
い
方
に
は
、
蓋
然
的
に
論
じ
る
こ
と
の
で
き
る
認
識
に
つ
い
て
は
疑
問
を
呈
し
、
人

間
の
生
総
体
を
〝
認
識
〟
す
る
こ
と
の
不
可
能
に
は
同
意
し
た
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
「
わ
れ
わ
れ

の
行
為
の
道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
は
も
は
や
思
い
煩
っ
た
り
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
」
と
い
う
提
案
に

は
答
え
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

ニ
ー
チ
ェ
は
、
道
徳
に
関
し
て
そ
ん
な
温
和
な
態
度
を
拒
否
す
る
で
し
ょ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
よ

う
な
ぼ
ん
や
り
者
に
は
刺
激
的
な
言
い
方
が
必
要
な
の
だ
と
言
う
で
し
ょ
う
ね
。 

園
丁 

で
す
が
、
三
三
五
番
「
物
理
万
歳
」
の
最
後
は
、
「
従
来
の
価
値
評
価
と
理
想
の
一
切
は
、
物
理

に
関
す
る
無
知
の
う
え
に
、
も
し
く
は
物
理
と
の
矛
盾
を
か
か
え
て
、
築
き
上
げ
ら
れ
て
い
た
」
、
そ

れ
で
、
「
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
世
界
内
に
あ
る
一
切
の
法
則
的
で
必
然
的
な
も
の
に
関
す
る
、
最
良
の

学
習
者
に
し
て
発
見
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
か
の
意
味
で
創
造
者
た
り
う
る
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
物
理
学
者
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
言
い
ま
す
よ
。
ニ
ー
チ
ェ
好
み
の
「
創
造
者
」
と
い
う
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
と
て
も
肯
定
的
な
表
明
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。
こ
れ
を
ま
じ
め
に
受
け
と

れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
科
学
的
認
識
を
支
持
し
て
い
る
の
で
す
。
五
一
番
で
は
、
「
実
験
を
許
さ
な
い
ど

ん
な
事
物
も
ど
ん
な
問
題
も
、
私
は
金
輪
際
聞
き
た
く
な
い
。
こ
れ
が
私
の
真
理
感
覚
の
限
界
で
あ
る
」

と
も
言
っ
て
い
ま
す
よ
。
ま
る
で
ポ
パ
ー
の
よ
う
な
言
い
方
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

荘
周 

お
や
、
ま
あ
！
。
そ
う
い
う
解
釈
に
は
ニ
ー
チ
ェ
も
び
っ
く
り
す
る
で
し
ょ
う
ね
。
あ
な
た
は
カ
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ン
ト
の
延
長
上
に
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
ら
！
。 

 

園
丁 
も
ち
ろ
ん
、
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
れ
で
満
足
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
物
論
的
自
然
科
学

者
が
、
ち
っ
ぽ
け
な
人
間
理
性
の
助
け
に
よ
っ
て
究
極
的
に
は
意
の
ま
ま
に
で
き
る
「
真
理
の
世
界
」

を
信
じ
て
疑
わ
な
い
の
を
信
仰
と
呼
び
ま
す
。
科
学
的
世
界
解
釈
は
、
一
切
の
可
能
な
世
界
解
釈
の
う

ち
で
最
も
間
抜
け
な
も
の
の
一
つ
、
す
な
わ
ち
意
味
の
乏
し
い
も
の
の
一
つ
か
も
し
れ
な
い
の
だ
、
と

言
い
ま
す
。
本
質
的
に
機
械
論
的
な
世
界
と
は
本
質
的
に
無
意
味
な
世
界
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
の
で

す
。
こ
う
考
え
れ
ば
、
や
は
り
、
確
実
な
認
識
の
先
の
意
味
や
価
値
が
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

他
方
で
、
自
分
を
、
神
を
失
っ
た
者
に
し
て
反
形
而
上
学
の
徒
で
あ
る
と
考
え
る
ニ
ー
チ
ェ
は
、
一
つ

の
ア
ポ
リ
ア
に
直
面
し
て
い
る
の
で
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ニ
ー
チ
ェ
は
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
断
念

を
決
意
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
力
へ
の
意
志
、
生
へ
の
意
志
を
も
っ
て
雄
々
し
く
生
き

る
と
い
う
道
を
め
ざ
す
の
で
す
。
そ
れ
は
し
か
し
、
意
味
や
価
値
を
否
定
す
る
に
し
て
も
、
「
生
き
る

こ
と
」
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

荘
周 

君
は
、
や
は
り
、
ニ
ー
チ
ェ
を
そ
う
い
う
風
に
受
け
と
め
ま
す
か
。 

園
丁 

ド
イ
ツ
人
の
哲
学
を
ふ
り
か
え
る
三
五
七
番
で
、
参
考
に
な
る
見
解
を
述
べ
て
い
ま
す
。
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
を
引
い
て
、
意
識
性
と
は
表
象
の
偶
有
性
の
一
つ
に
す
ぎ
ず
、
表
象
の
必
然
な
本
質
的
属
性
で
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は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
が
意
識
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
精
神
的
な
心
的
世
界
の
状
態
の
一

つ
で
し
か
な
く
、
心
的
世
界
そ
れ
自
体
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
因
果
性

と
い
う
概
念
に
と
て
つ
も
な
い
疑
問
符
を
記
し
た
、
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
始
め
た
の
は
、
因
果
性
と

い
う
概
念
が
そ
も
そ
も
意
味
を
も
つ
領
域
を
慎
重
に
限
界
づ
け
た
、
と
考
え
ま
す
。 

 
 

そ
の
上
で
、
ニ
ー
チ
ェ
は
な
お
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
と
も
に
「
内
的
世
界
は
は
る
か
に
豊
か
で
あ
る
」

と
思
い
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
、
自
然
科
学
的
認
識
・
因
果
性
に
よ
る
認
識
に
「
価
値
が
少
な
い
」
と
考

え
よ
う
、
と
主
張
す
る
の
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
い
て
は
、
（
神
的
な
も
の
を
遅
延
さ
せ
た
と
し
ま
す

が
）
、
「
発
展
」
と
い
う
概
念
（
弁
証
法
と
い
う
言
葉
は
使
い
ま
せ
ん
ね
）
が
ダ
ー
ウ
ィ
ン
主
義
を
導

い
た
と
見
ま
す
。
無
神
論
の
先
行
者
と
し
て
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
を
挙
げ
て
お
い
て
、
「
こ
の
世
に

生
き
る
こ
と
に
い
っ
た
い
意
味
な
ど
あ
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
来
ま
す
。
こ
こ
に
は
、
先
行
す
る
哲

学
者
と
同
様
に
、
認
識
を
超
え
た
こ
と
を
思
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
ま
た
顕
れ
て
い
ま
す
。 

荘
周 

結
局
、
昔
か
ら
考
え
深
い
人
た
ち
は
み
な
そ
う
い
う
こ
と
を
思
索
し
た
の
で
す
。
哲
学
の
基
礎
を

考
察
し
た
カ
ン
ト
も
例
外
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
、
そ
の
限
界
を
弁
え
な
が
ら
で
し
た
が
。 

園
丁 

そ
う
で
す
ね
、
荘
周
さ
ん
。
あ
な
た
も
そ
う
い
う
こ
と
を
思
索
し
よ
う
と
し
ま
し
た
ね
。
園
丁
の

僕
さ
え
、
と
き
に
は
そ
う
し
ま
す
も
の
。 
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荘
周 

そ
れ
に
し
て
も
、
君
の
議
論
は
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
を
巡
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
よ
。
ニ
ー

チ
ェ
の
言
う
回
帰
の
よ
う
に
。 

園
丁 
そ
う
で
す
ね
。
こ
の
箴
言
集
が
そ
う
い
う
傾
向
を
帯
び
て
い
て
、
繰
り
か
え
し
気
に
な
っ
て
し
か

た
が
な
い
事
柄
を
考
え
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
徹
底
的
に
批
判
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
考
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
い
う
事
柄
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
中
心
的
に
考
え
て

い
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
繰
り
か
え
し
に
な
り
ま
す
が
、
結
局
、
カ
ン
ト
が
認
識
論
で
論
じ
た
確
実

な
認
識
を
超
え
る
こ
と
に
関
心
が
あ
る
の
で
す
。
形
而
下
の
こ
と
で
は
な
く
形
而
上
の
こ
と
を
《
認
識
》

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
考
え
る
と
、
超
越
と
な
り
形
而
上
学
に
陥

る
の
は
避
け
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
ア
ポ
リ
ア
の
ブ
ラ
ッ
ク
ホ
ー
ル
か
ら
脱
出
す
る
の
が
ツ
ァ
ラ

ト
ウ
ス
ト
ラ
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？
。 

 
 

さ
て
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
数
々
の
表
白
の
あ
と
に
、「
神
的
な
も
の
を
完
全
に
剝
奪
さ
れ
た
自
然
、

純
粋
な
自
然
で
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
人
間
を
自
然
化
す
る
こ
と
を
始
め
ら
れ
る
の
は
い
つ
の
こ
と
だ
ろ

う
」
、
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
ま
す
。 

荘
周 

そ
の
感
慨
は
、
現
代
、
誰
も
が
も
つ
感
慨
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
君
の
言
い
方
を
引
き
継
げ
ば
、

人
類
は
、
二
十
世
紀
に
も
う
一
巡
り
の
経
験
を
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
そ
の
道
の
最
初
の
辺
に
い
る
の

で
し
ょ
う
よ
。 
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園
丁 

そ
れ
へ
到
達
す
る
人
間
を
、
ニ
ー
チ
ェ
は
認
識
者
と
か
彼
岸
の
人
間
と
呼
ん
で
い
る
、
と
僕
に

は
聞
こ
え
ま
す
。 

 
 

終
わ
り
に
付
け
加
え
れ
ば
、
同
時
代
の
進
化
論
こ
そ
ニ
ー
チ
ェ
に
最
も
強
烈
な
衝
撃
を
与
え
た
の

だ
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。
『
愉
し
い
学
問
』
の
随
所
に
人
間
を
生
物
種
と
し
て
観
る
見
方
が
に
じ
ん

で
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
進
化
論
を
受
け
入
れ
た
こ
と
か
ら
く
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
近
代
思
想
の

全
体
が
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
率
直
な
表
現
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
が
、
最
重
要
な
要
素
の
一
つ

が
進
化
論
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
の
受
容
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
も
、
科
学
を
信
仰
と
呼
ぶ
態

度
を
上
回
る
ほ
ど
の
力
を
も
っ
た
の
で
し
ょ
う
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
七
年
、
六
月 


