
美
意
識
の
基
本
性
格

金

田

2丑
日

「
美
意
識
」
と
い
う
語
に
は
、
現
代
美
学
の
基
本
潮
流
か
ら
み
れ
ば
、
ど
こ
か
古
風
な
響
き
が
あ
る
。
そ
の
美
意
識
を
前
面
に
立
て

て
、
木
幡
順
三
の
遺
作
「
美
意
識
論
』
が
一
九
八
六
年
に
出
版
さ
れ
た
。
だ
が
こ
の
論
文
の
原
形
は
か
れ
の
卒
業
論
文
「
美
意
識
の
構

で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
美
意
識
論
が
三

O
年
以
上
の
年
月
を
経
て
も
う
一
度
陽
の
目
を
見
る
に
い
た
っ
た
理
由

造
」
(
一
九
五
一
年
)

は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

一
体
に
、
美
的
現
象
の
意
識
作
用
の
側
面
に
言
及
す
れ
ば
、
す
べ
て
美
意
識
論
と
い
う
わ
け
に
ゆ
か
な
い
。
美
を
感
じ
る
意
識
と
簡

単
に
言
い
切
れ
な
い
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
花
を
美
し
い
と
賞
で
る
場
合
よ
り
も
、
美
な
ど
入
り
こ
む
余
地
の
な
い
場
面
、
た
と
え
ば

生
死
の
際
と
い
っ
た
場
面
の
ほ
う
が
、
む
し
ろ
美
意
識
の
よ
り
よ
く
発
揮
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
美
意
識
と
い
う

語
に
、
あ
る
違
和
感
を
も
つ
こ
と
か
ら
、
本
論
文
は
着
想
さ
れ
た
。

日
本
語
の
「
美
意
識
」
に
は
ド
イ
ツ
語

m
g
F
2
2
S
B
図。ョロ
-
U
2
E
が
対
応
す
る
と
い
う
の
が
今
日
の
美
学
界
の
常
識
で
あ
る
。

こ
の
ド
イ
ツ
語
は
、
新
カ
ン
ト
学
派
の
一
、
マ

l
ル
プ
ル
ク
学
派
の
創
設
者
H

・コ
l
へ
ン
の
『
純
粋
感
情
の
美
学
」
(
一
九
一
二
年
刊
)
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の
中
で
、
天
才
の
生
産
的
意
識
の
根
底
を
貫
く
法
則
性
を
言
い
当
て
る
語
と
し
て
登
場
す
る
し
、
感
情
移
入
の
美
学
の
一
方
の
雄
J

・

フ
オ
ル
ケ
ル
ト
が
主
著
『
美
学
体
系
』
(
第
一
巻
一
九
O
五
年
刊
、
第
二
巻
一
九
一

O
年
刊
、
第
三
巻
一
九
一
四
年
刊
)
を
補
完
す
る
も
の

と
し
て
出
版
し
た
書
物
(
一
九
二

O
年
刊
)
に
つ
け
た
書
名
で
あ
っ
た
。
日
本
に
お
い
て
も
、
大
西
克
躍
が
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
の
帰
国

直
後
に
発
刊
し
た
『
美
学
原
論
』
(
大
正
六
年
刊
)
に
お
い
て
、
市
山
田
F
2
2各
自
∞
ot
司己
x
m
o
E
に
「
美
意
識
」
を
対
応
語
と
す
る
と
注

記
し
、
こ
の
美
意
識
の
構
造
を
解
剖
し
よ
う
と
し
た
。
大
西
は
昭
和
八
年
岩
波
書
庖
刊
の
講
座
『
哲
学
』
に
「
美
意
識
論
史
」
を
執
筆

し
、
さ
ら
に
昭
和
二
四
年
こ
れ
に
ゲ

1
テ
と
へ
ル
ダ

1
に
関
す
る
論
考
を
加
え
て
角
川
書
庖
か
ら
『
美
意
識
論
史
』
を
出
版
す
る
が
、

「
美
意
識
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
観
点
は
、
『
美
学
原
論
」
時
と
か
わ
っ
て
い
な
い
。
戦
後
、
た
と
え
ば
新
聞
紙
面
で
の
新
刊
図
書
広

告
な
ど
に
『

O
O
の
美
意
識
』
の
た
ぐ
い
の
書
名
を
時
に
散
見
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
専
門
研
究
者
の
間
で
は
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な

く
な
っ
た
。
つ
ま
り
「
美
意
識
」
を
軸
と
す
る
美
学
の
体
系
は
、
西
欧
美
学
に
お
い
て
今
世
紀
最
初
の
二

O
年
に
偏
局
す
る
と
い
っ
て

過
言
で
な
い
。
そ
れ
は
心
理
学
的
研
究
と
意
識
の
批
判
哲
学
の
全
盛
期
に
お
い
て
注
目
さ
れ
た
概
念
で
あ
っ
た
。

竹
内
敏
雄
は
大
西
美
学
の
継
承
者
と
し
て
、
大
西
克
躍
の
美
学
体
系
の
公
聞
に
尽
力
し
た
が
、
そ
の
か
れ
は
「
美
意
識
」
の
語
を
神

経
質
な
ま
で
に
避
け
た
。
か
れ
は
美
を
意
識
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
対
象
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
と
ら
え
な
お

そ
う
と
し
、
か
わ
っ
て
「
美
的
体
験
」
の
語
を
使
用
し
た
が
、
後
者
の
用
語
す
ら
美
の
存
在
論
的
傾
斜
の
趨
勢
に
お
い
て
後
退
し
て
い

る
美
学
的
現
状
を
痛
感
し
て
い
た
。
「
か
つ
て
心
理
学
的
方
向
か
ら
生
の
哲
学
な
い
し
現
象
学
の
立
場
へ
の
発
展
に
と
も
な
っ
て
、
『
美

意
識
』
に
か
は
っ
て
美
学
の
中
心
概
念
と
な
っ
た
『
美
的
体
験
』
の
概
念
は
、
現
象
学
そ
の
も
の
が
次
第
に
存
在
論
の
方
向
へ
転
換
す

る
に
し
た
が
っ
て
後
退
し
て
き
た
か
の
観
さ
え
あ
る
。
」
(
「
美
的
体
験
の
構
造
」
昭
和
四
三
年
、
美
学
一
八
巻
四
号
一
頁
)
、
と
か
れ
は
述

懐
す
る
。
美
意
識
と
は
新
カ
ン
ト
学
派
固
有
の
用
語
で
あ
り
、
美
的
体
験
は
意
識
の
志
向
性
を
基
軸
に
す
る
意
識
の
現
象
学
期
の
中
心

概
念
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
現
象
学
が
存
在
論
的
方
向
に
偏
局
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
概
念
す
ら
後
退
し
て
い
っ
た
観
が
あ
る
と
指

摘
し
た
あ
と
で
、
竹
内
は
も
う
一
度
美
的
体
験
の
構
造
を
と
ら
え
か
え
す
必
要
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
れ
は
美
意
識
ま
で
も
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か
れ
の
深
い
悲
し
み
と
し
て
の
戦
争
体
験
か
ら
み
れ
ば
、
す
す
ん
で
死
ま
で
を
美
化
し
て
し
ま
う
美
意
識
な

る
語
に
耐
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
芸
術
や
美
的
現
象
の
範
囲
だ
け
に
局
限
で
き
る
美
的
体
験
の
語
の
ほ
う
が
か
れ
に
は

納
得
が
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
お
お
や
け
に
は
美
意
識
と
美
的
体
験
を
同
義
で
あ
る
と
説
明
す
る
。
し
か
し
新
カ
ン
ト
派
以
来

の
美
学
の
思
潮
史
を
ふ
り
か
え
る
と
き
、
美
意
識
と
美
的
体
験
の
等
向
性
よ
り
も
差
異
の
ほ
う
に
注
意
を
向
け
る
ほ
う
が
大
切
で
あ
る
。

一
九
六

O
年
以
後
ド
イ
ツ
美
学
界
で
、

M
Z
F
2
2の
y
g
∞042-ω

門
的

O
E
に
つ
い
て
鋭
い
反
省
を
加
え
た
哲
学
者
は

H
・
l
G
・
ガ
ダ

マ
ー
で
あ
る
が
、
か
れ
は
そ
の
『
真
理
と
方
法
」
(
一
九
六

O
)
に
お
い
て
現
代
美
学
の
課
題
を
、
美
の
主
観
主
義
化
、
つ
ま
り
美
意

識
の
克
服
に
照
準
を
当
て
て
論
じ
る
。
か
れ
に
よ
れ
ば
、
元
来
社
会
的
モ
ラ
ル
の
確
立
の
た
め
に
案
出
さ
れ
た
は
ず
の
趣
味
概
念
は
、

カ
ン
ト
以
後
主
観
主
義
的
に
短
小
化
さ
れ
、
そ
の
認
識
機
能
が
捨
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
た
だ
現
実
連
関
か
ら
美
的
な
も
の
を
切
り

取
っ
て
ゆ
く
意
識
作
用
と
し
て
の
官
F
2
2各
自
国
。
ョ
ロ
回
目
。
吉
へ
と
転
落
し
て
し
ま
っ
た
。
当
然
ガ
ダ
マ

l
に
と
っ
て
、
美
意
識

は
現
実
連
闘
を
見
失
い
抽
象
化
さ
れ
た
意
識
で
あ
り
、
こ
の
克
服
こ
そ
が
現
代
哲
学
の
中
心
テ

l
マ
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
趣
味

概
念
は
本
来
社
会
的
モ
ラ
ル
の
確
立
の
た
め
に
案
出
さ
れ
た
と
い
う
指
摘
は
、
美
意
識
論
を
考
え
る
う
え
で
や
は
り
重
要
で
あ
る
。

ど
ろ
う
と
し
な
か
っ
た
。

美意識の基本性格

「
美
意
識
」
の
語
は
、
コ

l
へ
ン
や
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の

r
F
2
2岳
日
切
2
5
E忠
一
口
が
紹
介
さ
れ
、
対
応
語
と
し
て
使
用
さ
れ

る
以
前
に
、
既
に
大
塚
保
治
が
使
用
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
か
れ
の
「
死
と
美
意
識
」
と
い
う
論
文
は
、
生
死
論
の
一
節
と
し
て
、

明
治
三
六
年
(
一
九
O
三
年
)
九
月
高
山
樗
牛
の
主
宰
す
る
雑
誌
「
太
陽
」
に
寄
稿
さ
れ
る
。
こ
の
大
塚
の
言
う
「
美
意
識
」
が
い
か

な
る
西
欧
語
と
対
応
関
係
を
も
っ
て
い
た
か
さ
だ
か
で
な
い
。
し
か
し
明
治
四
一
年
(
一
九
O
八
年
)
に
出
版
さ
れ
た
落
合
直
文
「
こ

と
ば
の
泉
』
の
増
補
版
に
、
辞
書
の
項
目
と
し
て
は
「
美
意
識
」
が
初
出
し
、
「
心
理
学
の
語
。
物
事
の
美
醜
を
識
別
す
る
、
心
の
作
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用
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
い
で
に
言
え
ば
、
こ
の
版
に
は
「
美
的
」
と
か
「
美
感
」
の
語
も
登
録
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
「
哲
学

の
語
。
美
の
偲
感
。
美
の
快
感
。
う
つ
く
し
き
感
じ
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
辞
書
に
先
ん
じ
て
明
治
三
二
年
(
一
八

九
九
年
)
に
既
に
高
山
樗
牛
が
『
近
世
美
学
』
を
出
版
し
、
実
感
に
対
す
る
「
美
感
」
の
語
を
あ
げ
、
美
的
仮
象
感
情

m
g
F
E
R
Y
m

mの
y
o
E
m
m
E
F
F
と
同
義
と
し
て
い
る
。
一
方
「
美
意
識
」
は
心
理
学
用
語
と
し
て
説
明
さ
れ
、
芳
賀
矢
一
に
よ
っ
て
改
修
さ
れ
る
同

辞
書
一
九
一
二
年
版
に
よ
る
と
、
出
2
5
2一
の
宮
古
F
2
2
と
い
う
英
語
の
訳
語
と
さ
れ
て
い
る
。
同
μ
印

M
H
F
2
2
の
語
は
、
日
本
の
す

く
な
く
と
も
専
門
用
語
辞
書
と
し
て
は
、
井
上
哲
次
郎
の
『
哲
学
字
棄
」
一
九
一
二
年
版
に
初
出
し
、
「
精
神
活
動
、
精
神
要
素
、
精

神
病
態
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
要
す
る
に
異
常
な
ま
で
に
高
揚
し
た
精
神
状
態
、
辞
書
的
説
明
で
は
「
精
神
病
」
の
意
で
あ
る
。

大
塚
の
い
う
「
美
意
識
」
は
こ
の

ω
g
F
2
W
官
官
y
g
u
と
関
連
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
高
山
樗
牛
は
前
掲
書
で
美
感
を
次
の

よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。
「
美
感
は
美
的
仮
象
に
於
け
る
が
如
く
実
在
よ
り
全
く
遊
離
す
。
而
か
も
美
的
仮
象
が
実
在
物
よ
り
其
の
実

在
性
と
を
抽
象
し
た
る
の
み
に
し
て
其
他
の
、
内
容
は
悉
く
是
を
具
備
す
る
が
知
く
美
感
は
実
感
中
の
実
在
性
を
抽
象
し
た
る
余
り
の

凡
て
の
内
容
を
具
足
す
。
美
感
は
実
感
の
観
念
的
反
象
若
く
は
映
象
と
謂
は
む
が
如
し
。
」
(
『
近
世
美
学
』
博
文
館
一
三
一
二
三
頁
)
。
こ

の
説
明
に
よ
る
か
ぎ
り
、
美
感
は
ま
こ
と
に
平
静
な
意
識
様
態
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
大
塚
は
こ
う
し
た
美
感
と
一
種
の
ズ
レ
を
感
じ

な
が
ら
、
「
美
意
識
」
な
る
語
を
つ
か
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
塚
は
「
美
意
識
が
有
力
な
動
機
と
な
っ
て
生
活
を
動
か
す
こ
と
も
あ
る
」
と
し
、
ひ
と
に
「
死
の
苦
痛
を
軽
減
し
文
は
夫
を
断
滅

す
る
の
み
な
ら
ず
場
合
に
よ
っ
て
は
更
に
進
ん
で
生
を
榔
っ
て
死
を
求
む
る
」
よ
う
に
さ
せ
る
も
の
と
し
て
「
美
意
識
」
を
と
り
あ
げ
、

こ
れ
の
下
位
分
類
に
崇
高
や
滑
稽
や
フ
モ

l
ル
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の
美
的
範
障
論
を
企
て
た
の
で
あ
っ
た
。
な
お
大
正
四

年
以
後
に
お
こ
な
っ
た
講
義
「
唯
美
主
義
の
思
潮
前
編
」
で
は
、
大
塚
は
既
に
コ

1
へ
ン
書
を
読
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
り
、
「
ボ

l
ド

レ
l
ル
の
死
に
は
美
意
識
の
本
質
を
尽
く
し
た
も
の
が
あ
る
」
と
論
じ
る
。
シ
ラ

l
が
美
意
識
に
関
し
て
す
ぐ
れ
て
い
な
が
ら
、
同
時

に
理
論
意
識
も
発
達
し
、
道
徳
的
修
養
も
積
ん
で
い
る
た
め
に
、
人
格
全
体
の
陶
治
の
面
で
は
は
る
か
に
ボ
l
ド
レ

l
ル
を
凌
ぎ
な
が
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ら
、
そ
の
た
め
か
え
っ
て
そ
の
詩
は
凡
俗
な
読
者
に
よ
っ
て
、
道
徳
説
教
の
題
材
の
よ
う
に
も
読
ま
れ
う
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ボ

l
ド

レ
l
ル
は
こ
の
ん
で
人
生
の
消
極
面
を
う
た
っ
た
が
、
そ
の
た
め
に
か
え
っ
て
美
意
識
が
本
質
的
な
も
の
と
し
て
き
わ
だ
っ
て
く
る
、

と
さ
れ
た
。
か
れ
は
ボ

l
ド
レ

1
ル
の
精
神
の
本
質
に
ダ
ン
デ
ィ
ズ
ム
を
見
、
ロ
セ
ツ
テ
ィ
や
ワ
イ
ル
ド
を
も
そ
の
一
族
に
く
わ
え
な

が
ら
、
美
意
識
が
人
生
の
規
範
に
な
っ
た
世
界
を
思
い
描
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

美意識の基本性格

大
西
克
曜
は
先
述
の
著
書
『
美
学
原
論
」
で
、
美
意
識
を
美
学
の
全
範
囲
を
つ
う
じ
て
も
っ
と
も
中
枢
的
な
概
念
と
し
て
と
り
あ
げ

る
。
美
意
識
論
と
は
、
意
識
の
形
態
論
と
し
て
本
来
心
理
学
的
研
究
の
一
部
門
と
し
て
は
じ
ま
る
が
、
美
意
識
の
内
部
に
ア
プ
リ
オ
リ

の
価
値
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
理
学
を
脱
却
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
は
、
コ

l
へ
ン
の

r
F
2
2の
町
内
由

回
0
4
4
ロ
ロ
門
的
巳
ロ
に
「
美
意
識
」
を
対
応
さ
せ
た
が
、
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
意
識
の
生
産
性
、
と
く
に
価
値
の
生
産
性
を
規
定
し
よ
う
と

し
た
。
コ

l
へ
ン
と
の
違
い
は
、
か
れ
が
美
意
識
を
芸
術
創
造
の
分
野
に
か
ぎ
ら
ず
、
美
的
生
産
性
の
一
見
き
わ
め
て
弱
い
自
然
美
の

体
験
に
も
お
し
ひ
ろ
げ
た
と
い
う
点
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
美
意
識
の
生
産
的
性
格
が
か
え
っ
て
弱
め
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
そ
の
差
異
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
い
も
の
で
な
い
。

か
れ
に
よ
れ
ば
、
価
値
と
は
意
識
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
の
起
源
を
も
っ
。
た
だ
そ
れ
は
意
識
に
内
属
し
て
す
む
の
で
な
く
、
対
象

へ
と
投
影
さ
れ
て
、
む
し
ろ
対
象
の
固
有
性
で
あ
る
か
の
よ
う
な
相
貌
に
お
い
て
現
象
す
る
。
「
花
を
美
し
い
と
思
う
」
と
き
、
そ
の

妥
当
判
断
の
主
体
は
あ
く
ま
で
「
思
う
」
の
主
語
と
し
て
の
私
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
「
花
が
美
し
い
」
あ
る
い
は
「
美
し
い
花
」
と

い
っ
た
花
が
主
語
と
な
り
、
美
し
い
が
述
語
と
な
る
関
係
に
転
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
識
か
ら
対
象
へ
の
転
換
を
意

識
論
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
、
大
西
は
美
意
識
を
中
枢
概
念
と
し
た
の
で
あ
る
。
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一
方
、
竹
内
は
こ
の
関
係
を
意
識
と
対
象
の
相
関
性
に
お
い
て
と
ら
え
よ
う
と
し
、
美
的
体
験
と
い
う
語
を
頻
用
し
た
。
か
れ
の
監

修
し
た
「
美
学
事
典
』
(
弘
文
堂
、
一
九
六
一
年
)
に
お
い
て
は
美
意
識
と
美
的
体
験
と
は
同
義
と
す
る
が
、
そ
こ
に
は
文
面
に
現
れ
な

い
哲
学
的
論
争
を
内
含
す
る
根
本
的
な
ズ
レ
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
ズ
レ
が
暖
昧
に
さ
れ
た
ま
ま
美
意
識
と
美
的
体
験
が
同
義

と
さ
れ
、
た
だ
「
美
を
意
識
す
る
心
、
あ
る
い
は
体
験
」
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
大
塚
が
美
意
識
の
語
に
託
し
た
モ
ラ
ル
意
識

の
面
は
忘
却
さ
れ
、
た
だ
美
的
体
験
は
自
然
美
あ
る
い
は
芸
術
美
等
と
い
っ
た
美
的
現
象
に
だ
け
関
与
す
る
意
識
の
一
種
類
と
な
ら
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
同
じ
理
由
に
よ
り
、
美
意
識
は
、
ほ
ん
の
通
り
す
が
り
に
チ
ラ
リ
と
視
界
に
入
る
美
し
い
彩
り

を
も
感
受
す
る
受
動
的
意
識
あ
る
い
は
無
害
な
意
識
を
含
め
る
ほ
ど
に
嬢
小
化
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
日
常
的
語
法
と
し
て
の
「
美
意
識
」
は
い
く
ぶ
ん
ち
が
う
響
き
を
も
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
健
全
な
響
き
を
も
っ
て

い
る
。
た
と
え
ば
細
胞
生
物
学
者
で
歌
人
と
し
て
も
当
代
一
流
の
永
田
和
宏
は
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
。
「
日
本
に
は
こ
の
道
一

筋
と
い
う
美
学
が
あ
る
。
一
筋
に
か
け
る
ひ
た
む
き
さ
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
打
ち
込
む
美
し
さ
。
こ
の
よ
う
な
美
意
識
を
私
自
身
が
ど

こ
か
で
振
り
捨
て
が
た
く
持
っ
て
き
た
か
ら
こ
そ
、
二
足
の
わ
ら
じ
を
気
恥
ず
か
し
く
思
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
」
(
朝
日
新
聞

朝
刊
一
九
八
九
年
一

O
月
九
日
「
し
ご
と
の
周
辺
」
)
こ
こ
で
は
、
「
美
学
」
の
語
も
そ
も
そ
も
そ
う
な
の
だ
が
、
美
意
識
も
ま
た
生
き
方

あ
る
い
は
モ
ラ
ル
を
判
定
す
る
、
一
種
の
倫
理
的
規
範
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
な
い
。
ま
た
小
説
家
開
高
健
は
昭
和
三
二
年

下
半
期
の
芥
川
賞
を
受
賞
し
た
と
き
に
、
「
カ
ラ
ダ
の
つ
づ
く
か
ぎ
り
二
足
の
ワ
ラ
ジ
を
ぬ
が
な
い
」
と
宣
言
し
た
(
毎
日
新
聞
朝
刊
一

九
八
九
年
一
二
月
一

O
日
社
会
面
)
。
こ
れ
は
む
し
ろ
反
美
意
識
と
よ
ん
で
さ
し
っ
か
え
な
い
。
そ
し
て
反
美
意
識
は
ま
た
す
ぐ
れ
て
一

個
の
美
意
識
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
強
烈
な
意
志
が
貫
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ラ
ル
あ
る
い
は
意
志
の
作
用
と
し
て
の
美
意
識
に

含
ま
れ
る
内
実
は
、
美
学
の
世
界
で
は
ど
こ
に
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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美意識の基本性格

木
幡
順
三
は
先
述
の
書
で
、
美
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
に
お
い
て
既
に
使
命
を
終
え
た
感
さ
え
あ
る
「
美
意
識
」
に
依
拠
し
て
、
美
学
の

体
系
を
構
想
し
た
。
な
ぜ
美
意
識
が
か
れ
の
濃
念
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
か
。
「
序
章
美
意
識
論
の
研
究
の
意
義
」
に
お
い
て
こ
う
指

摘
さ
れ
る
。
「
今
日
、
芸
術
・
非
芸
術
の
境
界
す
ら
見
分
け
が
た
く
な
っ
た
現
代
芸
術
の
内
部
を
精
査
し
、
千
変
万
化
の
外
観
を
剥
奪

し
て
、
洞
観
し
え
た
本
質
に
即
し
つ
つ
芸
術
類
型
の
体
系
化
の
原
理
を
省
察
」
す
る
努
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
「
美
意
識
の

統
一
性
を
前
提
」
に
し
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
(
『
美
意
識
論
』
六
頁
)
、
と
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
今
世
紀
の
美
学
の
動
向
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
美
意
識
論
の
一
層
透
徹
し
た
か
た
ち
で
論
じ
る
こ
と
を
阻
む

要
因
が
あ
っ
た
と
、
か
れ
は
考
え
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
美
学
が
十
九
世
紀
に
あ
れ
ほ
ど
風
磨
し
た
心
理
学
的
研
究
に
対
し
て
、
リ
ッ
プ

ス
や
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
の
感
情
移
入
美
学
を
最
後
の
輝
き
と
し
て
急
速
に
背
を
向
け
は
じ
め
た
と
き
、
美
意
識
も
ま
た
美
の
心
理
学
主
義

的
風
潮
の
も
と
で
案
出
さ
れ
た
も
の
と
し
て
一
括
的
に
捨
て
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
こ
れ
ら
経
験
心
理
学
に
依
拠
す
る
美

学
に
お
い
て
は
、
美
意
識
は
美
的
静
観
を
代
表
型
と
し
、
意
識
の
流
れ
を
さ
え
ぎ
る
意
識
集
中
の
持
続
を
理
想
型
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
美
意
識
観
は
、
現
実
の
美
的
生
産
あ
る
い
は
美
的
享
受
の
傾
向
か
ら
講
離
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら

同
じ
く
心
理
学
的
立
場
に
立
つ
に
し
て
も
、
タ
タ
ル
キ
ェ
ヴ
イ
ツ
チ
の
よ
う
な
現
代
美
学
は
、
夢
想
芯
〈
2
目
。
を
意
識
集
中
の
対
極
に

す
え
、
む
し
ろ
流
動
状
態
、
精
神
の
弛
緩
や
疲
労
の
兆
候
を
含
む
一
種
の
集
中
欠
如
状
態
を
積
極
的
に
と
り
あ
げ
、
そ
の
美
的
意
義
に

も
注
目
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
る
種
の
詩
や
美
術
品
、
音
楽
の
演
奏
の
中
で
わ
れ
わ
れ
が
じ
っ
さ
い
体
験
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
心
理
学
的
美
学
は
そ
の
点
で
組
歯
を
き
た
さ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
集
中
と
夢
想
と
は
相
互
に
排
斥

し
合
う
現
象
で
あ
る
。
両
者
を
経
験
心
理
学
の
立
場
か
ら
統
一
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
美
意
識
論
の
拠
り
所
で
あ
っ

た
従
来
の
心
理
学
的
美
学
が
、
そ
の
一
面
性
の
ゆ
え
に
破
綻
し
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
ず
、
そ
れ
に
併
せ
て
美
意
識
論
も
あ
ま
り
論
議
さ
れ

な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
う
ひ
と
つ
に
は
、
哲
学
の
が
わ
か
ら
の
近
代
主
観
主
義
哲
学
へ
の
反
省
を
背
景
に
も
ち
つ
つ
、
美
を
意
識
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
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る
こ
と
を
や
め
て
、
「
美
の
存
在
の
し
か
た
」
「
美
の
現
象
な
い
し
美
の
自
己
開
示
の
さ
ま
」
を
問
う
、
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
傾
向
が
、

ハ
イ
デ
ガ

l
の
強
力
な
影
響
と
古
代
・
中
世
哲
学
の
復
興
を
背
景
に
、
美
学
の
世
界
で
も
有
力
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
情
は
美
意
識

の
問
題
を
正
面
か
ら
問
う
の
に
不
利
な
状
況
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
新
カ
ン
ト
学
派
の
衰
退
と
と
も
に
価
値
哲
学
は
後
退
し
た
が
、
価
値
意
識
と
し
て
の
美
意
識
、
正
確
に
は
営
吾
2
2♀
2

切
。
者
三
洋
自
吉
に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
ま
り
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
風
の
価
値
哲
学
の
登
場
と
衰
退
に
顕
著

で
あ
る
。
か
れ
の
プ
ラ
ト
ン
的
イ
デ
ア
を
思
わ
せ
る
価
値
の
ア
プ
リ
オ
リ
に
つ
い
て
主
張
が
実
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
価
値
観
に
支
え
ら
れ

て
、
一
元
的
に
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
が
、
そ
の
価
値
観
も
二

O
世
紀
を
迎
え
る
と
相
対
化
さ
れ
、
価
値
の
確
実
性
を
に
わ

か
に
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
れ
ほ
ど
価
値
が
相
対
化
さ
れ
よ
う
と
も
、
美
や
芸
術
は
価
値
あ
る
い
は
評
価
を
抜
き
に
し
て
は
論

じ
ら
れ
な
い
。
事
実
、
現
象
学
に
お
い
て
も
価
値
は
そ
れ
を
構
成
す
る
意
識
作
用
と
の
相
関
関
係
に
お
い
て
と
く
に
主
題
化
さ
れ
た
の

で
あ
り
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
現
象
学
派
に
お
い
て
と
く
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
美
的
価
値
は
意
識
作
用
が
み
ず
か
ら
価
値
を
構
成
し
な
が
ら
そ

れ
を
対
象
の
所
有
に
帰
す
る
と
こ
ろ
に
特
性
が
あ
る
。
美
的
体
験
と
は
美
的
価
値
体
験
の
こ
と
と
さ
れ
た
。
「
美
意
識
と
は
美
的
価
値

(
芸
術
的
価
値
)
が
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
唯
一
の
場
で
あ
る
。
」
(
同
、
一
二
頁
)

と
こ
ろ
で
美
的
価
値
と
は
、
真
理
や
道
徳
的
善
と
は
ち
が
い
、
「
意
識
体
験
に
お
い
て
は
じ
め
て
具
体
的
に
充
足
す
る
も
の
」
で
あ

り
、
「
体
験
に
内
在
す
る
価
値
」
で
あ
る
(
問
、
二
二
頁
)
。
こ
れ
は
信
仰
と
い
う
現
実
存
在
的
体
験
を
ま
っ
て
は
じ
め
て
充
足
さ
れ
る

宗
教
的
価
値
(
聖
)
と
相
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、

R
・
オ
ッ
ト
l
や
そ
れ
を
継
承
し
た

E
・
ロ
ッ
タ
1
カ
l
の
い
う
、
宗
教
的
体
験
の

中
心
を
な
す
「
ヌ

l
メ
ン
的
な
も
の
」
、
つ
ま
り
人
格
性
の
深
層
に
あ
る
根
源
感
情
を
分
か
ち
も
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
宗
教
的
価
値

が
感
性
的
体
験
を
越
え
て
行
く
と
い
う
遠
心
的
方
向
に
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
美
的
体
験
は
超
越
的
な
そ
の
価
値
根
拠
を
内
在
化
す

る
た
め
の
過
程
と
し
て
求
心
的
で
あ
る
。
」
(
向
、
同
じ
く
体
験
の
具
体
的
な
充
足
を
場
と
す
る
価
値
体
験
で
あ
り
な
が
ら
、

一
五
頁
)
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宗
教
的
体
験
は
お
の
れ
の
む
こ
う
へ
と
傾
斜
し
て
、
お
の
れ
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
美
的
体
験
の
ほ
う
は
お
の
れ
の

内
部
へ
と
そ
の
価
値
を
求
心
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
、
は
る
か
に
実
存
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
格
性
中
枢
を
震
憾
さ
せ
る
出
来
事
」
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
美
的
価
値
体
験
を
中
心
部
分
と
す
る
美
意
識
研
究
が
現
代
美
学
に
お
い
て
ま
す
ま
す
重
要
性
を
お
び
て
き
て
い
る
。

木
幡
は
、
現
代
に
お
け
る
価
値
混
乱
、
あ
る
い
は
価
値
喪
失
の
事
態
に
、
美
意
識
論
を
再
度
聞
い
直
そ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

際
に
か
れ
が
美
意
識
を
宗
教
的
体
験
と
対
比
的
に
論
じ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

五

美意識の基本性格

木
幡
は
美
意
識
を
、
大
西
以
来
の
美
意
識

1
美
的
体
験
の
図
式
に
な
お
と
ら
わ
れ
て
い
た
。
美
的
体
験
は
「
事
前
の
心
構
え
が
な
く

て
も
、
突
然
生
起
し
う
る
。
」
「
美
的
体
験
は
ま
っ
た
く
突
然
の
来
襲
の
よ
う
に
起
る
こ
と
も
あ
る
。
い
わ
ば
私
が
外
か
ら
不
意
打
ち
に

遭
う
よ
う
に
起
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
」
と
い
う
ウ

l
テ
ィ
ツ
の
言
を
引
き
な
が
ら
、
志
向
的
体
験
と
し
て
の
美
的
体
験
の
「
不
意
を

撃
つ
ロ
ヴ

R
E
E匂
巳
ロ
」
あ
り
か
た
を
本
質
的
特
徴
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
オ
ス
カ
l
・
ベ
ツ
カ

l
の
美
の
「
へ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
的
」

構
造
(
久
野
昭
訳
『
美
の
は
か
な
さ
と
芸
術
家
の
冒
険
性
』
以
文
社
一
一
頁
)
と
つ
な
が
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
れ
が
、
ほ
と
ん

ど
美
的
体
験
で
間
に
合
わ
せ
て
い
た
学
的
状
況
の
中
で
あ
え
て
「
美
意
識
」
な
る
語
を
復
活
さ
せ
る
に
は
、
美
的
体
験
で
は
み
た
さ
れ

な
い
あ
る
決
断
が
あ
っ
た
。

こ
の
急
襲
的
生
起
は
偶
然
的
、
出
合
頭
に
起
こ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
触
発
さ
れ
て
く
る
美
的
受
容
作
用
の
部
分
的
体
験
を

全
体
的
統
一
性
へ
と
導
く
目
的
観
念
を
潜
在
さ
せ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
美
意
識
の
目
的
論
的
統
一
性
の
原
理
」
が
あ
っ
て
、

こ
れ
を
フ
オ
ル
ケ
ル
ト
の
「
美
的
に
身
を
処
そ
う
と
す
る
意
志
母
円
当
日
0

・

5
一
岳
丘
町
丘
町
各
包
括
岳
山
-
Zロ
」
を
引
き
合
い
に

出
し
(
同
、
二
O

|
一
二
頁
)
、
急
襲
的
体
験
に
先
行
す
る
「
美
的
意
志
」
の
存
在
を
語
っ
た
。
「
態
度
」
と
は
「
経
験
の
累
積
が
形
成
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し
た
心
的
・
神
経
的
な
準
備
完
了
の
状
態
」
で
あ
る
と
定
義
で
き
る
と
す
れ
ば
、
美
的
体
験
は
美
的
態
度
を
か
な
ら
ず
し
も
必
要
と
し

な
い
の
で
あ
る
が
、
具
体
的
対
象
と
の
遭
遇
以
前
に
既
に
そ
れ
以
前
の
諸
経
験
の
累
積
に
よ
っ
て
一
種
の
美
的
態
度
が
形
成
さ
れ
て
お

り
、
こ
れ
が
新
し
い
美
的
体
験
に
対
し
て
、
こ
れ
を
方
向
づ
け
る
美
的
意
志
と
し
て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

美
的
体
験
の
根
拠
は
意
識
超
越
的
で
あ
る
以
上
、
美
的
主
体
は
当
の
超
越
的
対
象
に
帰
依
す
る
姿
勢
を
い
つ
も
保
持
し
て
い
な
げ
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
た
だ
あ
れ
こ
れ
の
対
象
の
美
を
意
識
す
る
こ
と
だ
け
で
つ
き
る
の
で
は
な
く
、
当
の
美
的
体
験
を
生
き
る
美
的
主
体

そ
の
も
の
の
自
己
意
識
が
と
も
な
っ
て
く
る
。
こ
の
美
的
主
体
の
自
己
意
識
が
前
面
に
出
て
く
る
と
き
、
美
意
識
が
顕
在
化
す
る
と
言

3iO 

え
る
で
あ
ろ
う
。ー-<....

ノ¥

一
九
九

O
年
、
京
都
国
立
博
物
館
で
日
本
の
一
八
世
紀
美
術
を
再
検
討
し
、
日
本
の
近
代
の
出
発
を
一
八
世
紀
に
も
と
め
る
、
き
わ

め
て
野
心
的
な
展
覧
会
『
一
八
世
紀
の
日
本
美
術
|
|
葛
藤
す
る
美
意
識
』
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
際
副
題
の
「
葛
藤
す
る
美
意
識
」

は

E
h
C
E
-
-丘
町
口
問
〉

g
F丘町
2
3
と
英
訳
さ
れ
て
い
た
。
筆
者
は
こ
の
訳
は
実
に
適
切
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
展
覧
会
を
企
画
し
た
狩

野
博
幸
は
図
録
に
「
一
八
世
紀
と
い
う
時
代
」
と
い
う
基
調
論
文
を
よ
せ
て
い
る
が
、
か
れ
は
そ
こ
で
祇
園
南
海
、
柳
沢
洪
園
の
二
人

を
導
入
係
と
し
て
と
り
あ
げ
る
。
前
者
の
随
筆
『
湘
雲
讃
語
』
に
お
け
る
正
に
対
す
る
奇
を
好
む
反
俗
に
趣
を
見
出
そ
う
と
す
る
「
奇

趣
の
味
」
思
想
、
後
者
の
随
筆
『
ひ
と
り
ね
』
に
お
り
る
常
識
を
逸
脱
し
て
真
情
を
第
一
と
す
る
「
た
わ
け
」
の
思
想
に
、
狩
野
は
一

八
世
紀
の
新
し
い
美
意
識
を
見
る
。
こ
れ
ら
は
、
物
に
遭
遇
じ
て
お
こ
る
美
的
体
験
以
前
に
、
反
俗
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
体
的
姿
勢
、

橋
の
下
で
遊
女
と
待
ち
合
わ
せ
て
約
束
を
ま
も
っ
た
た
め
水
満
ち
て
溺
れ
死
ぬ
尾
生
の
た
わ
け
を
す
す
ん
で
選
ぽ
う
と
す
る
変
異
姿
勢

を
先
行
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
マ
ニ
エ

l
ル
と
か
ス
テ
ィ

l
ル
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。



こ
う
し
た
意
識
、
姿
勢
は
い
ず
れ
も
自
分
の
生
き
る
時
代
へ
の
批
判
を
内
在
し
て
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
「
美
意
識
」
と
か

「
美
学
」
と
い
う
明
治
以
後
に
翻
訳
語
と
し
て
日
本
語
文
化
圏
に
も
ち
こ
ま
れ
た
語
は
、
そ
れ
か
ら
百
年
を
経
ず
し
て
普
通
名
詞
と
し

て
日
常
世
界
に
定
着
し
た
感
が
あ
る
。
美
学
の
語
は
学
問
の
名
称
で
あ
る
よ
り
は
、
そ
れ
こ
そ
美
意
識
と
ほ
ぽ
同
義
語
と
し
て
使
用
さ

れ
、
し
た
が
っ
て
生
き
方
を
方
向
づ
け
る
一
つ
の
姿
勢
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
う
し
た
日
常
語
法
の
健
康
さ
を
ま

じ
め
に
引
き
受
け
る
べ
き
で
な
い
か
。

カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
美
的
趣
味
判
断
の
二
種
を
あ
げ
、
自
由
美
と
附
傭
美
を
分
け
た
が
、
木
幡
は
こ
れ
に
触
れ
つ

つ
、
美
意
識
の
形
式
面
が
「
美
的
価
値
実
現
の
唯
一
の
場
所
」
と
し
て
そ
れ
自
身
で
完
結
し
た
一
つ
の
具
体
的
全
体
を
要
求
し
、
そ
の

意
味
で
自
由
美
の
性
格
を
も
ち
な
が
ら
、
他
方
で
内
容
面
に
お
い
て
概
念
を
前
提
し
、
対
象
の
完
全
性
を
前
提
す
る
と
い
う
点
で
、
附

庸
美
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

美
的
体
験
を
論
じ
よ
う
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
と
も
す
れ
ば
カ
ン
ト
的
自
由
美
を
典
型
と
す
る
方
向
が
優
勢
で
あ
っ
た
。
美
と
崇
高

の
対
比
で
い
え
ば
、
む
し
ろ
美
の
方
向
に
傾
斜
し
て
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
塚
保
治
の
論
文
「
死
と
美
意
識
」
に
お
い

て
示
さ
れ
る
ご
と
く
、
美
意
識
は
む
し
ろ
崇
高
美
の
が
わ
で
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
美
学

の
基
本
性
格
が
見
え
て
く
る
の
で
な
い
か
。

に
お
け
る

r
F
2
2♀
g
回

2
5
E
m
o
E
と
差
異
す
る
日
本
的
「
美
意
識
」

美意識の基本性格
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