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１ 

ハ
ー
ン
を
白
人
的
優
越
感
に
浸
る
人
種
主
義
的
傍
観
者
と
見
な
す
根
拠
に
、
か
れ
の
〃
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
“
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

鱗
か
に
二
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
見
紛
う
か
れ
の
異
文
化
繊
近
ｌ
と
り
わ
け
西
洋
文
明
と
対
極
的
に
異
な
る
日
本
文
化
へ
の
鱗
き
と
鬮

惑
に
は
、
白
人
特
有
の
生
理
的
反
応
を
一
部
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
か
れ
の
記
述
を
つ
ぶ
さ
に
た
ど
る
と
き
、
そ
こ
に
浮
上
す
る
の
は

憶
測
と
は
裏
腹
に
共
感
と
禁
欲
に
裏
付
け
ら
れ
た
〃
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
“
の
世
界
で
あ
る
。
か
れ
が
日
本
社
会
を
論
じ
た
代
表
的
エ
ッ
セ
イ

に
←
曾
『
昌
館
の
ロ
の
騎
目
□
○
言
『
日
弓
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
事
情
を
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。
か
れ
は
外
人
旅
行
者
が
記
し

た
日
本
の
第
一
印
象
の
多
く
が
好
意
的
（
勺
－
８
の
ロ
『
：
｜
の
）
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
一
方
、
日
本
が
他
に
訴
え
か
け
る
活
力
に
於
て
何

か
欠
け
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気
付
き
、
そ
の
〃
訴
え
そ
の
も
の
“
（
ど
の
§
ご
図
］
］
一
の
①
｝
命
）
が
問
題
の
鍵
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し

（
１
）
 

か
し
文
化
的
優
越
論
者
と
は
異
な
り
か
れ
は
〃
そ
の
問
題
は
人
種
と
文
明
の
特
性
に
依
拠
す
る
“
と
明
一
一
一
一
口
し
、
更
に
続
け
て
一
一
一
一
向
う
。

”
わ
が
日
本
の
第
一
印
象
１
１
陽
春
の
光
最
中
の
日
本
１
１
は
多
分
と
り
た
て
て
他
と
異
な
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
わ
け
て
も

私
は
そ
の
印
象
（
旨
の
く
国
。
ｐ
）
の
〃
不
思
議
〃
（
岳
の
三
。
且
の
Ｈ
）
と
〃
喜
び
“
（
Ｂ
①
：
肩
亘
）
を
よ
く
覚
え
て
い
る
。
そ
の
不

思
議
と
驚
き
は
そ
の
後
も
消
え
去
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
は
時
に
応
じ
、
十
五
年
後
の
今
で
も
、
し
ば
し
ば
私
の
心
に
甦
る
。

〈
珍
奇
と
魅
惑
〉

《
ハ
ー
ン
研
究
の
課
題
》
（
二
）

原
田
煕
史

Hosei University Repository



２ 
し
か
し
そ
れ
ら
の
感
情
の
由
来
は
知
り
難
く
、
或
る
い
は
測
り
難
い
、
と
い
う
の
も
私
は
ま
だ
日
本
を
知
り
蓋
く
し
た
と
は
言
い
難

い
…
…
昔
親
友
だ
っ
た
日
本
人
が
死
ぬ
間
際
に
私
に
言
っ
た
こ
と
が
あ
る
曲
”
四
、
五
年
経
っ
て
君
が
日
本
人
は
全
く
理
解
で
き
な

い
と
橋
っ
た
と
き
君
は
日
本
人
を
分
り
始
め
て
い
る
と
．
“
こ
の
友
人
の
予
言
が
正
し
い
こ
と
を
理
解
し
た
後
ｌ
私
が
口
本
人

（
１
）
 

を
全
く
理
解
で
き
な
い
と
懐
っ
て
か
ら
ｌ
私
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
が
蘂
］
け
る
と
思
う
．
”

〃
日
本
人
は
理
解
し
難
い
“
と
認
識
し
た
と
き
始
め
て
日
本
人
が
分
る
よ
う
に
な
る
と
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
正
し
く
異
文
化
接
近

に
際
し
て
の
わ
れ
わ
れ
共
通
の
実
感
で
あ
り
、
ひ
と
え
に
ハ
ー
ン
個
人
の
人
種
的
偏
見
の
表
明
と
す
る
太
田
氏
の
見
解
は
余
り
に
性
急

過
ぎ
よ
う
。
ハ
ー
ン
は
言
う
。

”
は
じ
め
て
体
験
し
た
と
き
、
日
本
の
物
事
の
外
形
上
の
珍
奇
さ
（
⑩
一
国
ｐ
ｍ
８
の
⑪
印
）
は
、
（
確
か
に
人
に
よ
っ
て
は
）
名
状
し
難

（
３
）
 

い
奇
妙
な
ス
リ
ル
ー
全
く
趣
じ
め
ぬ
奇
妙
な
感
情
（
…
二
局
。
｛
斎
…
鰯
鰄
）
を
呼
び
起
こ
す
．
”

日
本
初
体
験
の
ハ
ー
ン
に
と
っ
て
こ
う
し
た
感
情
は
具
体
的
に
は
〃
小
柄
な
群
集
で
あ
ふ
れ
る
殊
更
小
さ
な
通
り
”
、
”
変
っ
た
形
の

衣
服
や
胆
き
も
の
“
、
〃
見
た
だ
け
で
は
識
別
し
難
い
男
女
の
別
“
、
”
白
人
に
は
物
珍
し
い
家
の
造
り
と
し
つ
ら
え
“
、
〃
店
に
陳
列
さ
れ

た
川
途
不
明
の
品
々
“
、
”
出
所
不
明
の
食
品
“
、
〃
奇
妙
な
形
の
道
具
〃
、
〃
神
秘
に
包
ま
れ
た
法
具
“
、
〃
異
形
の
神
々
や
玩
具
”
等
々
。

し
か
も
そ
の
珍
奇
さ
は
近
代
産
業
製
品
（
電
柱
、
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
、
電
燈
、
ミ
シ
ン
）
と
の
〃
共
存
”
、
〃
対
比
“
に
よ
っ
て
い
や
が

上
に
も
度
を
増
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
代
表
格
が
外
な
ら
ぬ
”
景
観
“
を
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
に
見
せ
る
不
思
議
な
〃
漢
字
“
で
あ
る
。

第
一
印
象
に
よ
っ
て
脳
裏
に
刻
ま
れ
た
〃
珍
奇
の
感
“
は
消
し
去
ら
れ
る
筈
は
な
い
。
そ
れ
は
人
々
の
振
る
ま
い
に
ま
で
及
び
、
そ

の
一
挙
一
動
は
西
洋
と
は
正
反
対
で
あ
り
、
そ
れ
が
”
正
反
対
“
と
い
う
の
は
当
の
日
本
人
に
と
っ
て
も
確
か
に
奇
異
な
耶
実
で
あ
る
。

”
後
ろ
に
〃
（
宮
、
六
言
色
ａ
）
は
文
字
通
り
行
動
の
空
間
的
志
向
性
（
方
向
性
）
を
指
摘
し
た
も
の
で
、
本
来
〃
価
値
判
断
“
（
遅
れ
た
）

を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

行
動
様
式
の
単
な
る
類
比
を
越
え
て
そ
れ
が
”
対
極
的
“
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
大
工
が
か
ん
な
や
の
こ
ぎ
り
を
”
押
さ
“
ず
し
て

〃
手
前
に
引
く
〃
こ
と
、
常
に
左
側
が
真
に
し
て
右
側
が
偽
で
あ
る
こ
と
、
錠
の
開
け
。
閉
じ
（
鍵
の
回
し
方
）
は
西
洋
人
と
は
逆
の

方
向
で
あ
る
こ
と
等
枚
挙
に
い
と
ま
も
な
く
、
か
っ
て
パ
ー
シ
ヴ
ァ
ル
・
ロ
ウ
ェ
ル
も
〃
日
本
人
が
、
後
に
さ
が
っ
て
（
冨
具
三
四
日
）
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３ 
話
を
し
、
物
を
読
み
、
物
を
普
く
“
こ
と
を
正
し
く
観
察
し
、
”
そ
れ
が
対
極
の
基
本
で
あ
る
“
と
指
摘
し
た
。
ハ
ー
ン
は
日
本
人
の

筆
運
び
の
習
慣
に
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
書
道
の
求
め
に
よ
っ
て
習
家
は
躯
や
ペ
ン
を
〃
引
い
て
動
か
す
“
の
で

は
な
く
、
そ
れ
を
”
押
さ
え
る
〃
こ
と
を
洞
察
す
る
。

更
に
繊
密
な
観
察
は
、
御
針
子
が
針
に
糸
を
通
す
際
の
行
動
様
式
の
究
明
に
於
て
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
る
。
御
針
子
が
〃
針
に
糸
を

通
す
“
と
記
述
し
た
が
、
実
は
こ
の
表
現
自
体
が
西
洋
的
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
ハ
ー
ン
は
日
本
の
御
針
子
が
〃
針
の
目
に
糸
を
通

す
“
の
で
は
な
く
、
”
糸
の
先
に
針
の
目
を
近
づ
け
る
“
の
を
不
思
議
に
思
う
。
そ
し
て
そ
の
不
思
議
さ
を
か
れ
は
日
本
の
剣
道
に
結

び
つ
け
て
説
明
す
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
剣
を
柵
え
て
一
撃
を
加
え
る
と
き
、
剣
士
は
攻
撃
の
瞬
間
剣
の
刃
を
手
元
に
引
く
の
で
は
な
く
、

そ
れ
を
手
元
か
ら
押
し
や
る
の
で
あ
る
。
実
際
か
れ
（
剣
士
）
は
ア
ジ
ア
人
の
例
に
漏
れ
ず
、
く
さ
び
の
原
理
で
は
な
く
、
の
こ
ぎ
り

の
そ
れ
に
よ
っ
て
刃
を
用
い
る
が
、
攻
撃
の
際
に
は
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
が
引
く
（
べ
き
）
所
作
を
期
待
す
る
の
に
反
し
、
日
本
人
は
刃

を
突
き
つ
け
る
こ
と
も
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
結
論
し
て
言
う
。

”
た
と
え
身
体
的
な
も
の
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
珍
奇
な
（
目
｛
ロ
ョ
一
一
一
四
『
）
行
動
は
〃
他
の
惑
星
の
住
人
“
（
岳
の
己
。
□
ロ
ー
島
○
二
日

目
Ｃ
夢
の
『
己
一
目
の
｛
）
、
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
と
は
全
く
無
関
係
な
人
間
存
在
、
”
解
剖
学
的
相
異
“
（
の
。
日
の
目
胃
・
日
－
８
一
目
一
一
六
の
こ
の
印
⑫
）

を
呼
び
起
こ
す
に
十
分
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
”
相
異
“
は
決
し
て
地
球
上
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
叩
と
言
う
よ
り
こ

れ
ら
の
〃
対
立
・
相
異
“
（
四
一
一
房
】
ｍ
ｏ
ｃ
ｂ
Ｃ
望
曰
の
め
い
）
は
恐
ら
く
ア
ー
リ
ァ
的
経
験
（
陣
ｑ
目
の
〆
己
の
１
の
。
Ｓ
）
と
は
完
全
に
独
立
し

た
人
間
経
験
の
結
果
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
進
化
論
的
に
は
若
い
（
人
間
）
経
験
の
結
果
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
経
験
は
〃
決
し
て
劣
っ
た
種
類
の
も
の
で
は
な
い
〃
。
（
ロ
（
）
ョ
の
目
・
ａ
の
『
）
そ
の
活
動
は
人
を
蝋
か
す
ば
か
り
か

喜
び
を
与
え
る
。
精
繊
で
完
壁
な
ま
で
の
手
際
、
も
の
の
軽
や
か
で
弾
力
性
に
富
む
美
、
最
少
の
材
料
で
最
大
の
効
果
を
狙
う
力
の

表
示
、
手
わ
ざ
に
よ
る
機
械
的
成
果
、
美
的
価
値
と
し
て
の
不
規
則
性
の
理
解
、
完
壁
な
ま
で
に
均
斉
の
と
れ
た
趣
味
、
色
彩
や
色

調
に
見
ら
れ
る
調
和
の
篝
ｌ
こ
れ
ら
は
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
西
藤
人
も
芸
術
や
趣
味
の
み
な
ら
ず
節
約
（
・
８
コ
・
畠
や
川

（
昌
葺
ご
）
の
問
題
に
至
る
ま
で
、
こ
の
遠
い
文
明
国
か
ら
多
く
学
ぶ
べ
き
こ
と
を
即
座
に
悟
ら
せ
る
。
雛
歎
に
値
す
る
陶
器
、
鮮

や
か
な
刺
繍
、
す
ば
ら
し
い
漆
、
象
牙
、
青
銅
細
工
、
だ
が
目
を
見
張
ら
せ
る
の
は
〃
異
郷
の
幻
想
〃
（
ｇ
『
ｇ
『
旨
ロ
莅
口
８
）
で
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４ 
は
断
じ
て
な
く
、
そ
れ
ら
は
全
く
新
し
い
方
式
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
想
像
力
を
磨
い
て
く
れ
る
。
否
、
こ
れ
ら
は
自
ら
の
制
約
に

も
拘
わ
ら
ず
、
芸
術
家
の
み
が
そ
の
活
動
を
評
価
し
う
る
精
綴
を
極
め
た
文
明
、
二
千
年
以
前
の
ギ
リ
シ
ャ
文
明
を
も
”
不
完
全
“

（
４
）
 

（
目
ロ
の
局
【
の
ｎ
片
）
と
し
か
呼
べ
ぬ
い
わ
ゆ
る
識
者
達
が
”
不
完
全
”
と
称
す
る
文
明
の
所
産
で
あ
る
。
“

広
範
に
跨
が
る
資
料
収
集
の
手
腕
に
加
え
て
、
か
れ
一
流
の
鋭
い
分
析
能
力
を
駆
使
し
て
、
ハ
ー
ン
は
人
類
学
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
に
も
比
肩
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
で
巨
視
的
な
東
西
文
明
論
を
提
起
す
る
。
か
れ
は
文
明
理
解
の
第
一
段
階
と
し
て
〃
外
形
的
〃
な
”
も

の
“
の
分
析
・
把
握
を
徹
底
さ
せ
、
次
い
で
こ
れ
ら
の
形
態
・
様
式
を
育
む
文
明
（
或
い
は
文
化
）
の
内
的
動
因
（
美
や
道
徳
を
支
え

る
内
的
価
値
）
の
探
索
へ
と
押
し
進
む
。
と
こ
ろ
で
対
象
の
〃
量
性
“
に
の
み
着
目
し
て
社
会
の
優
劣
を
判
定
す
る
西
欧
近
代
の
〃
合

理
的
・
効
率
的
“
対
象
認
識
を
〃
人
類
進
化
“
の
重
要
な
”
｜
過
程
〃
と
承
認
し
つ
つ
も
、
他
方
ハ
ー
ン
は
”
異
な
る
“
進
化
の
過
程
、

西
欧
の
知
的
成
熟
に
比
す
れ
ば
一
層
”
若
く
〃
、
そ
れ
故
美
と
洗
練
を
目
指
す
感
性
の
人
類
進
化
に
強
く
心
を
寄
せ
て
い
た
。
か
れ
は

美
と
道
徳
性
を
内
に
秘
め
た
今
一
つ
の
意
識
の
過
程
を
日
本
文
化
に
見
出
し
、
こ
れ
を
賞
賛
す
ら
し
た
の
で
あ
る
。
か
れ
は
こ
う
し
た

“
若
く
〃
し
て
〃
想
像
的
“
な
文
化
を
低
次
の
も
の
と
し
て
排
除
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
こ
そ
〃
独
自
性
“
に
富
み
、
近
代

西
欧
す
ら
”
学
ぶ
べ
き
｝
」
と
の
多
い
“
相
即
的
存
在
と
認
め
る
の
を
蝉
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
文
明
へ
の
寛
容
で
多
元
的
な

ア
プ
ロ
ー
チ
こ
そ
、
西
欧
近
代
が
そ
の
ド
グ
マ
（
理
性
万
能
主
義
）
と
普
遍
思
考
の
故
に
、
巽
文
明
と
対
立
・
抗
争
し
、
人
類
の
破
局

を
迎
え
る
に
及
ん
で
よ
う
や
く
手
に
し
た
認
識
規
範
な
の
で
あ
る
。
今
世
紀
を
特
徴
づ
け
、
そ
れ
故
現
代
を
人
類
史
上
最
も
悲
惨
な
世

紀
た
ら
し
め
た
も
の
こ
そ
、
政
治
的
・
宗
教
的
セ
ク
ト
と
そ
れ
に
基
づ
く
人
種
差
別
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
意
味
に
於
て
、
ハ
ー
ン
こ
そ
〃
目
文
化
中
心
主
義
（
の
弓
。
（
）
Ｃ
の
ロ
豆
⑪
白
）
“
を
嫌
悪
し
、
こ
れ
を
排
除
し
た
先
駆
的
革
命

家
の
一
人
と
い
え
る
。
確
か
に
太
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
か
れ
に
は
時
と
し
て
異
文
化
体
験
へ
の
絶
望
と
決
別
と
も
見
粉
う
告
白

が
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
来
”
楽
天
的
〃
で
、
〃
移
動
し
・
漂
白
す
る
”
こ
と
に
よ
っ
て
（
論
者
の
説
く
か
れ
の

“
移
動
認
識
“
に
よ
っ
て
）
、
そ
れ
ま
で
の
傷
つ
き
、
癒
さ
れ
ぬ
心
を
回
復
し
、
認
識
の
相
対
化
を
計
り
得
た
か
れ
は
－
１
例
え
ば
一
一
ユ
ー

ョ
ー
ク
で
の
都
市
体
験
か
ら
カ
リ
ブ
梅
で
の
自
然
回
帰
へ
の
変
身
及
び
そ
の
可
逆
体
験
ｌ
自
ら
の
認
識
の
羅
針
鱸
（
或
い
は
星
座
）

を
絶
え
ず
調
整
し
、
修
正
し
続
け
た
”
稀
有
の
天
才
“
（
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
と
も
共
通
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
間
へ
の
共
感
者
）
で
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あ
っ
た
。
確
か
に
か
れ
に
と
っ
て
こ
の
地
球
、
そ
し
て
そ
こ
に
住
む
あ
ま
た
の
民
族
と
そ
の
文
化
は
か
け
が
え
の
な
い
、
そ
れ
故
愛
し
、

賞
賛
す
べ
き
対
象
で
あ
っ
た
。

ハ
ー
ン
は
説
明
す
る
。

〃
し
か
し
日
本
人
の
根
底
を
形
づ
く
る
そ
の
独
自
性
は
”
視
覚
的
“
・
〃
表
面
的
“
な
も
の
よ
り
”
心
の
領
域
“
（
ロ
の
］
：
○
一
・
四
日
｜

印
［
『
四
月
の
ロ
①
の
め
）
に
於
て
そ
の
真
価
を
発
揮
す
る
。
わ
れ
わ
れ
西
洋
人
は
誠
一
人
日
本
譜
を
完
全
に
征
服
し
得
ぬ
こ
と
に
気
付
い
た

と
き
は
じ
め
て
日
本
語
の
〃
奥
ゆ
き
“
（
ｓ
の
『
目
的
の
（
）
。
←
）
を
知
る
の
で
あ
る
。
〃
人
間
性
を
分
け
る
二
つ
の
越
盤
“
（
号
の
［
目
：
‐

…
嘩
一
…
。
《
冒
曰
…
…
）
た
§
蝋
と
蘭
（
両
…
且
雪
・
豐
）
ｌ
そ
れ
は
人
間
を
分
け
る
態
慨
の
雌
鱗
で

も
あ
る
の
だ
が
‐
Ｉ
そ
れ
ら
は
〃
本
来
は
同
じ
も
の
で
あ
る
仏
日
本
人
と
西
洋
の
子
供
と
の
知
的
相
違
は
目
に
は
見
え
な
い
。
し

か
し
成
長
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
相
違
は
目
に
見
え
る
も
の
と
な
っ
て
拡
が
り
、
大
人
に
な
る
と
、
そ
れ
は
言
語
に
絶
す
る
も
の
と
な

る
。
日
本
人
の
知
的
構
造
の
す
べ
て
は
西
洋
人
の
心
的
発
達
と
は
無
関
係
の
形
態
を
と
っ
て
発
達
す
る
（
の
ぐ
○
一
ぐ
Ｂ
）
油
思
想
の
表

現
は
制
限
さ
れ
、
感
情
的
表
現
も
わ
れ
わ
れ
を
当
惑
・
驚
歎
さ
せ
る
ま
で
に
押
し
込
め
ら
れ
る
。
日
本
人
の
思
考
は
わ
れ
わ
れ
西
洋

人
と
は
異
っ
て
い
る
⑭
か
れ
ら
の
道
徳
生
活
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
未
だ
極
め
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
或
い
は
多
分
長
く
忘
れ
去

ら
れ
て
い
た
思
考
と
感
情
の
領
域
を
示
し
て
い
る
。
日
常
句
の
一
つ
を
西
洋
の
言
葉
に
翻
訳
す
る
と
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を
な
さ

な
い
”
ま
た
逆
に
最
も
簡
単
な
英
文
を
日
本
語
に
訳
そ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
西
洋
の
言
葉
を
学
ん
だ
経
験
の
な
い
日
本
人
に
は
全

く
理
解
さ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
日
本
語
の
字
引
き
で
す
べ
て
の
単
語
を
学
ん
で
も
、
そ
の
知
識
だ
け
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が

鑓
し
て
そ
れ
を
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
．
そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
は
日
本
人
の
も
の
の
考
え
方
、
ｌ
即
ち
’

一
歩
下
が
っ
て
（
ｇ
Ｃ
片
言
ロ
ａ
⑩
）
も
の
を
考
え
る
こ
と
、
ひ
っ
く
り
返
し
・
裏
返
し
て
も
の
を
考
え
る
こ
と
、
西
洋
人
と
は
全
く

珍
奇
な
も
の
へ
の
ハ
ー
ン
の
燗
眼
は
〃
物
的
〃
な
も
の
か
ら
更
に
”
心
的
世
界
”
へ
と
及
び
、
か
れ
の
想
像
力
は
頂
点
に
達
す
る
。

〈
心
の
作
用
と
進
化
論
〉
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（
Ｐ
、
）

違
っ
た
や
り
方
で
Ｊ
い
）
の
を
考
え
る
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
。
“

と
こ
ろ
で
、
民
族
の
〃
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
“
を
左
右
す
る
の
は
断
じ
て
”
人
穂
“
の
相
違
で
は
な
く
、
か
れ
ら
を
育
む
文
化
的
・
社
会

的
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
人
類
学
者
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
は
立
証
し
た
が
、
そ
れ
は
ハ
ー
ン
の
心
的
進
化
論
と
著
し
い
符
合
を
示
し

て
い
る
．
な
ぜ
な
ら
“
人
間
性
を
分
け
る
二
つ
の
蕊
機
ｌ
い
わ
ゆ
る
東
と
西
ｌ
は
“
本
来
は
、
同
じ
も
の
で
あ
る
鋤
こ
と
を
ハ
ー

ン
は
確
認
し
、
も
し
民
族
の
”
知
的
構
造
”
を
分
け
隔
っ
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
民
族
を
育
て
は
ぐ
く
ん
だ
”
も
の
の

考
え
方
“
即
ち
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
指
摘
す
る
”
文
化
の
型
“
－
－
１
例
え
ば
日
本
人
の
思
惟
形
式
は
西
洋
人
と
は
全
く
異
な
り
、
否
全
く

逆
に
一
歩
下
が
っ
て
、
裏
返
し
て
も
の
を
考
え
る
ｌ
に
依
拠
す
る
こ
と
を
か
れ
は
力
説
し
て
止
ま
ぬ
．
ち
な
み
に
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の

文
化
社
会
依
存
説
は
人
種
の
遺
伝
的
優
劣
を
信
奉
す
る
”
生
物
学
的
決
定
論
“
に
真
っ
向
か
ら
対
決
す
る
”
反
人
種
差
別
論
“
に
他
な

ら
な
か
っ
た
。
ダ
グ
ラ
ス
・
ラ
ミ
ス
氏
は
そ
の
著
『
「
菊
と
刀
」
再
考
」
の
中
で
次
の
如
く
指
摘
す
る
。

〃
彼
女
の
学
説
の
重
要
点
は
人
穂
が
ど
う
定
義
さ
れ
よ
う
と
も
、
人
種
の
違
い
が
人
間
の
性
格
、
能
力
、
文
化
を
左
右
す
る
こ
と

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
に
と
っ
て
人
類
学
の
最
大
の
発
見
は
文
化
が
圧
倒
的
な
力
を
発
揮
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
人
間
の
相
述
を
決
め
る
の
は
文
化
で
あ
り
、
文
化
が
変
化
す
る
に
つ
れ
、
同
じ
民
族
と
て
栄
え
る
こ
と
も
衰
え
る
こ
と

も
、
活
力
を
も
つ
こ
と
も
退
廃
す
る
こ
と
も
、
団
結
す
る
こ
と
も
分
裂
す
る
こ
と
も
あ
る
。
人
間
が
幼
少
に
し
て
異
文
化
に
移
り
住

（グｂ）

ん
だ
と
き
彼
（
彼
女
）
は
門
日
ら
が
育
っ
た
国
の
言
葉
を
話
し
そ
の
国
の
習
慣
に
な
じ
ん
で
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
“

人
格
を
決
定
す
る
も
の
が
言
語
や
思
考
形
式
（
習
慣
）
で
あ
る
と
の
強
い
認
識
は
ハ
ー
ン
に
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。
か
れ
の
次
の

言
及
は
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
思
想
を
よ
り
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。

〃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
葉
を
習
得
し
た
経
験
が
あ
っ
て
も
日
本
語
を
学
ぶ
に
は
火
星
人
の
話
す
言
葉
を
学
ぶ
際
と
同
様
ほ
と
ん
ど
役

に
立
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
よ
う
に
日
本
語
が
使
え
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
今
一
度
生
ま
れ
変
っ
て
、
心
を
完
全
に
逆
転

し
て
再
構
築
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
で
あ
っ
て
も
、
日
本
で
生
ま
れ
、
幼
少
か
ら
日
本
語
に
慣
れ
親
し
ん
だ
も
の
は
、

晩
年
に
及
ん
で
も
心
を
日
本
の
環
境
に
な
じ
ま
せ
る
〃
本
能
的
“
知
識
を
留
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
ブ
ラ
ッ
ク
と
い
う
名
前
の
日

本
生
ま
れ
の
英
国
人
が
い
て
、
か
れ
の
熟
達
し
た
日
本
語
は
プ
ロ
の
〃
話
し
家
“
と
し
て
立
派
に
生
計
を
立
て
て
い
る
。
し
か
し
こ
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ハ
ー
ン
と
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
対
比
に
よ
っ
て
か
れ
の
文
化
的
相
対
主
義
及
び
西
洋
を
範
と
仰
ぐ
”
目
文
化
中
心
主
義
〃
か
ら
の
決
別

が
一
層
鮮
明
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
や
が
て
か
れ
独
自
の
〃
心
的
進
化
論
”
１
１
遺
伝
や
形
態
と
密
接
に
関
わ
る
生
物
学
的
進
化

論
と
は
一
線
を
繭
す
精
神
的
進
化
論
ｌ
へ
と
展
開
を
見
る
に
至
る
．
こ
の
上
な
く
興
味
深
い
ハ
ー
ン
の
次
の
一
一
一
章
葉
“
か
れ
ら
の
道

徳
生
活
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
る
と
未
だ
極
め
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
或
い
は
多
分
長
く
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
思
考
と
感
情
の
領
域
を
示

し
て
い
る
“
が
そ
れ
を
解
く
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二
つ
に
区
分
さ
れ
な
が
ら
統
合
さ
れ
た
か
れ
の
命
題
は
果

し
て
何
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
端
的
に
言
え
ば
〃
未
来
“
と
〃
過
去
“
の
要
素
を
矛
盾
し
た
ま
ま
連
結
・
統
合
し
た
こ
の
命

題
こ
そ
ハ
ー
ン
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
と
そ
の
〃
美
し
き
謎
“
を
解
く
鋤
と
言
え
よ
う
。

対
立
的
統
一
命
題
の
解
明
に
先
立
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
独
自
の
〃
精
神
〃
の
〃
進
化
論
〃
が
当
時
一
世
を
風
礎
し
た
ハ
ー
バ
ー
ト
・

ス
ペ
ン
サ
ー
の
社
会
進
化
論
に
少
な
か
ら
ず
影
響
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
か
れ
自
身
の
引
用
か
ら
も
自
明
で
あ
る
が
、
そ
の
際
ハ
ー
ン
が

生
物
進
化
論
ｌ
と
り
わ
け
目
籍
汰
や
弱
肉
強
食
を
強
調
す
る
震
地
支
配
に
繋
が
る
思
想
Ｉ
よ
り
も
む
し
ろ
精
神
の
進
化
に
そ

の
力
点
を
置
き
、
と
り
わ
け
美
的
・
霊
的
進
化
を
重
視
し
て
、
進
化
論
特
有
の
〃
展
開
“
（
の
ぐ
・
一
息
。
ご
）
の
思
想
、
い
わ
ゆ
る
”
価

値
“
の
相
対
化
や
判
断
の
停
止
を
拒
み
、
む
し
ろ
価
値
の
選
択
・
目
的
化
を
積
極
的
に
説
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
し
て
そ
れ

ら
を
ス
ペ
ン
サ
ー
の
総
合
哲
学
と
比
較
す
る
と
き
、
か
れ
の
哲
学
が
人
間
の
内
的
体
験
に
及
ぶ
や
、
そ
れ
が
道
徳
１
１
善
と
悪
の
識
別

Ｉ
的
な
理
念
を
か
か
げ
、
よ
り
目
的
論
的
と
な
っ
た
こ
と
が
斑
解
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
意
味
で
は
、
ハ
ー
ン
の
思
想
は
ジ
ュ
リ
ア

れ
は
例
外
と
言
え
よ
う
…
…
日
本
の
文
字
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
習
得
す
る
に
は
何
千
も
の
漢
字
の
知
識
が
必
要
と
な
ろ
う
。
い
か

な
る
衛
俳
人
も
目
前
の
Ｈ
本
文
を
即
礎
に
訳
す
こ
と
は
不
則
能
で
あ
る
ｌ
実
際
日
本
の
学
者
と
て
そ
れ
が
で
き
る
の
は
ご
く
蝋
か

で
あ
り
Ｉ
加
え
て
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
示
し
た
こ
の
種
の
知
識
は
驚
歎
に
値
す
る
け
れ
ど
も
Ｉ
Ｈ
本
人
の
助
力
葱
し
に
そ

（
７
．
）
 

れ
が
日
の
目
を
見
る
｝
」
と
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
。
“

〈
心
的
進
化
論
の
展
開
坤
復
合
思
考
〉
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わ
た
し
の
主
張
は
、
倫
理
的
価
値
と
人
間
進
化
と
の
結
び
つ
き
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
が
示
唆
し
て
い
る
も
の
よ

り
も
ず
っ
と
緊
密
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
価
値
は
た
ん
に
出
現
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
情
報
の
社
会
遺
伝
的
な
伝
達
に
も

と
づ
く
、
と
り
わ
け
人
間
的
な
進
化
の
モ
ー
ド
は
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
機
能
的
な
要
素
と
し
て
倫
理
的
信
条
の
特
性
を
そ
な
え
た

も
の
の
存
在
を
必
要
と
す
る
。
社
会
遺
伝
的
な
伝
達
が
作
用
す
る
に
先
立
っ
て
送
り
手
と
受
け
手
の
精
神
器
官
に
な
に
か
〈
権
威
を

（
８
）
 

に
な
う
シ
ス
テ
ム
〉
の
よ
う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
〃

ウ
ォ
デ
ィ
ン
ト
ン
の
説
く
“
倫
理
的
価
値
“
と
”
人
間
（
生
物
）
進
化
”
と
の
結
合
は
ハ
ー
ン
の
主
張
す
る
進
化
論
的
文
化
理
解
の

内
容
に
極
め
て
近
い
と
言
え
る
。
ウ
ォ
デ
ィ
ン
ト
ン
は
進
化
の
過
程
に
〃
価
値
〃
の
出
現
を
認
め
、
そ
れ
故
新
し
い
科
学
は
精
神
や
価

値
を
十
分
説
明
で
き
る
も
の
、
進
化
は
機
械
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
越
え
て
、
高
次
で
望
ま
し
い
価
値
の
確
立
（
倫
理
的
信
条
）
を
目
標

と
す
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
た
が
、
美
や
道
徳
と
い
っ
た
非
生
物
学
的
伝
達
を
も
遺
伝
子
に
よ
ら
ぬ
情
報
、
〃
社
会
遺
伝
”
と
い
う
今

一
つ
の
伝
達
モ
ー
ド
と
認
め
て
倫
理
的
進
化
を
〃
精
神
器
官
“
が
営
む
”
権
威
を
に
な
う
シ
ス
テ
ム
〃
と
定
義
し
た
と
き
、
そ
れ
は
ス

ン
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
や
現
代
イ
ギ
リ
ス
の
著
名
な
発
生
生
物
学
者
Ｃ
・
Ｈ
・
ウ
ォ
デ
ィ
ン
ト
ン
に
一
層
近
い
と
言
え
よ
う
。
ウ
ォ
デ
ィ

ン
ト
ン
は
か
れ
の
著
書
『
エ
チ
カ
ル
・
ア
ニ
マ
ル
』
（
こ
の
書
の
タ
イ
ト
ル
に
注
目
）
の
中
で
ジ
ュ
リ
ァ
ン
・
ハ
ッ
ク
ス
リ
ー
（
『
倫
理

の
試
金
石
』
）
を
引
用
し
つ
つ
自
ら
の
〃
生
命
倫
理
“
（
内
的
進
化
論
）
を
説
い
て
い
る
。

γ
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
進
化
の
過
程
で
価
値
と
い
う
も
の
が
出
現
す
る
の
だ
か
ら
、
科
学
者
た
る
も
の
、
こ
れ
を
考
慮
に
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
価
値
は
た
ん
に
進
化
の
過
程
で
あ
ら
わ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
も
っ
と
も
現
代
的
な
局
面
に
お
い
て
も
活

発
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
価
値
に
は
高
次
の
も
の
も
低
次
の
も
の
も
あ
る
こ
と
を
直
裁
か
つ
明
百
な
事
実
と
し
て
知
っ

て
い
る
。
科
学
的
に
分
析
し
て
み
る
と
進
化
の
方
向
に
は
望
ま
し
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
価
値
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も

の
が
あ
る
の
を
発
見
す
る
。
進
化
論
に
も
と
づ
く
広
大
な
科
学
的
世
界
は
、
精
神
や
価
値
を
も
説
明
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、

そ
の
意
味
で
純
粋
に
物
理
的
な
世
界
観
で
は
は
た
し
得
な
い
機
能
を
そ
れ
が
担
う
こ
と
が
可
能
だ
。
そ
れ
は
知
識
と
知
的
な
視
野
や

方
法
論
を
与
え
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
進
む
べ
き
指
針
を
も
与
え
て
く
れ
る
。
そ
う
し
て
、
科
学
的
論
理
の
確
立
の
助
け
と
な
る
の

で
あ
る
…
…
』
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ペ
ン
サ
ー
の
影
稗
下
に
あ
り
つ
つ
、
人
間
進
化
を
高
次
の
精
神
現
象
へ
と
飛
蹴
さ
せ
た
ハ
ー
ン
の
偉
業
と
奇
し
く
も
一
致
す
る
。

ハ
ー
ン
の
進
化
論
が
一
方
に
於
て
倫
理
的
且
つ
目
的
論
的
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
そ
れ
は
未
来
と
過
去
、
前
進
と
後
退
の
矛
盾
し

た
対
極
的
要
素
を
う
ち
に
孕
ん
で
い
る
。
こ
う
し
た
二
律
背
反
或
い
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
な
思
考
様
式
は
ハ
ー
ン
の
意
識
構
造
に
見

ら
れ
る
今
一
つ
の
特
徴
で
あ
る
。
ハ
ー
ン
は
文
明
や
社
会
を
常
に
相
反
す
る
対
極
的
な
要
素
に
よ
っ
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
把
握
し
、
そ

れ
を
重
層
的
に
認
識
す
る
の
を
常
と
し
た
。
既
に
引
用
し
た
か
れ
の
文
化
観
或
い
は
人
間
感
情
に
つ
い
て
の
考
察
に
も
こ
う
し
た
相
異

な
る
二
つ
の
〃
構
造
契
機
“
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
典
型
的
な
も
の
に
”
東
と
西
“
、
〃
近
代
と
伝
統
“
、
〃
感
情
と
思
想
〃
と
い
っ

た
か
れ
特
有
の
視
座
の
原
点
が
あ
る
。
と
り
わ
け
か
れ
が
人
間
を
対
象
と
し
た
と
き
、
そ
の
認
識
の
根
底
に
は
〃
感
情
世
界
“
へ
の
深

い
洞
察
が
優
先
し
て
い
た
。
今
世
紀
を
代
表
す
る
美
術
史
家
ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
も
ま
た
、
〃
イ
コ
ン
“
（
イ
メ
ー
ジ
）
は
“
イ
デ

ア
“
（
思
想
）
に
先
行
す
る
と
い
う
新
た
な
外
界
認
識
の
た
め
の
基
本
原
理
を
提
起
し
、
文
化
形
成
に
於
け
る
人
間
の
〃
直
観
“
と

〃
想
像
力
“
を
重
視
し
た
が
、
ハ
ー
ン
に
於
て
も
文
化
理
解
の
根
本
原
理
は
言
う
ま
で
も
な
く
〃
感
情
“
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。

感
情
に
裏
付
け
ら
れ
た
知
識
や
道
徳
の
世
界
は
意
識
の
下
部
構
造
と
も
言
う
べ
き
独
自
で
自
律
的
な
〃
発
展
“
を
遂
げ
る
。
文
化
に

於
け
る
二
つ
の
感
情
の
纂
本
形
式
が
誕
生
し
、
日
本
文
化
は
本
来
は
同
一
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
西
洋
人
の
そ
れ
と
は
全
く
異
っ
た

感
情
世
界
を
形
成
す
る
に
至
る
。
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
日
本
的
（
お
し
な
べ
て
東
洋
的
）
感
情
世
界
、
と
り
わ
け
そ
の
道
徳
生
活
は
ハ
ー

ン
の
燗
眼
に
よ
っ
て
、
〃
西
洋
人
が
未
だ
極
め
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
或
い
は
長
く
忘
れ
去
ら
れ
た
“
意
識
の
領
域
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
る
。
西
洋
と
の
比
較
・
対
照
の
末
か
れ
が
よ
う
や
く
到
達
し
た
こ
の
異
文
化
認
識
に
は
、
西
洋
と
は
異
な
る
〃
進
化
“
の
展
開
に
よ
っ

て
美
的
・
道
徳
的
優
越
を
誇
る
日
本
文
化
へ
の
謙
虚
な
オ
マ
ー
ジ
ュ
が
表
明
さ
れ
、
か
れ
独
自
の
二
元
論
に
よ
っ
て
西
洋
が
〃
未
だ
極

め
得
ず
“
、
そ
れ
故
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
進
化
の
領
域
の
存
在
が
提
起
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
”
目
文
化
中
心
主
義
“
を
躯
歌
し
て
来
た
西
欧

社
会
に
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
思
考
の
転
換
を
迫
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
今
世
紀
西
欧
社
会
の
行
く
手
を
も
先
取
り
し
て
い
た
。

ハ
ー
ン
の
先
見
は
そ
れ
の
み
に
留
ま
ら
ぬ
。
そ
れ
に
続
く
か
れ
の
次
の
言
葉
”
或
る
い
は
長
く
忘
れ
去
ら
れ
た
“
に
も
認
め
ら
れ
る
。

｜
見
”
進
化
論
“
と
は
矛
盾
す
る
、
否
む
し
ろ
”
記
憶
“
へ
の
畏
敬
す
ら
示
唆
す
る
こ
の
言
葉
に
か
れ
は
如
何
な
る
思
い
を
託
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
の
”
複
合
的
思
惟
〃
の
典
型
を
こ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
際
か
れ
は
進
化
の
意
義
と
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と
こ
ろ
で
〃
対
立
物
の
統
一
“
の
思
想
は
、
西
洋
の
み
な
ら
ず
東
洋
も
含
め
た
人
類
思
想
の
原
型
で
あ
り
、
そ
の
系
譜
を
辿
る
こ
と

は
”
人
類
の
希
求
“
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
な
る
。
十
九
世
紀
鹸
大
の
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
合
理
的
観
念
論
の
展
開
に
際
し
て
、
〃
精

神
の
労
働
“
を
介
し
た
弁
証
法
に
よ
る
対
立
・
矛
盾
の
統
合
（
か
の
人
口
に
臆
灸
し
た
〃
止
揚
〃
の
論
理
の
核
心
は
〃
捨
て
〃
て
〃
生

き
る
“
こ
と
に
あ
る
）
を
試
み
た
が
、
そ
の
思
考
の
ル
ー
ツ
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
も
、
思
惟
で
は
な
く
〃
愛
“
に
よ
る
神
と
の

〃
和
解
“
を
”
十
字
架
“
（
裁
き
と
愛
の
矛
盾
・
敵
対
）
の
秘
義
で
証
そ
う
と
し
た
。
片
や
東
洋
に
あ
っ
て
は
仏
教
が
、
と
り
わ
け

”
即
“
の
理
念
を
介
し
て
一
と
多
、
有
と
無
等
の
相
対
的
現
実
を
克
服
し
、
〃
悟
り
“
（
空
或
い
は
絶
対
無
）
の
境
地
二
即
多
、
事
事

共
に
、
〃
記
憶
“
（
Ⅱ
過
去
へ
の
進
化
）
の
重
要
性
を
誰
よ
り
も
深
く
洞
察
し
て
い
た
。
近
代
の
合
理
主
義
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
〃
退

化
〃
（
退
歩
）
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
人
類
の
神
話
的
世
界
へ
か
れ
は
い
ち
早
く
身
を
投
じ
て
い
た
。
こ
こ
に
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
。

そ
れ
は
今
世
紀
深
層
心
理
学
の
泰
斗
、
ユ
ン
グ
が
説
い
た
〃
シ
ン
ク
ロ
一
一
シ
テ
ィ
”
論
で
あ
る
。
こ
と
わ
る
ま
で
も
な
く
、
ユ
ン
グ
は

人
間
の
心
、
と
り
わ
け
意
識
の
深
層
に
メ
ス
を
入
れ
、
集
合
的
無
意
識
、
原
型
、
セ
ル
フ
等
か
れ
独
自
の
独
創
的
諸
説
を
提
起
し
た
が
、

と
り
わ
け
興
味
深
い
の
が
〃
シ
ン
ク
ロ
一
一
シ
テ
ィ
”
の
仮
説
で
あ
る
。

言
つ
ま
で
も
な
く
、
ユ
ン
グ
は
人
間
の
心
に
於
け
る
様
々
な
対
立
・
葛
藤
Ｉ
と
り
わ
け
生
と
死
、
内
と
外
、
自
我
と
自
己
等
ｌ

に
焦
点
を
合
わ
せ
、
そ
の
秘
密
の
解
明
に
専
念
し
た
が
、
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
の
か
れ
の
最
大
関
心
事
は
”
過
去
“
と
〃
未
来
”
の
対

立
と
そ
の
解
決
（
和
解
）
で
あ
っ
た
。
人
間
を
引
き
裂
き
、
敵
対
さ
せ
る
こ
の
二
つ
の
契
機
を
見
極
め
、
そ
の
和
解
を
、
二
元
論
的
対

立
の
一
元
論
的
統
合
を
計
ろ
う
と
し
た
。
実
際
わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
於
て
は
〃
未
来
“
と
〃
過
去
〃
は
果
て
し
な
く
〃
遠
ざ
か
り
“
、

〃
隔
て
ら
れ
“
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
か
っ
て
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
直
線
の
両
極
は
際
限
な
く
隔
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
は

究
極
的
に
合
致
す
る
と
説
い
た
如
く
、
ユ
ン
グ
は
そ
の
原
理
を
心
の
世
界
に
適
応
し
、
〃
過
去
“
と
”
未
来
“
の
究
極
的
避
遁
を
夢
見
、

無
碍
法
界
）
へ
と
誘
な
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
教
は
も
と
よ
り

マ
に
拘
束
さ
れ
た
当
時
の
坐

そ
れ
を
確
信
し
た
。

と
こ
ろ
で
〃
対
《

ソ
（
か
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
に
厳
し
く
、
批
判
的
で
あ
っ
た
の
は
、
〃
教
義
“
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
ド
グ

〃
教
会
制
度
“
及
び
植
民
地
支
配
と
結
ん
だ
目
文
化
中
心
的
権
威
主
義
に
あ
っ
た
）
東
洋
思
想
（
わ
け
て
も
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仏
教
）
に
造
詣
の
深
か
っ
た
ハ
ー
ン
が
、
い
わ
ゆ
る
生
物
進
化
（
”
強
者
“
の
論
理
）
に
よ
る
”
苛
酷
な
生
存
競
争
“
の
故
に
葬
り
去

ら
れ
た
弱
者
へ
の
配
慮
を
忘
れ
去
り
得
な
か
っ
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
る
。
否
生
物
進
化
論
は
強
者
と
支
配
と
差
別
の
思
想
的
重
大

欠
陥
を
内
に
蔵
し
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
へ
の
〃
共
生
的
“
共
感
と
”
救
済
“
の
倫
理
を
完
全
に
欠
い
て
い
た
。
こ
う
し
た
外
的

（
生
物
学
的
）
自
然
理
解
を
内
的
（
心
的
）
進
化
論
に
よ
っ
て
補
完
・
相
即
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か
れ
は
、
科
学
的
進
化
論
を
生
か

し
つ
つ
も
、
そ
の
欠
陥
を
補
う
内
的
価
値
の
探
求
へ
と
心
を
傾
け
、
か
れ
特
有
の
〃
復
合
思
想
“
を
形
成
す
る
に
至
る
。

最
近
展
開
さ
れ
た
ハ
ー
ン
の
論
考
の
う
ち
、
最
も
注
目
に
値
す
る
も
の
に
、
哲
学
者
梅
原
猛
氏
の
そ
れ
が
あ
る
。
氏
は
ハ
ー
ン
と
ユ

ン
グ
は
意
識
の
探
求
に
於
て
そ
の
志
を
一
に
し
、
そ
の
所
説
に
於
て
両
者
は
完
全
に
一
致
す
る
と
力
説
さ
れ
る
。
氏
の
指
摘
は
今
後
の

（
９
）
 

ハ
ー
ン
研
究
に
一
石
を
投
じ
て
余
り
あ
る
。
筆
者
も
か
っ
て
そ
の
箸
に
於
て
ハ
ー
ン
と
ユ
ン
グ
の
方
法
論
的
共
通
面
を
指
摘
し
た
一
」
と

が
あ
る
が
、
シ
ン
ク
ロ
一
一
シ
テ
ィ
論
の
適
用
も
そ
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

効
率
や
合
理
化
を
旨
と
す
る
近
代
西
欧
思
想
が
果
し
て
人
類
に
〃
幸
福
〃
を
も
た
ら
し
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
学
者
達
に
よ
っ
て
様
々

な
疑
問
が
提
起
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
。
人
類
の
歴
史
は
か
っ
て
〃
単
純
“
で
あ
っ
た
も
の
を
徒
に
〃
複
雑
〃
化
し
て
来
た
だ
け
の
も
の
、

”
単
純
〃
さ
に
こ
そ
〃
幸
補
〃
の
原
点
が
存
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
”
幸
福
“
は
断
じ
て
計
駄
化
で
き
ぬ
も
の
で

あ
る
。
現
代
文
化
人
類
学
の
泰
斗
ヘ
ー
ェ
ル
ダ
ー
ル
博
士
の
次
の
言
葉
は
ハ
ー
ン
が
現
代
文
化
人
類
学
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
も

証
し
て
い
る
。
博
士
は
言
う
、
〃
人
類
が
か
っ
て
文
明
を
共
有
し
得
た
こ
と
を
今
日
わ
れ
わ
れ
は
誇
り
に
思
う
。
“

グー、〆■、〆■、グー、グー、／二、／凸、

７６５４３２１ 
、-グ迫一ジ、－グ、-グ、-ソ、-／追一ゾ 〈

注
〉『
ゴ
○
一
二
『
三
．
媚
⑭
Ｃ
｛
Ｆ
出
『
３
ｓ
。
■
の
四
『
ロ
（
国
。
⑫
（
ｏ
ｐ
ｍ
ｐ
Ｑ
Ｚ
の
三
Ｋ
。
『
庁
エ
○
■
、
三
○
口
三
】
帛
酉
曰
Ｃ
○
日
已
巴
目
］
①
Ｓ
）

『
ワ
ー
ニ
・

』
ワ
ー
ロ
．

■
す
一
。
。

『
ず
一
二
・

・
つ
。
巨
賄
一
騎
巨
】
ョ
『
己
⑫
）
し
ｚ
９
己
Ｆ
○
○
六
呉
岳
の
○
す
『
『
⑫
四
口
号
の
ヨ
ロ
ョ
ロ
ロ
ロ
号
の
⑫
ミ
。
ａ
・
目
○
弄
冒
Ｐ
印
す
。
豈
口
穴
巨
、
ゴ
ロ
」
①
亀
・
で
．
●
・

弓
云
の
二
言
ユ
ー
ヨ
陀
鋺
。
｛
Ｆ
呉
ｏ
、
＆
○
函
の
自
己
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1２ 
（
８
）
Ｃ
・
Ｈ
ｏ
ウ
ォ
デ
ィ
ン
ト
ン
『
エ
チ
カ
ル
・
ア
一
一
マ
ル
』
、
内
田
美
恵
ほ
か
訳
、
工
作
舎
、
’
九
六
○
年
、
’
一
九
○
頁
～
二
九
一
頁
。

（
９
）
拙
著
『
文
明
史
家
ラ
プ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
」
、
千
城
書
店
、
一
九
八
○
年
、
一
六
四
頁
～
一
六
六
頁
。
？

Ｉ
。
，
・
・
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