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六
十
五 

園
丁
と
蝶
の
対
話 

「
認
識
と
言
語
を
巡
っ
て
」
そ
の
十
一 

荘
周 
君
に
連
れ
ら
れ
て
の
認
識
と
言
語
を
巡
る
旅
も
一
巡
り
し
て
、
そ
ろ
そ
ろ
一
段
落
の
と
こ
ろ
ま
で

来
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

園
丁 

そ
う
で
す
ね
。
余
力
も
失
わ
れ
て
き
ま
し
た
か
ら
、
今
日
は
、
な
ん
と
か
区
切
り
を
つ
け
る
話
を

し
た
い
と
思
い
ま
す
。
う
ま
く
運
ぶ
よ
う
に
ま
た
助
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 

出
発
の
と
き
に
は
、
用
意
も
な
い
の
に
言
語
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
議
論
が
で
き
た
ら
と
希
望
を
抱

い
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
あ
き
ら
め
ま
し
ょ
う
。
で
も
、
認
識
に
言
語
を
か
ら
め
て
考
え
る
と
す
れ

ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
こ
と
を
外
す
わ
け
に
い
か
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
ち
ょ
っ
と
だ
け

触
れ
な
が
ら
、
議
論
の
出
口
を
探
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

学
生
時
代
か
ら
工
学
の
道
に
進
ん
で
い
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
数
理
論
理
学
の
ラ
ッ
セ
ル

の
下
で
哲
学
を
学
ぶ
よ
う
に
な
る
と
、
科
学
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
的
考
察
に
努
め
ま
し
た
。
著
書

『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
哲
学
の
重
要
問
題
を
、
論
理
的
な
力
を
も
つ
〝
言
語
〟
で
明
確
に
論
じ
て
い

ま
す
。
従
来
の
形
而
上
学
を
引
き
ず
る
哲
学
と
は
一
線
を
画
す
著
作
の
一
つ
と
な
り
ま
し
た
。
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
れ
を
一
つ
の
達
成
と
考
え
、
一
時
哲
学
か
ら
離
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
の



2 

ち
に
哲
学
に
帰
り
、
死
後
に
残
さ
れ
た
論
考
を
読
む
と
、
彼
は
、
先
の
論
考
が
人
間
の
事
象
を
と
ら
え

き
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
た
よ
う
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
対
話
の
「
そ
の
四
」
で
す
こ
し
議

論
し
ま
し
た
。
そ
こ
を
、
僕
も
読
み
返
す
必
要
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
。 

荘
周 
そ
の
議
論
を
繰
り
返
す
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。 

園
丁 

え
え
、
繰
り
返
し
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
再
度
議
論
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
い
か
に
も
知
っ
て
い
る
よ
う
な
口
ぶ
り
で
『
論
理
哲
学
論
考
』
の

こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、
じ
つ
は
、
そ
れ
を
読
ん
だ
よ
う
に
思
っ
て
い
た
の
は
ま
ち
が
い
で
し
た
。
書

棚
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
僕
は
な
ん
と
う
か
つ
な
人
間
な
の
で
し
ょ
う
。
冷
や
汗

を
か
い
て
岩
波
文
庫
を
買
い
求
め
、
読
ん
で
、
そ
の
議
論
に
感
銘
を
受
け
ま
し
た
。 

荘
周 

お
や
お
や
、
事
態
は
急
変
し
て
、
今
日
も
一
苦
労
の
問
答
を
す
る
の
で
す
か
。 

  
 

 
 

 

Ｋ 

人
間
の
世
界
認
識 

園
丁 

お
許
し
く
だ
さ
い
。
し
か
し
、
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
本
人
が
思
っ
た
と
お
り
、
哲
学
史
を
画

す
る
一
つ
の
達
成
だ
と
思
い
ま
す
。
十
八
世
紀
後
半
、
カ
ン
ト
は
、
同
時
代
の
哲
学
者
の
誰
よ
り
も
力

学
に
代
表
さ
れ
る
科
学
を
理
解
し
て
、
近
代
的
な
認
識
論
を
構
築
し
ま
し
た
。
二
百
年
以
上
た
っ
た
二
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十
世
紀
前
半
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
自
然
科
学
の
発
展
を
正
し
く
受
け
と
め
、
哲
学
か
ら
形

而
上
学
的
な
夾
雑
物
を
取
り
除
い
て
、
た
い
へ
ん
整
理
さ
れ
た
世
界
像
を
記
述
し
ま
し
た
。 

 
 

『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
議
論
す
べ
き
こ
と
を
大
き
く
六
つ
に
分
け
て
番
号
づ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
先

頭
に
中
心
と
な
る
命
題
を
掲
げ
、
そ
れ
に
関
連
す
る
論
点
を
何
段
階
か
に
細
分
化
し
分
節
番
号
の
つ
い

た
補
助
命
題
の
形
に
整
理
し
て
論
じ
て
い
き
ま
す
。
ま
る
で
、
数
学
で
基
本
定
理
を
示
し
て
系
を
展
開

し
て
い
く
よ
う
な
書
き
方
で
す
。
こ
の
書
物
は
カ
ン
ト
の
註
解
書
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の
な
の
に
、

僕
は
、
特
に
最
初
の
三
つ
の
命
題
群
の
箇
条
の
多
く
が
カ
ン
ト
の
認
識
論
の
優
れ
て
現
代
的
な
註
解
に

な
っ
て
い
る
、
と
感
じ
ま
し
た
。
『
論
理
哲
学
論
考
』
は
、
僕
た
ち
が
ベ
イ
ス
・
キ
ャ
ン
プ
に
し
よ
う

と
決
め
た
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
正
統
に
継
承
し
て
い
る
、
と
考
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
か
ら
の

前
進
が
あ
り
ま
す
。
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
世
界
認
識
に
つ
い
て
の
著
作
な
の
で
す
。
今
日
そ
れ
に
つ
い

て
議
論
す
る
の
は
、
僕
た
ち
の
対
話
を
締
め
く
く
る
の
に
大
い
に
役
立
つ
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

君
が
そ
う
言
う
の
な
ら
、
聴
き
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
書
物
は
た
し
か
に
よ
く
整
理

さ
れ
た
簡
潔
な
命
題
を
語
り
ま
す
ね
。
ス
ピ
ノ
ザ
さ
ん
に
し
ろ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
さ
ん
に
し
ろ
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
は
論
理
的
で
体
系
的
に
議
論
を
組
み
立
て
る
の
が
う
ま
い
で
す
ね
。
そ
れ
は
、
そ
う

い
う
文
化
・
言
語
空
間
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
は
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。 
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園
丁 

荘
周
さ
ん
も
と
き
ど
き
モ
ダ
ン
な
言
い
方
を
す
る
の
で
す
ね
。
そ
れ
で
は
、
僕
た
ち
の
議
論
に
関

係
す
る
命
題
に
注
目
し
な
が
ら
、
具
体
的
に
考
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

荘
周 

そ
う
し
ま
し
ょ
う
。
さ
て
、
冒
頭
の
第
一
は
「
世
界
は
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
ら
の
総
体
で
あ
る
」

で
、
続
く
一
・
一
は
「
世
界
は
事
実
の
総
体
で
あ
り
、
も
の
の
総
体
で
は
な
い
」
で
す
よ
。
す
る
と
、

君
が
カ
ン
ト
の
「
唯
物
論
的
」
解
釈
を
強
調
す
る
の
は
度
が
過
ぎ
て
い
ま
せ
ん
か
？
。 

園
丁 

そ
う
で
す
ね
。
も
と
も
と
、
カ
ン
ト
は
〝
唯
物
論
〟
を
主
張
し
て
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
二
十
世

紀
の
後
半
に
な
っ
て
も
、
世
界
を
意
識
に
収
束
さ
せ
よ
う
と
す
る
議
論
が
あ
っ
た
し
、
現
在
で
も
そ
の

流
れ
の
主
張
が
あ
る
の
で
、
モ
ノ
を
解
消
し
な
い
立
場
を
鮮
明
に
す
る
た
め
に
強
調
し
た
の
で
す
。
け

れ
ど
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
考
』
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
唯
物
論
的

と
い
う
言
葉
を
使
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で
す
。
第
二
の
命
題
は
「
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
ら
、
す
な
わ

ち
事
実
と
は
、
諸
事
態
の
成
立
で
あ
る
」
で
、
そ
れ
に
続
く
〇
一
は
「
事
態
と
は
諸
対
象
（
も
の
）
の

結
合
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
か
ら
、
世
界
に
対
象
す
な
わ
ち
モ
ノ
が
あ
る
こ
と
が
前
提
で
す
。
「
も
の

の
総
体
で
は
な
い
」
は
、
た
だ
モ
ノ
だ
け
が
あ
っ
て
も
世
界
は
構
成
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。
諸

対
象
が
特
定
の
仕
方
で
互
い
に
関
係
し
て
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
構
成
さ
れ
る
、
つ
ま
り

諸
事
態
に
構
造
が
あ
っ
て
、
事
実
に
も
構
造
が
あ
る
の
で
す
。
デ
モ
ク
リ
ト
ス
が
原
子
論
を
提
唱
し
た

と
き
か
ら
、
唯
物
論
は
そ
の
よ
う
な
モ
ノ
の
あ
い
だ
の
関
係
・
構
造
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
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し
ょ
う
か
？
。 

荘
周 

な
ん
と
か
切
り
抜
け
ま
し
た
ね
。 

園
丁 
命
題
一
お
よ
び
関
連
す
る
諸
命
題
と
命
題
二
に
添
え
ら
れ
た
文
は
、
実
在
的
な
世
界
を
受
け
入
れ

る
世
界
観
を
表
明
し
た
も
の
と
言
え
ま
す
。 

荘
周 

う
ー
ん
。
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
命
題
を
、
単
に
考
え
を
表
明
し
た
も
の
と
言
う
の
は
語
弊
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
さ
ん
は
、
こ
の
書
物
を
ま
と
め
た
と
き
、
そ
れ
ら
諸
命
題
は

現
実
を
最
大
限
に
論
理
的
に
表
現
し
た
も
の
で
、
こ
れ
以
上
最
善
の
世
界
像
は
な
い
と
考
え
た
の
で
す

か
ら
ね
。
わ
た
し
に
も
、
現
実
の
世
界
を
表
現
す
る
の
に
、
こ
れ
以
上
適
切
に
論
理
を
組
み
立
て
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
…
う
ん
、
今
日
は
わ
た
し
も
力
が
入
っ
て
い
ま
す
。 

園
丁 

助
け
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。 

 

園
丁 

第
二
の
論
点
は
、
実
際
は
、
二
・
一
の
「
わ
れ
わ
れ
は
事
実
の
像
を
つ
く
る
」
で
始
ま
り
ま
す
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
人
間
の
認
識
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
論
理
立
て
て
整
理
す
る
と
い
う
宣
言
で
す
。

二
・
一
の
補
助
命
題
は
、
「
像
は
現
実
に
対
す
る
模
型
で
あ
る
」
と
始
め
て
、
数
学
的
・
自
然
科
学
的

な
厳
密
な
言
い
方
で
、
像
が
世
界
か
ら
何
を
写
し
と
る
の
か
を
言
お
う
と
し
て
い
ま
す
。
「
像
の
要
素

は
像
に
お
い
て
対
象
に
対
応
す
る
」
、
「
像
は
、
そ
の
要
素
が
特
定
の
仕
方
で
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
成
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り
立
つ
」
、
「
…
、
も
の
が
同
じ
仕
方
で
互
い
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
」
や
、
構
造

と
い
う
言
葉
が
出
て
、
像
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
、
現
実
に
あ
る
モ
ノ
の
関
係
・
構
造
を
把
握
で

き
る
こ
と
を
当
然
と
し
ま
す
。
そ
し
て
、「
像
は
現
実
に
到
達
す
る
」
の
で
す
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、

モ
ノ
の
関
係
と
像
の
要
素
の
関
係
は
写
像
関
係
に
あ
り
、
像
が
現
実
と
論
理
形
式
を
共
有
す
る
か
ら
で

す
。
こ
の
部
分
を
し
め
く
く
っ
て
、
二
・
一
・
九
「
世
界
を
写
し
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
論
理
像

で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
き
ま
す
。
「
像
は
そ
の
描
写
対
象
を
外
か
ら
描
写
す
る
」
と
い
う
文
が
あ
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
し
ょ
う
。
人
間
が
世
界
を
認
識
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ

う
か
。 

荘
周 

た
し
か
に
こ
こ
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
煮
詰
め
て
普
遍
化
し
た
表
現
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。 

園
丁 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
僕
た
ち
は
写
像
に
よ
っ
て
現
実
に
到
達
で
き
る
の
で
す
。
し
か
し
、
「
ア
・

プ
リ
オ
リ
に
真
で
あ
る
像
は
存
在
し
な
い
」
の
で
、
「
像
の
真
偽
を
知
る
た
め
に
は
、
像
を
現
実
と
比

較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
す
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
も
カ
ン
ト
の
立
場
と
同
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
カ

ン
ト
の
言
い
方
だ
と
、
理
性
は
あ
く
ま
で
も
認
識
を
遂
行
し
よ
う
と
し
ま
す
が
、
経
験
を
超
え
て
知
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

荘
周 

そ
う
で
す
ね
。
踏
み
超
し
を
し
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
経
験
に
よ
る
裏
づ
け
が
必
要
で
す
。 
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園
丁 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
論
理
的
な
命
題
を
積
み
重
ね
て
、
し
だ
い
に
体
系
を
つ
く
っ
て
い

き
ま
す
。
命
題
三
で
「
事
実
の
論
理
像
が
思
考
で
あ
る
」
と
宣
言
し
て
第
三
の
論
点
「
思
考
」
に
分
け

入
り
、
認
識
を
遂
行
す
る
思
考
と
い
う
も
の
を
諸
命
題
に
表
現
す
る
こ
と
を
行
な
い
ま
す
。
最
初
に
、

「
真
な
る
思
考
の
総
体
が
世
界
の
像
で
あ
る
」
、
「
論
理
に
反
す
る
こ
と
を
言
語
で
描
写
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
と
確
認
し
て
、
三
・
一
が
「
思
考
は
命
題
に
お
い
て
知
覚
可
能
な
形
で
表
わ
さ
れ
る
」
と

表
明
し
ま
す
か
ら
、
思
考
に
よ
っ
て
世
界
の
論
理
像
が
写
し
と
ら
れ
、
そ
れ
は
言
語
で
命
題
の
形
に
描

写
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
言
語
が
論
理
的
な
も
の
で
知
覚
可
能
で
あ
る
こ
と
も
言
わ

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
回
ま
で
僕
が
言
語
を
巡
っ
て
考
え
た
こ
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
思
考
に
つ
い
て
の
諸
命
題
を
、
神
経
回
路
網
に
か
ら
め
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
、
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。 

荘
周 

ま
あ
、
そ
う
い
う
努
力
で
は
あ
り
ま
し
た
。 

園
丁 

思
考
を
命
題
と
言
い
取
れ
ば
、
思
考
の
論
理
構
造
が
あ
ら
わ
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、
「
命
題
に
含

ま
れ
る
の
は
意
味
の
形
式
で
、
内
容
で
は
な
い
」
に
続
い
て
、
「
命
題
は
語
（
名
）
の
寄
せ
集
め
で
は

な
い
」
、
「
意
味
を
表
現
し
う
る
の
は
事
実
だ
け
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
思
考
や
命
題
が
示
す
の
は

何
で
し
ょ
う
か
。
三
・
二
に
は
、
「
思
考
に
含
ま
れ
る
諸
対
象
に
命
題
記
号
の
諸
要
素
が
対
応
す
る
」

と
あ
り
、
以
下
に
、
「
名
は
対
象
を
指
示
し
、
命
題
に
お
い
て
対
象
の
代
わ
り
を
す
る
」
、
さ
ら
に
、
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「
命
題
は
た
だ
も
の
が
い
か
に
あ
る
か
を
語
り
う
る
の
み
で
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
こ
と
は
で

き
な
い
」
と
追
加
さ
れ
ま
す
。
こ
こ
に
、
訳
者
野
矢
茂
樹
さ
ん
が
、
「
命
題
は
名
だ
け
か
ら
な
り
、
内

外
の
構
成
要
素
を
も
た
な
い
。
こ
れ
は
、
事
実
が
対
象
以
外
の
構
成
要
素
を
も
た
な
い
こ
と
に
対
応
す

る
」
と
註
を
つ
け
て
い
ま
す
。
す
る
と
、
諸
対
象
の
つ
な
が
り
が
成
立
し
て
い
る
事
実
が
意
味
を
表
現

す
る
の
で
す
か
ら
、
命
題
の
諸
要
素
の
つ
な
が
り
方
（
形
式
）
に
だ
け
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
か
？
。
三
・
三
は
、
先
ほ
ど
の
文
に
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
「
命
題
の
み
が
意
味
内
容

を
も
つ
」
と
宣
言
し
、
「
表
現
は
そ
れ
ゆ
え
、
変
項
を
用
い
て
関
数
と
し
て
表
さ
れ
る
」
と
し
ま
す
。

命
題
が
も
つ
意
味
の
内
容
と
言
え
る
の
は
、
や
は
り
、
関
数
、
し
た
が
っ
て
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
辺
は
、
物
自
体
は
知
ら
れ
な
く
て
、
事
象
に
あ
る
関
係
を
認
識
す
る
の
だ
と
言
っ

て
い
て
、
カ
ン
ト
の
据
え
た
認
識
論
の
基
本
は
変
更
さ
れ
て
い
な
い
、
と
思
い
ま
す
。
僕
の
こ
の
理
解

で
い
い
で
し
ょ
う
か
？
。 

荘
周 

は
い
、
そ
う
思
い
ま
す
。 

園
丁 

今
日
は
は
っ
き
り
し
た
返
事
を
い
た
だ
け
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

荘
周 

君
の
夢
の
中
で
君
が
思
索
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
に
感
化
さ
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

園
丁 

四
が
「
思
考
と
は
有
意
味
な
命
題
で
あ
る
」
と
思
考
を
命
題
で
定
義
し
て
、
す
ぐ
に
、
「
命
題
の
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総
体
は
言
語
で
あ
る
」
と
し
て
、
四
番
目
の
論
点
は
言
語
で
表
現
さ
れ
る
命
題
に
移
り
ま
す
。
こ
こ
に

添
え
ら
れ
る
「
日
常
言
語
は
、
人
間
と
い
う
有
機
体
の
一
部
で
あ
り
、
他
の
部
分
に
劣
ら
ず
複
雑
で
あ

る
」
と
い
う
言
明
は
、
言
語
が
生
物
と
し
て
の
人
間
の
う
ち
に
あ
る
と
い
う
僕
の
と
ら
え
方
を
認
め
て

く
れ
ま
す
。
「
す
べ
て
の
哲
学
は
言
語
批
判
で
あ
る
」
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
関
心

が
向
か
う
と
こ
ろ
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。 

荘
周 

ほ
ん
と
う
に
そ
う
で
す
ね
。
実
際
、
哲
学
者
の
議
論
で
印
象
に
残
る
の
は
よ
く
真
相
を
言
い
取
っ

た
言
葉
で
す
。
そ
の
言
葉
は
意
味
深
い
命
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

園
丁 

さ
て
、
「
命
題
は
現
実
の
像
で
あ
る
。
現
実
に
対
す
る
模
型
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
を
想

像
す
る
」
と
、
先
ほ
ど
言
わ
れ
た
こ
と
と
同
型
の
言
葉
が
続
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
レ
コ
ー
ド
盤
、
楽

曲
の
思
考
、
楽
譜
、
音
波
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
互
い
に
、
言
語
と
世
界
の
間
に
成
立
す
る
内
的
な
写
像

関
係
に
あ
る
、
と
。
こ
こ
で
僕
は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
語
論
と
の
相
似
性
に
思
い
至
り
ま
し
た
。
言
語

は
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、
恣
意
的
な
記
号
で
す
。
し
か
し
、
楽
譜
は
見
た
と
こ
ろ
音
楽
の
像

に
は
見
え
ず
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
も
発
話
の
音
声
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

像
で
あ
る
こ
と
の
本
質
へ
と
踏
み
込
む
な
ら
ば
、
「
記
号
は
明
ら
か
に
そ
れ
が
表
わ
す
も
の
の
似
姿
で

あ
る
」
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
「
そ
れ
ら
す
べ
て
に
論
理
的
構
造
が

共
通
し
て
い
る
」
か
ら
、
と
。 
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命
題
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、「
命
題
は
現
実
が
も
つ
論
理
形
式
に
従
っ
て
現
実
を
記
述
す
る
」
、

言
い
換
え
る
と
、
「
命
題
は
、
論
理
的
足
場
を
頼
り
に
世
界
を
構
築
す
る
」
の
で
す
。
論
理
形
式
は
保

た
れ
て
、
「
命
題
の
構
成
要
素
だ
け
が
翻
訳
さ
れ
」
、
「
そ
の
構
成
要
素
が
理
解
さ
れ
る
と
き
、
命
題

が
理
解
さ
れ
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 
 

「
「
命
題
は
状
況
と
本
質
的
に
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
す
が
、
「
状
況
は
い
わ

ば
実
験
的
に
構
成
さ
れ
る
」
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
「
記
号
が
対
象
の
代
わ
り
を
す
る
と
い
う
原

理
に
基
づ
く
」
と
い
う
「
命
題
の
可
能
性
」
が
、
「
状
況
に
対
す
る
論
理
像
」
を
構
成
可
能
に
す
る
、

と
僕
は
理
解
し
ま
し
た
。
僕
は
、
神
経
回
路
系
に
踏
み
込
ん
で
考
え
て
も
、
言
語
を
用
い
る
思
考
の
不

思
議
に
感
心
す
る
ば
か
り
で
し
た
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
文
章
も
そ
の
秘
密
を
明
ら
か
に
し

て
い
る
と
は
言
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
論
点
第
四
の
最
後
に
、
命
題
四
・
五
が
「
ひ
と
が
予
見
不
可
能

な
（
す
な
わ
ち
構
成
不
可
能
な
）
命
題
な
ど
存
在
し
な
い
」
と
表
明
し
ま
す
か
ら
、
言
語
の
も
つ
論
理

の
構
成
力
が
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

君
に
よ
く
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
す
ね
。 

 

園
丁 

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
す
。
そ
の
先
は
視
界
が
開
け
ま
す
。
「
命
題
は
事
態
の
成
立
・
不
成
立
を
描
写

す
る
」
（
四
・
一
）
の
で
す
か
ら
、
「
真
な
命
題
の
総
体
が
自
然
科
学
の
全
体
（
あ
る
い
は
諸
科
学
の
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総
体
）
で
あ
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
認
識
論
が
支
え
よ
う
と
す
る
の
は
、
科
学
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
「
哲
学
は
自
然
科
学
の
議
論
可
能
な
領
域
を
限
界
づ
け
る
」
、
「
哲
学
は
思
考
可
能
な
も
の
を

境
界
づ
け
る
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
僕
の
前
回
ま
で
の
議
論
は
そ
う
い
う
領
分
に
か
か
わ
っ
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
哲
学
は
「
自
然
科
学
で
は
な
く
」
、
そ
の
目
的
は
「
思
考
の
論
理
的
明
晰
化
」
に
あ
る

の
で
す
。
「
哲
学
の
成
果
は
哲
学
的
命
題
で
は
な
く
、
諸
命
題
の
明
確
化
」
な
の
で
す
。
ほ
か
に
も
、

「
哲
学
は
学
説
で
は
な
く
、
活
動
で
あ
る
」
、
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
た
。
カ
ン
ト
が
「
哲
学
を
学

ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
、
「
哲
学
す
る
や
り
方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
だ
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と

を
言
っ
た
の
に
通
じ
ま
す
ね
。 

荘
周 

こ
こ
で
も
、
君
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
カ
ン
ト
の
正
統
な
継
承
者
だ
と
言
い
た
い
の
で

す
ね
。 

園
丁 

先
ほ
ど
立
ち
止
ま
っ
た
こ
と
の
答
え
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
、
「
命
題
の
意
味
と
は
、
事
態
の
成

立
・
不
成
立
の
可
能
性
と
命
題
と
の
一
致
・
不
一
致
で
あ
る
」
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
言
葉
を
ず
ら

し
な
が
ら
同
じ
文
型
、
「
要
素
命
題
は
名
か
ら
な
る
。
そ
れ
は
名
の
連
関
、
名
の
連
鎖
で
あ
る
」
、
「
要

素
命
題
が
真
な
ら
ば
、
そ
の
事
態
は
成
立
し
て
い
る
」
が
続
き
、
「
す
べ
て
の
真
な
要
素
命
題
の
列
挙

に
よ
っ
て
、
世
界
は
完
全
に
記
述
さ
れ
る
」
と
宣
言
さ
れ
ま
す
。
僕
た
ち
は
、
こ
れ
以
上
の
こ
と
を
期

待
し
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。 
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四
・
四
に
は
、「
命
題
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
真
で
あ
る
と
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
ゲ
ー
デ
ル
の
不
完
全
性
定
理
に
当
た
る
で
し
ょ
う
か
？ 

荘
周 

さ
あ
、
わ
た
し
に
も
判
り
ま
せ
ん
が
、
論
理
を
問
い
詰
め
る
こ
と
で
そ
う
い
う
結
論
が
導
き
出
せ

る
の
で
す
ね
。
兜
を
脱
ぎ
ま
す
。 

園
丁 

い
つ
も
の
荘
周
さ
ん
ら
し
く
な
く
、
今
日
は
す
な
お
で
す
ね
。 

荘
周 

わ
た
し
は
、
ず
っ
と
昔
か
ら
そ
う
で
し
た
。 

  
 

 
 

 

＊ 

園
丁 

話
が
長
く
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ん
と
か
簡
潔
に
話
す
よ
う
に
努
め
ま
す
。 

 
 

第
五
の
論
点
の
提
示
は
、
五
「
命
題
は
要
素
命
題
の
真
理
関
数
で
あ
る
」
と
確
認
し
て
始
ま
り
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
真
理
関
数
は
僕
た
ち
の
欲
し
い
真
理
を
断
定
し
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
論
理
学
を
究
め

た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
冷
徹
に
そ
の
こ
と
を
述
べ
ま
す
、
す
な
わ
ち
、
「
現
在
の
で
き
ご
と

か
ら
未
来
の
で
き
ご
と
へ
と
推
論
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
」
と
。
僕
た
ち
は
、
因
果
の
連
鎖

を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
す
。
む
し
ろ
、
「
未
来
の
行
為
を
い
ま
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
か

ら
、
「
こ
こ
に
意
志
の
自
由
が
あ
る
」
の
で
す
。 
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四
・
二
は
「
諸
命
題
の
構
造
は
互
い
に
内
的
関
係
に
あ
る
」
と
し
て
、
そ
こ
に
内
的
関
係
が
あ
る
の

は
、
あ
る
基
底
の
命
題
に
操
作
を
施
し
て
次
の
命
題
が
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
や
り
方
で
諸
命
題
が
つ

く
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
操
作
は
「
諸
命
題
に
対
す
る
論
理
的
構
成
の
始
ま
る
と
こ
ろ
に
登
場
す
る
」
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
操
作
と
は
論
理
的
構
成
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
操
作
は
、「
形

式
を(

ま
る
ご
と)
特
徴
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
形
式
の
差
異
だ
け
を
特
徴
づ
け
る
」
、
そ
し
て
、

「
操
作
の
結
果
だ
け
が
語
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
操
作
の
基
底
に
依
存
し
て
い
る
」
と
と
ら
え
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
真
理
操
作
が
先
ほ
ど
の
真
理
関
数
に
当
た
り
ま
す
。
命
題
五
・
三
は
、
命
題
五
を
操
作

し
て
、
「
す
べ
て
の
命
題
は
要
素
命
題
に
真
理
操
作
を
施
し
た
結
果
で
あ
る
」
と
な
り
ま
す
。
僕
は
、

「
差
異
」
と
い
う
言
葉
や
ほ
か
の
言
葉
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
に
始
ま
る
構
造
主
義
と
同
根

の
考
え
方
を
感
じ
ま
し
た
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
察
の
根
本
に
は
言
語
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、

ソ
シ
ュ
ー
ル
が
言
語
研
究
で
見
出
し
た
も
の
と
同
じ
論
理
形
式
が
あ
る
の
は
当
然
な
の
で
し
ょ
う
。 

 
 

命
題
は
い
く
つ
か
の
構
成
要
素
か
ら
成
る
〝
論
理
文
〟
に
構
成
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
〝
変
換
〟
に
よ

っ
て
諸
命
題
が
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
僕
流
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
る
諸
命
題
は
、
認
識
と
言

語
を
神
経
回
路
系
を
基
に
考
え
た
前
回
ま
で
の
議
論
に
つ
な
が
り
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
神
経
回
路
系
は

論
理
回
路
で
あ
り
、
言
語
の
運
用
あ
る
い
は
言
語
を
用
い
る
思
考
は
、
そ
の
論
理
回
路
で
情
報
を
変
換

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
考
え
ま
し
た
。
こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
っ
て
い
る
こ
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と
は
、
僕
の
考
え
た
「
外
界
か
ら
知
覚
し
た
要
素
と
な
る
情
報
を
論
理
回
路
で
操
作
し
て
、
一
つ
の
論

理
系
に
構
成
し
、
対
応
を
す
る
」
と
い
う
認
識
と
い
う
も
の
を
、
整
然
と
し
た
命
題
に
表
現
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
？
。 

荘
周 
ま
た
、
牽
強
付
会
で
す
か
…
。
い
や
、
対
応
関
係
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ま
し
ょ
う
。 

園
丁 

図
に
乗
っ
て
言
え
ば
、
「
知
覚
可
能
な
形
で
表
わ
さ
れ
る
」
や
「
わ
れ
わ
れ
の
記
号
言
語
に
お
い

て
す
べ
て
が
う
ま
く
い
き
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
な
ど
の
言
葉
に
、
僕
の
表
現
に
似
た
も
の
が
あ
る
と
思

い
ま
す
。
五
・
四
七
の
「
要
素
命
題
の
う
ち
に
、
す
で
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
操
作
が
含
ま
れ
る
」
、

「
構
成
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
入
力
項
と
関
数
が
あ
る
」
と
い
う
言
明
も
、
知
覚
の
神
経

回
路
系
の
こ
と
と
し
て
理
解
が
可
能
で
す
。
「
言
語
自
身
が
あ
ら
ゆ
る
論
理
的
誤
謬
を
避
け
る
」
も
、

「
論
理
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
だ
と
い
う
の
は
、
論
理
に
反
し
て
は
思
考
不
可
能
と
い
う
こ
と
」
も
、
言
語

を
用
い
る
思
考
の
回
路
系
が
基
礎
に
あ
る
か
ら
だ
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 
 

僕
の
考
察
は
ま
っ
た
く
初
歩
的
な
も
の
で
、
す
で
に
深
い
研
究
が
あ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
生

物
学
的
な
神
経
回
路
系
の
研
究
に
よ
っ
て
、
将
来
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
諸
命
題
を
、
事
物
に

つ
い
て
の
科
学
的
記
述
と
関
連
づ
け
て
理
解
す
る
方
向
が
も
っ
と
開
け
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
。 

荘
周 

君
の
「
蝶
の
雑
記
帳
三
十
九
」
は
漠
然
と
し
た
も
の
だ
け
れ
ど
、
チ
ョ
ム
ス
キ
ー
の
生
成
文
法
論
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は
言
語
に
つ
い
て
そ
う
い
う
方
向
へ
の
転
回
を
告
げ
る
も
の
だ
、
と
考
え
て
い
ま
す
ね
。 

園
丁 

は
い
。
人
間
は
、
外
界
に
対
し
て
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
身
体
の
内
部
ま
で
科
学
的
探
究
の
対
象

に
し
て
、
そ
れ
を
知
ろ
う
と
し
て
い
る
、
少
な
く
と
も
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
僕
た
ち
の

対
話
は
、
そ
の
足
場
を
固
め
よ
う
と
す
る
さ
さ
や
か
な
試
み
で
す
。 

 

荘
周 

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
さ
ん
の
命
題
は
突
き
抜
け
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す

ね
。
た
と
え
ば
、
「
論
理
は
す
べ
て
を
包
括
し
、
世
界
を
映
し
出
す
」
と
、
「
論
理
」
が
高
く
掲
げ
ら

れ
ま
す
。
「
Ａ
は
ｐ
を
信
じ
て
い
る
」
、
「
Ａ
は
ｐ
と
考
え
る
」
、
「
Ａ
は
ｐ
と
語
る
」
は
、
も
と
を

た
ど
れ
ば
、
「
「
ｐ
」
は
ｐ
と
語
る
」
と
い
う
形
式
と
な
る
の
で
す
。
う
か
つ
な
人
は
、
世
界
に
ま
ず

「
論
理
」
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
く
で
し
ょ
う
。 

園
丁 

え
え
、
し
だ
い
に
と
て
も
力
強
い
表
現
が
現
わ
れ
ま
す
ね
。
今
あ
な
た
の
言
わ
れ
た
論
理
か
ら
し

て
、「
魂
―
主
体
な
ど
あ
り
は
し
な
い
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
論
理
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
問
い
は
、

論
理
の
み
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
か
ら
、「
論
理
を
理
解
す
る
た
め
に
必
要
な
「
経
験
」

は
、
何
か
が
か
く
か
く
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
な
く
て
よ
く
、
何
か
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
い
い
」
の

で
す
。
し
か
し
、
論
理
だ
け
あ
れ
ば
よ
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
世
界
が
存
在
し
な

い
と
し
て
も
論
理
が
あ
る
と
い
う
の
だ
と
す
る
と
、
世
界
が
存
在
す
る
と
き
に
ど
う
し
て
論
理
が
あ
り
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え
る
」
で
し
ょ
う
か
。
世
界
の
実
在
を
放
棄
す
る
こ
と
は
し
な
い
の
で
す
。
「
経
験
的
実
在
は
対
象
の

総
体
に
よ
っ
て
限
界
づ
け
ら
れ
」
、
そ
の
「
限
界
は
要
素
命
題
の
総
体
に
お
い
て
示
さ
れ
る
」
の
で
す
。 

 
 

論
理
が
世
界
を
映
し
出
す
と
す
れ
ば
、
命
題
五
・
六
が
言
う
よ
う
に
、
「
わ
た
し
の
言
語
の
限
界
が

わ
た
し
の
世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
」
こ
と
に
な
り
ま
す
。
言
語
の
限
界
は
論
理
の
限
界
で
、
思
考
の

限
界
で
も
あ
り
ま
す
。
僕
た
ち
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
神
経
回
路
網
が
そ
の
限
界
を
定
め
る
の
で

す
。
そ
の
限
界
を
超
え
て
語
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
が
超
越
を
戒
め
る
の
は
こ
の
こ
と
に
関

係
し
て
い
る
、
と
思
い
ま
す
。 

荘
周 

そ
れ
な
ら
、
人
間
が
ど
こ
ま
で
も
言
葉
を
連
ね
、
推
論
を
重
ね
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
ど
う
し
て

で
す
か
？
。 

園
丁 

カ
ン
ト
は
、
超
越
的
存
在
と
非
存
在
を
論
じ
る
よ
う
な
命
題
が
二
律
背
反
に
陥
る
こ
と
を
示
し
ま

し
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
論
理
的
に
破
綻
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
い

方
で
は
、
可
能
性
と
し
て
事
態
が
考
え
ら
れ
て
も
、
事
実
と
し
て
成
立
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
「
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
い
か
な
る
部
分
も
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
は
な
く
」
、
「
像

の
真
偽
を
知
る
た
め
に
は
、
像
を
現
実
と
比
較
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
で
す
。
要
素
命
題
を
与
え

る
対
象
が
限
界
を
画
し
、
経
験
が
真
だ
と
告
げ
な
い
こ
と
を
語
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。 

 
 

こ
こ
に
は
、
「
世
界
は
生
と
ひ
と
つ
で
あ
る
」
、
「
思
考
す
る
主
体
は
存
在
し
な
い
」
、
「
世
界
の
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ど
こ
に
形
而
上
学
的
な
主
体
が
認
め
ら
れ
う
る
か
」
と
あ
っ
て
、
生
と
い
う
言
葉
が
生
物
と
し
て
の
存

在
に
触
れ
て
い
ま
す
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
思
考
が
思
考
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

思
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
文
は
、
以
前
に
意
識
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
議
論
し
た
こ
と
と
つ
な
が
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
。
神
経
回
路
網
を
考
え
て
も
思
考
の
座
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
僕
た
ち
は

考
え
ま
し
た
。 

荘
周 

し
か
し
、
「
わ
た
し
の
理
解
す
る
言
語
が
わ
た
し
の
世
界
の
限
界
を
意
味
す
る
」
、
五
・
六
三
「
わ

た
し
は
わ
た
し
の
世
界
で
あ
る
」
な
ど
の
文
章
は
、
「
わ
た
し
」
を
強
調
す
れ
ば
、
わ
た
し
の
特
異
性

を
主
張
し
て
い
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
実
際
、
訳
者
の
野
矢
茂
樹
さ
ん
の
「
解
説
」
は
、

ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
う
る
か
は
、
わ
た
し
が
ど
の
よ
う
な
事
実
を
経
験
し
て
い
る
の
か
に
決

定
的
に
依
存
す
る
、
と
言
っ
て
、
わ
た
し
と
異
な
る
経
験
を
も
つ
他
者
を
登
場
さ
せ
、
異
な
る
論
理
空

間
を
わ
た
し
の
論
理
空
間
の
う
ち
に
位
置
づ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
し
ま
す
よ
。 

園
丁 

そ
う
で
す
ね
。
で
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
者
の
野
矢
さ
ん
は
、
『
哲
学
探
究
』
な
ど

の
遺
構
に
登
場
す
る
後
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
親
し
ん
で
い
る
の
で
、
そ
う
い
う
解
説
を
し

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
の
延
々
と
続
く
問
い
か
け
は
、
た
し
か
に
、
「
わ
た
し
」
の
世
界
と
い
う
言

葉
が
開
く
論
理
空
間
へ
入
っ
て
行
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
す
ぐ
あ
と
の
命
題
五
・
六

四
は
、
「
独
我
論
を
徹
底
す
る
と
純
粋
な
実
在
論
と
一
致
す
る
こ
と
が
見
て
と
ら
れ
る
。
独
我
論
の
自
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我
は
広
が
り
を
欠
い
た
点
に
ま
で
縮
退
し
、
自
我
に
対
応
す
る
実
在
が
残
さ
れ
る
」
と
結
論
し
ま
す
。

『
論
理
哲
学
論
考
』
を
書
い
た
と
き
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
世
界
―
思
考
―
命
題
の
体
系
を

う
ま
く
整
理
で
き
た
と
考
え
て
い
た
の
で
す
。
僕
も
、
彼
の
こ
れ
ら
の
諸
命
題
が
、
認
識
と
言
語
を
把

握
す
る
の
に
よ
く
整
理
さ
れ
た
体
系
だ
と
考
え
る
の
で
、
こ
こ
で
こ
れ
だ
け
丁
寧
に
議
論
し
て
い
る
の

で
す
。
僕
の
思
索
の
大
部
分
は
、
す
で
に
『
論
理
哲
学
論
考
』
に
与
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
す
。
も
ち

ろ
ん
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
し
た
よ
う
に
、
こ
の
整
理
か
ら
出
発
し
て
さ
ら
に
考
察
を
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
。 

荘
周 

君
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
ま
と
め
る
の
で
す
か
。
そ
れ
で
君
の
議
論
は
補
充
さ
れ
ま
し
た
か
？
。 

園
丁 

そ
う
で
あ
る
こ
と
を
希
望
し
ま
す
。 

 

荘
周 

『
論
理
哲
学
論
考
』
に
は
、
六
番
目
の
論
点
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
論
じ
な
い
の
で
す
か
？
。 

園
丁 

あ
あ
、
論
理
学
が
直
接
に
顔
を
出
し
ま
す
か
ら
、
僕
に
は
難
し
す
ぎ
ま
す
。 

荘
周 

そ
れ
で
も
飛
び
抜
か
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
し
ょ
う
。 

園
丁 

僕
が
も
っ
と
ぼ
ろ
を
出
す
の
を
期
待
す
る
の
で
す
か
。
仕
方
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
命
題
六
・
一
は
い

き
な
り
「
論
理
学
の
命
題
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
」
で
、
続
い
て
、
「
論
理
学
の
命
題
は
何
も
語
ら

な
い
、
分
析
命
題
で
あ
る
」
で
す
よ
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
論
理
を
あ
れ
ほ
ど
尊
重
す
る
の
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に
、
論
理
に
余
計
な
期
待
を
抱
か
な
い
の
で
す
。
「
論
理
は
記
号
を
本
質
的
に
必
要
と
し
、
そ
の
記
号

が
も
っ
て
い
る
本
質
的
特
性
そ
れ
自
身
が
、
自
ら
を
語
る
の
で
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
論

理
命
題
の
証
明
と
は
、
一
定
の
操
作
を
く
り
か
え
し
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
の
命
題
を
別
の
命

題
か
ら
作
成
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
か
ら
な
の
で
す
。
僕
に
は
や
っ
ぱ
り
、
こ
れ
ら
の
主
張
は
、

神
経
回
路
系
が
論
理
演
算
を
行
な
う
こ
と
の
言
い
換
え
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
「
論
理
学
の
命
題
は
、

い
ず
れ
も
、
記
号
で
表
わ
さ
れ
た
推
論
図
式
に
ほ
か
な
ら
い
」
と
い
う
文
も
、
僕
が
神
経
回
路
図
は
数

理
論
理
学
の
略
図
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
と
言
っ
た
の
に
符
合
し
ま
す
。
論
理
学
の
命
題
は
何
も
語

ら
な
い
の
で
、
「
論
理
学
は
学
説
で
は
な
く
、
世
界
の
鏡
像
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
結

局
、
認
識
と
は
世
界
を
写
し
と
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。 

荘
周 

し
か
し
、
人
間
は
、
認
識
し
て
何
事
か
を
為
す
者
で
す
よ
。
人
間
の
得
る
命
題
は
何
事
か
を
語
る

の
で
は
な
い
で
す
か
？
。 

園
丁 

そ
う
で
す
ね
ー
。
そ
こ
に
「
論
理
は
超
越
論
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
論
理
は
自

分
自
身
の
支
え
を
「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
に
託
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
「
命
題
は
自
分
自
身
が

真
で
あ
る
と
語
れ
な
い
」
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
の
し
た
よ
う
な
原
理
の
要
請
が
あ
る
の

で
し
ょ
う
ね
。 

 
 

そ
う
考
え
れ
ば
、
こ
の
あ
と
、
カ
ン
ト
に
近
づ
く
よ
う
な
こ
と
が
語
ら
れ
ま
す
。
「
論
理
学
の
探
求
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と
は
、
法
則
性
の
探
求
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
ま
す
。
「
論
理
学
の
外
で
は
い
っ
さ
い
が
偶
然
で
あ

る
」
、
「
因
果
法
則
と
は
法
則
で
は
な
い
。
法
則
の
形
式
で
あ
る
」
と
こ
と
わ
っ
て
お
い
て
、
「
物
理

学
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
も
の
因
果
形
式
の
諸
法
則
が
存
在
す
る
」
と
言
い
取
り
ま
す
。
「
ひ
と
は
、

な
ん
ら
か
の
最
小
作
用
の
法
則
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
予
感
し
て
い
た
」
、
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
確
実

な
も
の
は
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
と
分
か
る
」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
で
、
現
実
を
受
け
入
れ
る
の
で

す
。
「
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
保
存
法
則
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
信
じ
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
論
理
形
式

の
可
能
性
を
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
知
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
れ
は
や
は
り
、
カ
ン
ト
の

要
請
で
あ
る
統
整
の
原
理
の
言
い
換
え
だ
、
と
僕
は
思
い
ま
す
。
以
下
の
理
由
律
な
ど
の
考
察
の
と
こ

ろ
は
端
折
り
ま
す
が
、
そ
の
終
わ
り
の
と
こ
ろ
に
、
「
た
と
え
欲
し
た
こ
と
す
べ
て
が
起
こ
っ
た
と
し

て
も
、
い
わ
ば
単
な
る
僥
倖
に
す
ぎ
な
い
。
意
志
と
世
界
の
間
に
は
そ
れ
を
保
証
す
る
い
か
な
る
論
理

的
連
関
も
存
在
せ
ず
…
」
と
い
う
感
慨
の
よ
う
な
言
葉
が
置
か
れ
ま
す
。
僕
た
ち
の
言
葉
づ
か
い
を
す

れ
ば
、
こ
れ
は
「
断
念
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

荘
周 

そ
れ
は
我
田
引
水
で
し
ょ
う
。
君
に
語
り
え
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
、
沈
黙
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ

ん
。 

園
丁 

あ
あ
、
あ
な
た
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
倫
理
的
な
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を

飛
び
抜
か
し
て
、
七
番
目
に
一
行
だ
け
提
示
し
た
命
題
を
言
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 
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荘
周 

君
は
、
意
味
や
価
値
を
主
要
問
題
と
し
よ
う
と
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
議
論
を
退
け
た
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
さ
ん
も
、「
世
界
の
意
義
は
世
界
の
外
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、

「
価
値
も
ま
た
、
生
起
す
る
も
の
た
ち
、
か
く
あ
る
も
の
た
ち
す
べ
て
の
外
に
あ
る
」
と
宣
言
し
ま
す
。

そ
れ
を
確
認
す
る
必
要
が
君
に
あ
り
ま
す
か
。 

 
 

「
神
秘
と
は
、
世
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
わ
た
し
は
、
こ
の
言
葉
は
と
て
も
味
わ
い
深

い
と
思
い
ま
す
。
道
元
さ
ん
も
似
た
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
し
た
よ
。 

 
 

「
語
り
う
る
こ
と
以
外
は
何
も
語
ら
ぬ
こ
と
、
―
―
自
然
科
学
の
命
題
以
外
は
」
！ 

園
丁 

畏
れ
い
り
ま
し
た
。 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
一
八
年
、
一
月 
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