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ジ
ァ
ソ

松
本

。
ス
タ
β
バ
ソ
ス
キ
ー
著

勤
訳

『
」
・
」
・
ル

一

ソ
ー

“
透
明
と
障
害
』

　
甦
え
る
ル
ソ
ー
f
彼
の
思
想
像
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
．

　
す
で
に
十
八
世
紀
の
末
頃
に
も
、
　
「
二
重
の
視
点
」
が
ジ
ァ
ソ
四
ジ
ァ
ッ
ク

に
注
が
れ
て
い
た
。
彼
は
政
治
的
英
雄
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
感
傷
的
な
英

雄
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
純
粋
に
内
的
な
啓
示
の
予
言
者
を
見
る
人
も
あ
れ

ば
、
新
し
い
人
間
、
ア
ソ
シ
ァ
ソ
・
レ
ジ
ー
ム
に
懐
柔
さ
れ
て
い
な
い
犠
牲
者

と
見
る
人
も
い
る
、
と
ス
タ
ロ
パ
ソ
ス
キ
ー
は
指
摘
し
て
い
る
。
　
「
何
ひ
と
つ

切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ル
ソ
ー
は
自
己
自
身
の
透
明
の
う
ち
に
お
の
れ

を
失
う
く
美
し
い
魂
V
で
あ
る
。
が
．
そ
の
嘆
き
と
歌
は
世
界
に
お
け
る
ひ
と

つ
の
行
動
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
行
動
の
力
は
、
ル
ソ
ー
が
い
つ
さ
い
の
力
を

放
棄
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
ぺ
ー
ジ
の
な
か
で
、
他
の
ど
こ
よ
り
も
強
力
な
の

だ
。
迫
害
に
直
面
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
拒
ん
だ
た
め
に
、
お
そ
ら
く
彼
は
そ

の
百
倍
も
行
動
す
る
能
力
を
ふ
し
ぎ
な
仕
方
で
受
け
取
つ
た
の
で
あ
ろ
う
．
へ

ー
ゲ
ル
か
ら
見
れ
ば
、
　
〈
美
し
い
魂
〉
は
く
形
を
失
つ
て
空
中
で
崩
れ
る
蒸
気

　
　
　
紹
介
と
批
評

の
よ
う
に
〉
そ
れ
自
体
で
澗
れ
尽
き
る
。
し
か
し
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ソ
は
．
ル
ソ

ー
を
嵐
に
向
つ
て
飛
び
た
つ
た
鷲
に
た
と
え
て
い
る
．
そ
の
な
か
で
も
つ
と
も

正
し
い
イ
メ
ー
ジ
は
、
お
そ
ら
く
、
嵐
を
つ
げ
る
厚
い
黒
雲
、
革
命
、
〈
き
た
る

べ
き
神
々
〉
、
で
あ
ろ
う
」
（
四
七
九
－
四
八
O
頁
）
と
い
う
解
釈
は
、
い
か
に
も

ス
タ
・
バ
ソ
ス
キ
ー
の
思
想
詩
的
な
解
釈
で
あ
る
。

　
他
の
箇
所
で
は
、
　
「
こ
こ
で
一
つ
付
言
し
て
お
き
た
い
。
ジ
ァ
ソ
“
ジ
ァ
ッ

ク
の
意
図
と
は
無
関
係
な
の
だ
が
、
彼
の
思
想
と
生
涯
の
、
み
ず
か
ら
は
予
測

し
え
ぬ
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
．
…
　
ル
ソ
ー
の
主
要
な
関

心
は
歴
史
と
社
会
の
哲
学
か
ら
転
じ
て
、
ほ
と
ん
ど
全
面
的
に
彼
の
個
人
的
な

感
性
の
諸
要
求
へ
と
移
行
し
た
．
と
こ
ろ
が
、
こ
の
特
異
性
へ
の
沈
潜
は
ル
ソ

ー
の
歴
史
的
な
影
響
力
を
弱
め
る
ど
こ
ろ
か
、
逆
に
こ
れ
を
強
め
た
と
い
う
こ

と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
ル
ソ
ー
が
歴
史
を
変
え
た
　
（
た
だ

文
学
を
変
え
た
だ
け
で
な
く
）
と
す
れ
ば
、
そ
の
作
用
は
た
ん
に
彼
の
政
治
理
論

や
歴
史
の
見
方
に
影
響
さ
れ
て
働
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
よ
り

重
要
な
点
に
関
し
て
、
彼
の
例
外
的
な
存
在
の
周
辺
で
練
り
上
げ
ら
れ
た
神
話

か
ら
生
じ
て
い
る
の
だ
。
世
間
か
ら
遠
去
か
る
と
き
、
他
者
に
と
つ
て
無
に
な

ろ
う
と
望
む
と
き
．
彼
は
お
そ
ら
く
心
か
ら
そ
う
思
つ
て
い
た
に
ち
が
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ノ
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
ノ
ド

い
。
と
こ
ろ
が
彼
が
世
間
に
背
を
同
け
る
仕
方
が
世
間
を
変
え
た
の
で
あ
る
．

　
…
『
対
話
』
と
『
夢
想
』
の
作
家
に
と
つ
て
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
唯
一

の
事
柄
は
、
未
来
の
人
類
が
彼
ら
の
法
を
改
革
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
ら
が

ジ
ァ
ソ
H
ジ
ァ
ッ
ク
に
対
す
る
態
度
を
変
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
や
が
て
．

後
代
の
人
び
と
が
彼
を
公
正
に
扱
う
だ
ろ
う
と
い
う
希
望
す
ら
が
消
え
て
し
ま

う
。
彼
は
ひ
た
す
ら
自
分
の
良
心
と
神
に
訴
え
か
け
る
。
し
か
し
歴
史
に
関
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
　
　
　
（
二
四
五
）



　
　
　
紹
介
と
批
評

し
な
い
こ
の
人
間
は
、
そ
の
た
め
に
い
つ
そ
う
深
く
歴
史
に
力
を
及
ぽ
し
て
い

る
の
で
あ
る
」
　
（
八
八
ー
八
九
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
．

　
革
命
の
予
言
者
と
し
て
．
あ
る
い
は
孤
独
な
反
抗
者
と
し
て
、
ル
ソ
ー
は
偉

大
な
る
歴
史
的
影
響
力
を
及
ぽ
し
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
、
そ
L
て
ロ
ベ
ス

ピ
エ
ー
ル
や
サ
ン
・
ジ
ュ
ス
ト
の
理
性
、
真
理
、
正
義
の
祭
典
の
こ
と
で
あ
る

の
か
、
ま
た
は
わ
れ
わ
れ
の
未
完
の
課
題
と
し
て
の
理
想
的
ユ
ー
ト
ピ
ア
の
こ

と
で
あ
る
の
か
、
ス
タ
ロ
バ
ソ
ス
キ
ー
は
何
処
に
も
定
か
に
示
そ
う
と
し
な

い
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
本
書
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
肯
定

（
も
し
く
は
否
定
）
す
る
こ
と
、
彼
と
思
想
論
争
を
試
み
る
こ
と
が
目
的
で
は

な
く
、
羊
、
の
よ
う
な
回
答
を
期
待
す
る
の
は
，
却
つ
て
著
者
の
真
意
と
か
け
離

れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
ソ
ビ
ヴ
ァ
ラ
ン
ス
な
一
個
の
魂
、
ジ
ァ
ソ
”
ジ
ァ
ッ

ク
の
内
面
を
「
透
明
」
と
「
障
害
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
よ
つ
て
、
生
の
実
存

的
次
元
を
精
緻
に
分
析
す
る
こ
と
．
そ
し
て
最
後
に
、
　
「
水
晶
の
よ
う
な
透

明
」
を
求
め
て
、
　
「
石
と
化
し
た
視
線
」
を
み
ず
か
ら
に
向
け
て
、
ヴ
ェ
ー
ル

で
覆
つ
て
し
ま
う
孤
絶
の
人
を
描
く
こ
と
に
、
ス
タ
『
ハ
ソ
ス
キ
ー
の
視
線
は

注
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

二

　
ス
タ
巳
ハ
ソ
ス
キ
ー
は
．
ル
ソ
！
が
孤
独
の
た
め
の
孤
独
を
求
め
た
の
で
は

な
く
、
社
会
が
透
明
の
う
ち
に
構
築
さ
れ
、
す
べ
て
の
精
神
が
心
を
開
く
、
意

識
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ソ
を
、
透
明
が
一
般
意
志
の
な
か
で
実
現
さ
れ
．

「
透
明
が
全
的
で
あ
る
こ
と
」
を
望
ん
で
い
た
．
と
強
調
す
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
つ
ぎ
の
問
い
か
け
は
、
こ
の
ル
ソ
ー
論
自
体
の
間
題
に
か
か
わ
つ
て
い

る
。

一
六

（
二
四
六
）

　
ル
ソ
ー
は
、
倫
理
的
に
十
分
正
当
化
さ
れ
な
い
「
直
接
的
生
」
は
、
社
会
的

人
間
に
課
せ
ら
れ
る
義
務
か
ら
見
る
と
有
罪
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
恐

れ
を
い
だ
い
て
い
る
よ
う
だ
．
直
接
的
な
正
が
無
罪
で
あ
る
た
め
に
は
、
他
者

が
み
な
ず
つ
し
り
と
有
罪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ル
ソ
ー
は
孤
独
な
享
受

の
有
罪
性
を
、
彼
が
行
動
と
自
我
の
外
に
出
る
こ
と
を
妨
げ
る
他
者
へ
と
転

嫁
す
る
。
「
美
し
い
魂
」
は
や
ま
し
い
心
を
い
だ
き
つ
つ
．
悪
の
す
べ
て
を
虚

偽
の
世
界
に
負
わ
せ
て
い
る
。
陶
酔
の
う
ち
に
あ
つ
て
普
遍
と
個
の
一
致
を

知
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
何
も
の
を
も
修
復
し
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
陶
酔
を
い
ざ
な
う
「
償
い
」
が
正
当
と
な
る
た
め
に
は
、

具
体
的
な
統
一
の
希
望
を
す
べ
て
喪
失
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ

う
な
「
快
い
陶
酔
」
が
最
良
の
も
の
で
あ
る
の
は
、
よ
り
良
ぎ
も
の
が
無
い

場
合
、
す
な
わ
ち
人
び
と
の
魂
の
結
合
や
、
燦
々
と
光
を
受
け
て
意
識
が
た

が
い
に
結
ぽ
れ
る
祭
が
な
い
場
合
、
対
人
的
な
友
情
が
な
い
場
合
に
限
ら
れ

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
四
七
八
ー
四
七
九
頁
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
「
祭
」
に
つ
い
て
、
ス
タ
ロ
バ
ソ
ス
キ
ー
は
、
　
『
新
工
・
イ
ー

ズ
』
に
お
け
る
ク
ラ
ラ
ン
共
同
体
の
ブ
ド
ウ
収
穫
の
祭
の
場
面
に
着
目
す
る
．

集
合
的
な
祭
の
躍
動
こ
そ
、
ル
ソ
ー
が
夢
み
た
透
明
の
公
現
の
一
つ
な
の
で
あ

る
。
集
合
的
な
祭
の
高
揚
は
、
　
『
社
会
契
約
論
』
の
一
般
意
志
と
同
じ
構
造
を

も
つ
て
い
る
．
公
衆
の
よ
ろ
こ
び
は
、
一
般
意
志
の
浮
情
的
側
面
を
見
せ
．
一

般
意
志
の
晴
れ
着
を
着
た
側
面
で
あ
る
。



　
祭
は
、
　
『
社
会
契
約
論
』
が
法
理
論
の
平
面
で
表
明
す
る
す
べ
て
の
も
の

を
、
情
的
機
能
の
「
実
存
的
」
平
面
で
表
現
し
て
い
る
。
公
衆
の
歓
喜
の
陶

酔
の
な
か
で
は
、
各
人
は
同
時
に
役
老
で
あ
り
観
衆
で
あ
る
．
ま
た
市
民
で

あ
る
こ
と
の
二
重
の
条
件
に
関
し
て
は
、
社
会
契
約
の
結
論
の
あ
と
で
、
容

易
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
i
市
民
は
「
主
権
者
」
　
（
器
衰
。
邑
ロ
）

の
一
員
」
で
あ
る
と
と
も
に
、
　
「
国
家
の
（
国
馨
）
一
員
で
」
あ
り
、
市
民
は

法
を
欲
す
る
者
で
あ
る
と
と
も
に
法
に
従
う
者
で
あ
る
．
と
。
　
「
全
員
が
そ

れ
で
い
つ
そ
う
よ
く
結
合
す
る
よ
う
に
、
各
人
が
他
者
の
う
ち
に
自
分
を

見
、
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
せ
よ
」
。
す
べ
て
の
同
胞
を
見
、
す
べ
て
の
人

か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
。
こ
こ
に
、
全
員
の
意
志
を
同
時
に
譲
渡
し
、
各
人
は

そ
の
代
償
と
し
て
集
団
に
譲
り
渡
し
た
も
の
す
べ
て
を
受
け
取
る
と
い
う

〔
社
会
契
約
の
〕
公
準
を
ふ
た
た
び
見
出
す
こ
と
は
、
困
難
で
は
な
い
（
一

八
三
頁
）
．

　
つ
づ
い
て
、
　
『
社
会
契
約
論
』
の
有
名
な
一
節
「
各
人
は
自
己
の
す
べ
て
を

人
に
与
え
て
、
し
か
も
誰
に
も
自
己
を
与
え
な
い
。
そ
し
て
、
自
分
が
譲
り
渡

す
の
と
同
じ
権
利
を
受
け
と
ら
な
い
よ
う
な
、
い
か
な
る
構
成
員
も
存
在
し

な
い
の
だ
か
ら
、
人
は
失
う
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ
価
値
の
も
の
を
手
に
入

れ
、
ま
た
所
有
し
て
い
る
も
の
を
保
存
す
る
た
め
の
よ
り
多
く
の
力
を
手
に
入

れ
る
」
が
引
用
さ
れ
、

　
『
社
会
契
約
論
』
が
意
志
と
所
有
（
雲
。
ε
の
平
面
で
規
定
し
た
こ
と

を
、
祭
は
視
線
と
存
在
　
（
①
落
）
の
平
面
で
実
現
す
る
。
各
人
は
他
者
の
視

　
　
紹
介
と
批
評

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
ね

線
の
な
か
へ
「
譲
渡
」
さ
れ
、
遍
き
「
承
認
」
に
よ
つ
て
自
分
に
返
さ
れ

る
．
絶
対
的
贈
与
の
運
動
は
逆
転
し
て
ナ
ル
シ
シ
ッ
ク
な
自
己
熟
視
と
な

る
．
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
熟
視
さ
れ
た
自
我
は
、
純
粋
な
自
由
、
純
粋
な

透
明
で
あ
り
、
し
か
も
他
者
の
自
由
、
他
者
の
透
明
と
連
続
し
て
い
る
。
こ

れ
は
「
共
通
の
自
我
」
な
の
で
あ
る
（
一
八
四
頁
）
．

　
さ
ら
に
、
ル
ソ
ー
に
と
つ
て
祭
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
全
員
が
平
等
に
参
加
す
る

こ
と
と
、
祭
の
中
心
に
一
個
の
人
格
を
想
定
す
る
こ
と
が
重
な
り
合
つ
て
い

て
、
そ
れ
ら
は
『
社
会
契
約
論
』
に
お
け
る
共
同
体
の
全
員
一
致
と
立
法
者
の

イ
メ
ー
ジ
に
照
応
し
て
い
る
．
確
か
に
、
祭
は
一
般
意
志
の
あ
ら
わ
れ
で
あ

り
、
ス
タ
・
バ
ソ
ス
キ
ー
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
の
構
造
的
類
似
性
を
示
唆

し
て
い
る
点
は
興
味
深
い
．
し
か
し
な
が
ら
、
一
般
意
志
は
祭
り
の
た
ん
な
る

結
合
行
為
で
は
な
く
．
ル
ソ
ー
自
身
の
論
理
に
も
明
快
さ
が
欠
け
て
い
る
が
、

う
　
　
う

政
治
の
「
共
同
討
議
」
と
い
う
性
質
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
三

　
ル
ソ
ー
が
自
己
の
魂
の
真
実
に
つ
い
て
語
る
と
ぎ
に
、
そ
れ
は
伝
記
的
事
実

の
正
確
さ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
を
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
せ
て
、
い

つ
そ
う
本
質
的
な
自
己
を
露
呈
し
て
ゆ
く
。
し
た
が
つ
て
、
そ
の
真
実
は
、
検

証
の
常
套
的
な
諸
法
則
か
ら
洩
れ
て
し
ま
う
も
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
真
実
の
領

域
に
い
る
の
で
は
な
く
、
真
正
（
費
暮
ぽ
昌
。
幕
）
の
領
域
に
い
る
こ
と
に
な

る
。

　
　
ナ
　
タ
ノ
チ
ノ
ニ
ロ

　
　
真
正
と
は
、
距
離
な
く
反
省
な
ぎ
誠
実
さ
い
が
い
の
何
も
の
で
も
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
　
　
（
二
四
七
）



　
　
紹
介
と
批
評

先
立
つ
て
存
在
し
服
従
を
要
求
す
る
対
象
に
も
は
や
し
た
が
わ
ぬ
自
発
性
い

が
い
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
正
な
こ
と
ば
は
、
直
接
的
な
衝

撃
に
対
す
る
無
頓
着
な
自
己
放
棄
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
。
…
－
対
象
の
境

界
を
定
め
よ
う
と
す
る
反
省
の
慎
重
な
方
式
に
代
つ
て
、
自
由
な
自
己
創
造

が
来
る
。
自
我
が
み
ず
か
ら
の
源
泉
を
求
め
て
遡
及
す
る
こ
と
は
、
も
は
や

必
要
で
は
な
い
。
そ
の
源
泉
は
、
ま
さ
に
、
こ
こ
、
感
動
が
湧
出
す
る
現
在
の

瞬
間
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
じ
つ
さ
い
、
す
べ
て
が
こ
れ
ほ
ど
純
粋
な
現
在
に

お
い
て
生
起
す
る
の
だ
か
ら
、
過
去
そ
の
も
の
も
現
在
の
感
情
と
し
て
ふ
た

た
び
生
き
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
重
要
な
の
は
自
分
を
考
え
る
こ
と

で
も
自
分
を
判
断
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
自
己
で
あ
る
こ
と
だ
。

　
真
正
の
倫
理
学
で
は
、
ル
ソ
ー
の
標
語
「
真
理
の
た
め
に
命
を
捧
げ

る
」
は
、
　
「
み
ず
か
ら
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
」
の
同
義
語
と
な
る
。
と
い

う
の
は
、
彼
が
生
命
を
捧
げ
る
べ
き
真
理
は
な
に
よ
り
も
彼
の
真
理
で
あ

り
、
真
理
と
の
契
約
は
彼
自
身
と
の
契
約
な
の
だ
か
ら
。
自
已
か
お
ひ
ひ
ど

　
　
　
　
　
ア
ノ
ペ
ラ
チ
ブ

と
い
う
．
．
－
・
．
命
令
は
、
あ
ら
か
じ
め
設
定
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
真
理
に
生
命

を
ゆ
だ
ね
る
よ
う
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
自
分
を
絶
対

的
な
源
泉
と
し
て
認
め
る
こ
と
の
み
を
強
制
す
る
（
三
六
五
⊥
二
六
六
頁
）
。

　
ス
タ
・
バ
ソ
ス
キ
ー
の
論
じ
て
い
る
文
学
的
な
文
脈
を
離
れ
て
、
こ
の
「
真

正
」
な
る
も
の
を
政
治
的
現
実
世
界
に
移
し
た
な
ら
ぽ
、
一
体
ど
の
よ
う
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
、
ゆ
暮
ぎ
づ
鼠
審
　
の
政
治
を
求
め
て
や
ま
ぬ

人
び
と
が
、
ル
ソ
ー
的
な
自
己
表
現
を
主
張
す
れ
ぽ
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
主
観

“
共
同
体
的
な
ア
ナ
ー
キ
ー
で
あ
ろ
う
し
・
そ
の
う
え
に
、
自
己
中
心
的
全
能
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
八
　
　
　
（
二
四
八
）

が
溶
け
合
つ
た
異
様
な
超
政
治
的
な
全
体
論
的
志
向
へ
と
い
ざ
な
う
危
険
性
す

ら
予
感
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
人
間
の
本
質
的
葛
藤
が
綜
合
の
な
か
で
和
ら

ぐ
と
き
、
人
間
は
神
の
特
権
を
わ
が
も
の
と
す
る
の
だ
。
そ
の
と
き
〈
一
家
の

父
〉
は
神
に
似
て
く
る
．
彼
は
自
分
の
所
有
す
る
も
の
の
う
ち
に
現
存
し
、
彼

は
自
分
自
身
だ
け
で
こ
と
足
り
て
い
る
。
彼
に
と
つ
て
所
有
（
§
。
3
の
充
実

は
．
存
在
（
鳴
誉
）
の
充
実
と
正
確
に
軌
を
一
に
し
て
い
る
．
彼
は
自
分
が
も
つ

て
い
る
も
の
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
。
－
：
ヴ
ォ
ル
マ
ー
ル
は
神
を
信
じ
な

い
．
し
か
し
、
瞑
想
の
満
足
の
な
か
で
ー
彼
は
こ
の
満
足
の
な
か
で
自
己
を

所
有
し
．
周
囲
の
す
べ
て
の
も
の
を
所
有
す
る
i
、
神
に
類
似
し
た
も
の
に

な
つ
て
い
る
。
…
…
ク
ラ
ラ
ソ
の
領
地
は
、
意
識
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
自
己

が
自
己
自
身
に
ち
が
い
な
い
と
認
知
す
る
場
所
で
あ
る
」
（
二
一
〇
⊥
二
一
頁
）

と
い
う
言
葉
は
、
ク
ラ
ラ
ン
の
政
治
の
な
か
に
尉
す
暗
い
騎
を
感
じ
さ
せ
る
か

に
思
わ
れ
る
。

　
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
の
試
み
は
、
ル
ソ
ー
固
有
の
世
界
に
内
属
す

る
テ
キ
ス
ト
の
シ
ソ
ボ
ル
や
観
念
を
細
部
に
わ
た
つ
て
分
析
し
、
揺
れ
動
く
彼

の
精
神
構
造
の
内
的
論
理
を
透
過
し
た
も
の
で
、
そ
の
限
り
で
は
比
類
な
き
戌

功
を
収
め
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
え
て
政
治
思
想
に
引
き
寄
せ
て
断
片
的

に
論
断
す
る
よ
う
な
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
『
透
明

と
障
害
』
は
、
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
研
究
に
深
み
を
ま
し
．
貢
献
す
る
と
こ
ろ

の
多
い
す
ぐ
れ
た
訳
業
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
四
十
八
年
思
索
社
刊
五
〇
〇
＋
V
揃
頁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
奈
良
和
重


