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凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
岩
波
書
店
刊
『
三
木
清
全
集
』（1966

〜68

、1986

年
）
よ
り
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下

の
よ
う
な
改
定
を
施
し
て
い
る
。

・
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
、
旧
仮
名
遣
い
は
新
仮
名
使
い
に
改
め
た
。

・
送
り
仮
名
を
一
部
現
代
的
に
改
め
た
。「
表
は
す
・
現
は
す
・
顕
は
す
・
著
は
す
・
露
は
れ
」
は
「
表
す
・
現
す
・
顕
す
・

著
す
・
露
れ
」
と
、「
明
ら
か
」
は
「
明
ら
か
」、「
少
い
」
は
「
少
な
い
」、「
異
る
」
は
「
異
な
る
」
な
ど
多
数
に
の
ぼ
る
。

・「
帰き
ち
ゃ
く著

」
な
ど
現
代
的
に
は
「
著
」
で
は
な
く
「
着
」
が
使
わ
れ
る
ケ
ー
ス
は
「
帰
着
」
等
と
変
え
た
。「
屡
」
は
「
屡
々
」

と
し
た
。「
愈
い
よ
い
よ」「

益
ま
す
ま
す」

も
「
愈
々
」「
益
々
」
と
。

・
人
名
な
ど
カ
タ
カ
ナ
表
記
は
論
文
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
主
な
も
の
は
統
一
し
た
。
殊
に
「
ヰ
・

ヸ
・
ヷ
」
な
ど
現
代
で
は
使
わ
れ
な
い
も
の
は
す
べ
て
変
え
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
は
す
べ
て
取
り
入
れ
て
い
る
が
、
加
え
て
、
漢
字
の
読
み
と
し
て
作
成
者
が
追
加
し
た
。
そ

れ
ら
の
区
別
は
し
て
い
な
い
。

・〔
〕
は
編
者
。【
】
に
よ
る
注
記
、お
よ
び
ペ
ー
ジ
左
端
の
脚
注
は
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。「
解
題
」
は
作
成
者
に
よ
る
。

・
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
の
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
文
献
中
の
ロ
ー
マ
数
字
は
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
トI, II, IV, X

で
代
用
し
て
い
る
。

・
ギ
リ
シ
ャ
文
字
はTekniaG

reek font

を
使
っ
て
い
る
。
但
しφι
は
作
成
ソ
フ
ト
と
の
相
性
が
悪
く
別
フ
ォ
ン
ト
で
あ
る
。



底
本
と
し
た
全
集
の
編
集
方
針
は
、「
原
則
と
し
て
最
終
稿
を
原
典
と
し
、
校
異

は
特
別
の
他
示
さ
な
い
。
明
確
な
誤
記
・
誤
植
以
外
は
原
形
を
保
存
す
る
。
歴
史

的
意
義
を
持
つ
初
期
著
作
は
原
形
の
ま
ま
収
録
し
、
各
種
発
表
さ
れ
た
た
ぐ
い
の

も
の
は
、
分
類
し
年
代
順
に
配
列
し
た
。」
と
あ
る
。

底
本
と
し
た
全
集
は
、
次
の
五
氏
の
編
集
よ
り
な
っ
た
も
の
で
す
。

大
内
　
兵
衛

東
畑
　
精
一

羽
仁
　
五
郎

桝
田
啓
三
郎

久
野
　
　
收



第
六
巻
　
哲
学
入
門
・
技
術
哲
学
・
他

哲
学
入
門

序
論一　

出
発
点

二　

人
間
と
環
境

三　

本
能
と
知
性

四　

経
験

五　

常
識

六　

科
学

七　

哲
学

第
一
章　

知
識
の
問
題

一　

真
理

二　

模
写
と
構
成

三　

経
験
的
と
先
験
的

四　

物　

関
係　

形

五　

知
識
の
相
対
性
と
絕
対
性

六　

知
識
の
倫
理

第
二
章　

行
為
の
問
題　

一　

道
徳
的
行
為

二　

徳



三　

行
為
の
目
的

技
術
哲
学

第
一
章　

技
術
の
本
質

第
一
節　

技
術
的
行
為

第
二
節　

手
段
と
目
的

第
三
節　

発
明

第
四
節　

道
具
と
機
械

第
五
節　

科
学
と
技
術

第
二
章　

技
術
と
社
会

第
一
節　

道
具
聯
関

第
二
節　

技
術
の
社
会
性

第
三
節　

技
術
の
社
会
的
・
道
徳
的
問
題

第
三
章　

技
術
と
道
徳

第
一
節　

技
術
の
倫
理

第
二
節　

道
徳
と
技
術

附
録技

術
学
の
理
念

技
術
と
新
文
化

後
記



形
而
上
学

現
代
哲
学
思
潮

文
化
社
会
学

社
会
科
学

社
会
道
徳

自
由
と
自
由
主
義

【
解
題
】



哲
学
入
門



八

哲
学
入
門序

哲
学
に
入
る
門
は
到
る
処
に
あ
る
。
諸
君
は
、
諸
君
が
現
実
に
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
従
っ
て
、
め
い
め
い
そ

の
門
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
示
さ
れ
た
の
は
哲
学
に
入
る
多
く
の
門
の
一
つ
に
過
ぎ
ぬ
。

し
か
し
諸
君
が
如い

か何
な
る
門
か
ら
入
る
に
し
て
も
、
も
し
諸
君
が
哲
学
に
つ
い
て
未
知
で
あ
る
な
ら
、
諸
君
に
は

案
内
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
は
そ
の
一
つ
の
案
内
で
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

哲
学
入
門
は
哲
学
概
論
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
世
に
行
わ
れ
る
概
論
書
の
如
く
哲
学
史
上
に
現
れ
た
種
々

の
説
を
分
類
し
系
統
立
て
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
く
、
或
い
は
ま
た
自
己
の
哲
学
体
系
を
要
約
し
て
叙

述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
も
な
い
。
し
か
し
哲
学
は
学
と
し
て
、
特
に
究
極
の
原
理
に
関
す
る
学
と
し

て
、
統
一
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
こ
の
入
門
書
に
も
ま
た
或
る
統
一
、
少
な
く
と
も
或
る
究
極

的
な
も
の
に
対
す
る
指
示
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
こ
こ
で
予
想
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私
の

理
解
す
る
限
り
の
西
田
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
西
田
哲
学
の
解
説
を
直
接
の
目
的
と
す

る
の
で
な
い
こ
の
書
に
お
い
て
、
私
が
自
由
に
語
っ
た
言
葉
は
、
す
べ
て
私
自
身
の
も
の
と
し
て
私
の
責
任
に
お

け
る
も
の
で
あ
る
。



九

序
論

す
べ
て
の
学
は
真
理
に
対
す
る
愛
に
発
し
、
真
理
に
基
づ
く
勇
気
を
喚よ

び
起
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
書
を
通
じ
て
私
が
特
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
真
理
の
行
為
的
意
味
で
あ
る
。
哲
学
は
究
極
の
も
の
に

関
心
す
る
と
い
っ
て
も
、
つ
ね
に
た
だ
究
極
の
も
の
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
日
々
に
接
触
す
る
現

実
を
正
し
く
見
る
こ
と
を
教
え
得
な
い
な
ら
ば
、
如い

か何
に
深
遠
に
見
え
る
哲
学
も
す
べ
て
空
語
に
等
し
い
。
こ
の

書
が
現
実
に
つ
い
て
の
諸
君
の
考
え
方
に
何
等
か
の
示
唆
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
幸
で
あ
る
。

本
書
の
出
版
に
あ
た
っ
て
岩
波
書
店
小
林
勇
、
小
林
竜
介
両
君
並
び
に
三
秀
舎
島
誠
君
に
多
大
の
世
話
に
な
っ

た
こ
と
を
記
し
て
、
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

一
九
四
〇
年
三
月

三
木
清



一
〇

哲
学
入
門序

論
一　
出
発
点

哲
学
が
何
で
あ
る
か
は
、
誰
も
す
で
に
何
等
か
知
っ
て
い
る
。
も
し
全
く
知
ら
な
い
な
ら
ば
、
ひ
と
は
哲
学
を

求
め
る
こ
と
も
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
る
意
味
に
お
い
て
す
べ
て
の
人
間
は
哲
学
者
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

哲
学
は
現
実
の
中
か
ら
生
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
が
哲
学
の
元
来
の
出
発
点
で
あ
り
、
哲
学
は
現
実
か
ら
出
立
す
る

の
で
あ
る
。

哲
学
が
現
実
か
ら
出
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
現
実
と
い
う
も
の
を
彼
方
に
置
い
て
、
そ
れ
に
就つ

い
て
研

究
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
現
実
は
我
々
に
対
し
て
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
中
に
我
々
が
あ
る
の
で
あ

る
。
我
々
は
そ
こ
に
生
れ
、
そ
こ
で
働
き
、
そ
こ
で
考
え
、
そ
こ
に
死
ぬ
る
、
そ
こ
が
現
実
で
あ
る
。
我
々
に
対

し
て
あ
る
も
の
は
哲
学
の
言
葉
で
対
象
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
現
実
は
対
象
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
我
々
が
そ
こ
に

立
っ
て
い
る
足
場
で
あ
り
、
基
底
で
あ
る
。
或
い
は
一
層
正
確
に
い
う
と
、
現
実
が
対
象
と
し
て
で
な
く
基
底
と



一
一

序
論

し
て
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
哲
学
に
固
有
な
こ
と
で
あ
る
。
科
学
は
現
実
を
対
象
的
に
考
察
す
る
。
し

か
る
に
現
実
が
足
下
か
ら
揺
ぎ
出
す
の
を
覚
え
る
と
き
、
基
底
の
危
機
と
い
う
も
の
か
ら
哲
学
は
生
れ
て
く
る
。

哲
学
は
現
実
に
就つ

い
て
考
え
る
の
で
な
く
、
現
実
の
中
か
ら
考
え
る
の
で
あ
る
。
現
実
は
我
々
が
そ
こ
に
お
い
て

あ
る
場
所
で
あ
り
、
我
々
自
身
、
現
実
の
中
の
ひ
と
つ
の
現
実
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
対
象
と
し
て
考
え
る
場
合
、
現

実
は
哲
学
の
唯
一
の
出
発
点
で
あ
り
得
な
い
に
し
て
も
、
場
所
と
し
て
考
え
る
場
合
、
現
実
以
外
に
哲
学
の
出
発

点
は
な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
は
し
ば
し
ば
無
前
提
の
学
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
れ
が
現
実
か
ら
出
立
す
る
と
い
う
と
き
、

現
実
と
い
う
も
の
が
前
提
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
哲
学
に
し
て
も
空
無
か
ら
始
め
る
こ
と
は
で

き
ぬ
。
い
わ
ゆ
る
無
前
提
と
は
前
提
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
最
も
必
然
的
な
前
提
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
は
任
意
の
前
提
で
な
く
、
如い

か何
に
し
て
も
逃
れ
得
な
い
前
提
で
あ
る
。
現
実
か
ら
遊
離

し
た
哲
学
も
、
そ
の
遊
離
す
る
こ
と
に
お
い
て
な
お
現
実
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
出
発
点
を
取

る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
の
一
つ
の
立
場
を
あ
ら
か
じ
め
取
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
を
立
場
と
い
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
哲
学
に
お
け
る
唯
一
の
立
場
で
あ
る
。
対
象
と
し
て
で
な
く
、
基
底
と
し
て
、
場
所
と
し
て
、
現

実
は
か
よ
う
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
よ
う
に
必
然
的
な
も
の
が
単
に
必
然
的
な
も
の
に
止



一
二

哲
学
入
門

ま
る
限
り
哲
学
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
基
底
の
危
機
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
必
然
的
な
も
の

の
必
然
性
は
揺
り
動
か
さ
れ
、
ひ
と
つ
の
可
能
性
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
く
る
。
最
も
必
然
的
と
思
わ
れ
て
い
る
も

の
が
単
に
可
能
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
に
、
必
然
性
の
可
能
性
へ
の
こ
の
転
換
の
う
ち

に
、
哲
学
的
意
識
は
現
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
自
己
の
前
提
で
あ
る
も
の
を
み
ず
か
ら
意
識
し
反
省
し

て
ゆ
く
こ
と
が
、
哲
学
の
無
前
提
性
と
い
わ
れ
る
も
の
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
つ
の
現
実
と
し
て
現

実
の
中
に
あ
る
人
間
が
現
実
の
中
か
ら
現
実
を
徹
底
的
に
自
覚
し
て
ゆ
く
過
程
が
哲
学
で
あ
る
。
哲
学
は
現
実
か

ら
出
立
し
て
ど
こ
か
他
の
処
へ
行
く
の
で
な
く
、
つ
ね
に
現
実
へ
還
っ
て
く
る
。
そ
の
際
、
必
然
性
は
可
能
性
の

否
定
的
媒
介
を
通
じ
て
真
の
現
実
性
に
達
す
る
の
で
あ
っ
て
、
哲
学
的
に
自
覚
さ
れ
た
現
実
性
は
必
然
性
と
可
能

性
と
の
統
一
で
あ
る
。

哲
学
的
探
求
の
初
め
に
お
い
て
現
実
は
も
と
よ
り
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
。
全
く
知
ら
れ
て
い
な

い
も
の
は
問
題
に
な
る
こ
と
も
で
き
ぬ
、
問
題
に
な
る
と
い
う
に
は
既
に
何
等
か
知
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
こ
に
は
ま
た
何
か
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
全
く
知
ら
れ
て

い
る
も
の
に
は
問
題
は
な
い
筈
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
知
っ
て
い
る
と
共
に
知
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
探
求

は
始
ま
る
の
で
あ
る
。
哲
学
者
は
全
知
者
と
無
知
者
と
の
中
間
者
で
あ
る
、
と
プ
ラ
ト
ン
は
い
っ
た
。
全
く
知
ら



一
三

序
論

な
い
者
は
哲
学
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
全
く
知
っ
て
い
る
者
も
哲
学
し
な
い
で
あ
ろ
う
、
哲
学
は
無
知
と
全
知
と
の

中
間
で
あ
り
、
無
知
か
ら
知
へ
の
運
動
で
あ
る
。
不
完
全
性
か
ら
完
全
性
へ
の
こ
の
運
動
は
愛
と
呼
ば
れ
た
。
哲

学
は
、
そ
れ
に
あ
た
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
よ
う
に
、
知
識
の
愛
で

あ
る
。
そ
れ
は
知
識
の
所
有
で
あ
る
よ
り
も
所
有
へ
の
行
程
で
あ
り
、
従
っ
て
哲
学
す
る
こ
と
を
措
い
て
哲
学
は

な
い
の
で
あ
る
。

哲
学
の
以
前
、
我
々
は
常
識
に
お
い
て
、
ま
た
科
学
に
お
い
て
、
現
実
を
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
哲

学
は
常
識
の
単
な
る
延
長
で
も
な
け
れ
ば
、
科
学
の
単
な
る
拡
張
で
も
な
い
。
哲
学
的
探
求
は
知
っ
て
い
る
と
共

に
知
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
単
に
、
知
っ
て
い
知
っ
て
い
な
い
の
は
事
物
の
部

分
で
あ
っ
て
、
ま
だ
知
っ
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
知
識
を
す
で
に
知
っ
て
い
る
部
分
の
知
識
に
附

け
加
え
る
こ
と
で
問
題
が
な
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
な
く
、
持
っ
て
い
る
知
識
が
矛
盾
に
陥
る

こ
と
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
、
全
く
知
っ
て
い
な
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
中
で
、

常
識
が
常
識
と
し
て
は
行
詰
り
、
科
学
も
科
学
と
し
て
は
行
詰
る
と
こ
ろ
か
ら
哲
学
は
始
ま
る
。
哲
学
は
常
識
と

も
科
学
と
も
立
場
を
異
に
し
、
そ
れ
ら
が
一
旦
否
定
に
会
う
の
で
な
け
れ
ば
哲
学
は
出
て
こ
な
い
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

の
活
動
が
模
範
的
に
示
し
て
い
る
如
く
、
そ
こ
に
は
知
の
無
知
へ
の
転
換
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
知
と
知
と
の
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中
間
と
い
わ
れ
る
哲
学
の
道
は
直
線
的
で
な
く
て
否
定
の
断
絶
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
知
の
無
知
へ
の
転

換
を
経
た
知
へ
の
道
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
哲
学
は
懐
疑
か
ら
発
足
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
哲
学

は
常
識
や
科
学
を
否
定
す
る
に
止
ま
る
の
で
は
な
い
、
そ
れ
ら
と
た
だ
単
に
対
立
す
る
限
り
哲
学
は
抽
象
的
で
あ

る
。
そ
れ
が
常
識
や
科
学
を
否
定
す
る
こ
と
は
却
っ
て
そ
れ
ら
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
新
た
に

自
己
の
う
ち
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
真
に
現
実
的
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

二　
人
間
と
環
境

と
こ
ろ
で
現
実
と
い
う
と
き
、
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
我
々
の
生
活
で
あ
る
。
こ
の
現
実
を
顧
み
て
知
ら
れ
る

こ
と
は
、
我
々
が
世
界
の
中
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
そ
こ
に
い
て
、
そ
こ
で
働
く
こ
の

世
界
は
、
環
境
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
環
境
と
い
う
と
普
通
に
先
ず
自
然
が
考
え
ら
れ
る
が
、
自
然
の
み
で
な
く
社

会
も
ま
た
我
々
の
環
境
で
あ
る
。
む
し
ろ
我
々
が
そ
こ
に
あ
る
世
界
は
何
よ
り
も
世
の
中
或
い
は
世
間
で
あ
る
。

「
世
界
」
と
い
う
言
葉
は
も
と
自
然
的
対
象
界
で
な
く
人
間
の
世
界
を
意
味
し
た
。
環
境
は
我
々
に
近
い
も
の
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
に
と
っ
て
人
間
よ
り
も
近
い
も
の
は
な
く
、
環
境
は
我
々
に
遠
い
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
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人
間
に
と
っ
て
人
間
よ
り
も
遠
い
も
の
は
な
い
。

人
間
と
環
境
と
は
、
人
間
は
環
境
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
逆
に
人
間
が
環
境
に
働
き
か
け
る
と
い
う
関
係
に
立
っ

て
い
る
。
我
々
は
我
々
の
住
む
土
地
、
そ
こ
に
分
布
さ
れ
た
動
植
物
、
太
陽
、
水
、
空
気
等
か
ら
絶
え
ず
影
響
さ

れ
る
。
人
間
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
他
方
我
々
は
そ
の
土
地
を
耕
し
、
そ
の
植
物
を
栽
培
し
、
動
物

を
飼
育
し
、
或
い
は
河
に
堤
防
を
築
き
、
山
に
ト
ン
ネ
ル
を
通
ず
る
。
人
間
が
環
境
を
作
る
の
で
あ
る
。
即
ち
人

間
と
環
境
と
は
、
人
間
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
逆
に
人
間
が
環
境
を
作
る
と
い
う
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
関
係

は
人
間
と
自
然
と
の
間
に
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
と
社
会
と
の
間
に
も
同
様
に
存
在
し
て
い
る
。
社
会
は
我
々
に

働
き
か
け
て
我
々
を
変
化
す
る
と
共
に
我
々
は
社
会
に
働
き
か
け
て
社
会
を
変
化
す
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら

れ
逆
に
人
間
が
社
会
を
作
る
の
で
あ
る
。

人
間
は
環
境
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
、
―
―
こ
れ
が
我
々
の
生
活
の
根
本
的
な
形

式
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
す
べ
て
形
成
作
用
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
形
成
す
る
と
は
物
を
作
る
こ
と
で
あ
り
、

物
を
作
る
と
は
物
に
形
を
与
え
る
こ
と
、
そ
の
形
を
変
え
て
新
し
い
形
の
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
あ

ら
ゆ
る
行
為
が
形
成
的
で
あ
る
と
い
う
の
み
で
な
い
、
人
間
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
る
と
い
う
場
合
、
自
然
の
作
用

も
、
社
会
の
作
用
も
、
形
成
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
我
々
は
単
に
環
境
か
ら
作
用
さ
れ
る
の
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で
は
な
い
。
逆
に
我
々
は
環
境
に
作
用
す
る
の
で
あ
る
。
環
境
が
我
々
に
働
き
か
け
る
の
は
我
々
が
環
境
に
働
き

か
け
る
の
に
依
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。自
己
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
か
ら
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
自
己
は
な
い
。
し
か
し
自
己
は
環
境
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
命
と
は
自
己
の
周

囲
と
の
関
係
を
育
て
あ
げ
る
力
で
あ
る
。
一
方
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
な
が
ら
同
時
に
他
方
ど
こ
ま
で

も
自
己
が
自
己
を
限
定
す
る
と
い
う
即
ち
自
律
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
生
命
は
あ
る
。「
生
あ
る
も
の
は
外

的
影
響
の
極
め
て
多
様
な
条
件
に
自
己
を
適
応
さ
せ
、
し
か
も
一
定
の
獲
得
さ
れ
た
決
定
的
な
独
立
性
を
失
わ
な

い
と
い
う
天
賦
を
有
す
る
」、
と
ゲ
ー
テ
も
書
い
て
い
る
。
我
々
は
環
境
か
ら
作
用
さ
れ
逆
に
環
境
に
作
用
す
る
、

環
境
に
働
き
か
け
る
こ
と
は
同
時
に
自
己
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
環
境
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
は
形
成
さ
れ
る
。
環
境
の
形
成
を
離
れ
て
自
己
の
形
成
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

人
間
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
が
、
現
実
的
な
も
の
と
は
そ
こ
に

0

0

0

あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
と
は

世
界
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
世
界
は
さ
し
あ
た
り
環
境
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
次
に
現
実
的

な
も
の
と
は
働
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
働
か
な
い
も
の
は
現
実
性
に
あ
る
と
は
い
わ
れ
ず
、
た
だ
可
能
性

に
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
働
く
と
い
う
こ
と
は
関
係
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
的
な
も
の
は
す

ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
あ
る
0

0

と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、「
あ
る
」
と
は
、
ロ
ッ
ツ
ェ
が
い
っ
た
よ
う
に
、「
関
係
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に
立
つ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
関
係
に
立
つ
と
は
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
0

0

と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
か
よ
う
な
関
係
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。
し
か

る
に
物
と
物
と
が
現
実
的
に
関
係
す
る
た
め
に
は
一
つ
の
場
所
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。人
間
は
世
界
の
中
に
い
て
、

そ
こ
に
あ
る
他
の
無
数
の
多
く
の
も
の
と
関
係
に
立
っ
て
い
る
。

人
間
と
環
境
の
関
係
は
普
通
に
主
観
と
客
観
の
関
係
と
呼
ば
れ
、
私
は
主
観
で
あ
っ
て
、
環
境
は
客
観
で
あ
る
。

主
観
と
は
作
用
す
る
も
の
、
客
観
と
は
こ
れ
に
対
し
て
あ
る
も
の
即
ち
対
象
を
意
味
す
る
。
主
観
と
客
観
は
、
主

観
な
く
し
て
客
観
な
く
、
客
観
な
く
し
て
主
観
な
く
、
相
互
に
予
想
し
合
い
、
相
関
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
両
者
の
関
係
を
た
だ
相
関
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
不
十
分
で
あ
る
。
私
自
身
は
私
に
と
っ
て
ど
こ

ま
で
も
環
境
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
も
の
、
反
対
に
私
に
と
っ
て
環
境
で
あ
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
私
自
身
と
は
考
え

ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
客
観
か
ら
は
主
観
は
出
て
こ
な
い
し
、
主
観
か
ら
は
客
観
は
出
て
こ
な
い
、
両
者
は
ど
こ

ま
で
も
対
立
的
で
あ
る
。
人
間
と
環
境
の
関
係
を
主
観
と
客
観
の
関
係
と
看み

な做
す
こ
と
に
は
な
お
種
々
の
注
意
を

要
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
取
敢
え
ず
次
の
こ
と
を
記
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

従
来
の
主
観
・
客
観
の
概
念
は
主
と
し
て
知
識
の
立
場
に
お
い
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。
主
観
と
は
見
る
も
の
、

考
え
る
も
の
、
客
観
と
は
見
ら
れ
た
も
の
、
考
え
ら
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
そ
こ
で
主
観
と



一
八

哲
学
入
門

い
え
ば
意
識
と
解
さ
れ
る
、
知
る
も
の
は
意
識
の
作
用
で
あ
る
と
い
い
得
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
と
環

境
と
の
関
係
は
も
と
行
為
の
関
係
で
あ
り
、
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
、
働
く
も
の
は
単
な
る
意
識
で
な
く
身
体

を
具
え
た
人
間
で
あ
る
。
行
為
は
意
識
の
内
部
に
お
け
る
こ
と
で
な
く
、
行
為
す
る
と
は
却
っ
て
意
識
か
ら
脱
け

出
る
こ
と
で
あ
り
、
我
々
が
意
識
か
ら
脱
け
出
る
の
は
身
体
に
依
っ
て
で
あ
る
。
行
為
す
る
と
は
身
体
を
も
っ
て

自
己
の
外
に
あ
る
存
在
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
る
が
、
自
己
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
は
単
に
自
己
の
意
識
の
外

に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、自
己
の
身
体
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
に
つ
い
て
は
、

ひ
と
は
行
為
の
主
観
と
は
い
わ
ず
主
体
と
い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
何
よ
り
も
行
為
の
立
場
に
お
い
て
形
作
ら
れ

る
主
体
の
概
念
は
、
従
来
の
主
観
の
概
念
と
は
区
別
さ
る
べ
き
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
主
体
と
し
て
単

な
る
意
識
で
な
く
存
在
で
あ
る
。
し
か
る
に
従
来
の
主
観
・
客
観
の
概
念
は
意
識
と
存
在
と
の
対
立
を
意
味
し
、

存
在
は
す
べ
て
客
観
の
側
に
追
い
や
ら
れ
、
主
観
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
剥
奪
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
体
は

存
在
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
存
在
は
客
観
的
に
或
い
は
対
象
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
主
観
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
の
存
在
は
、
客
観
化
さ
れ
た
場
合
、
も
は
や
本
来
の
存
在
で
な
い
、
そ
れ
は
反
省
的
知
識
の
た
め
に
主

体
が
自
己
を
譲
渡
し
て
対
象
と
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
主
体
そ
の
も
の
は
ど
こ
ま
で
も
内
面
的
な
存
在
で
あ
る
。

し
か
る
に
い
わ
ゆ
る
主
観
に
は
内
面
的
存
在
性
が
欠
け
て
い
る
、
そ
の
存
在
は
自
己
の
譲
渡
に
よ
っ
て
自
己
が
自
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己
の
前
に
投
射
し
た
客
観
に
専
ら
相
対
的
で
あ
り
、
従
っ
て
真
の
主
観
性
を
失
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
主
観
は
真

の
主
観
性
で
は
な
い
。
従
来
の
主
観
・
客
観
の
概
念
に
お
い
て
は
、
主
観
は
自
我
と
い
わ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
客

観
は
非
我
と
呼
ば
れ
た
が
、
非
我
は
他
我
即
ち
他
の
人
間
で
な
く
て
物
の
世
界
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
主

と
し
て
自
然
的
対
象
界
が
問
題
で
あ
り
、
人
間
の
世
界
、
歴
史
的
・
社
会
的
現
実
は
問
題
で
な
か
っ
た
。
我
に
対

す
る
の
は
汝
で
な
く
、
単
な
る
物
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
単
な
る
物
に
対
す
る
自
己
は
真
の
自
己
で
あ
る

こ
と
が
で
き
ぬ
、
我
は
汝
に
対
し
て
初
め
て
我
で
あ
る
。
更
に
従
来
の
主
観
・
客
観
の
概
念
に
お
い
て
は
、
自
己

は
主
観
と
し
て
存
在
で
な
く
、
一
切
の
存
在
は
客
観
と
見
ら
れ
る
故
に
、
自
己
は
世
界
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
こ

と
に
な
る
、
世
界
は
自
己
に
対
し
て
あ
る
も
の
即
ち
対
象
界
と
考
え
ら
れ
、
自
己
は
ど
こ
か
世
界
の
外
に
あ
る
も

の
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
主
観
は
一
個
の
抽
象
物
で
あ
っ
て
現
実
の
人
間
で
は
な
い
。
現
実
の
人

間
は
つ
ね
に
世
界
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
我
は
世
界
の
中
に
い
て
他
に
対
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
我
に
対
す

る
も
の
は
何
よ
り
も
汝
で
あ
る
。
我
は
汝
に
対
し
て
我
で
あ
り
、
汝
な
し
に
は
我
は
考
え
ら
れ
な
い
、
そ
し
て
汝

は
単
な
る
客
観
で
な
く
主
体
で
あ
る
。
即
ち
主
体
は
主
体
に
対
し
て
い
る
。
主
観
は
客
観
に
対
し
て
主
観
で
あ
る

に
反
し
て
、
主
体
は
根
源
的
に
は
客
観
に
対
し
て
よ
り
も
他
の
主
体
に
対
し
て
主
体
で
あ
る
。
そ
こ
に
主
観
の
概

念
と
は
区
別
さ
れ
る
主
体
の
概
念
の
本
来
の
意
味
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
主
観
は
、
そ
れ
が
個
人
的
自
己
と
考
え
ら
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れ
よ
う
と
超
個
人
的
自
己
と
考
え
ら
れ
よ
う
と
、
ど
こ
か
世
界
の
外
に
あ
っ
て
孤
立
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
主
体

は
主
体
に
対
し
て
主
体
で
あ
り
、
従
っ
て
元
来
社
会
的
で
あ
る
。

も
と
よ
り
主
体
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
身
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
す
で
に
単
に
主
観
的

な
も
の
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
身
体
は
自
然
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
身
体
は
物

体
と
は
異
な
る
主
体
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
物
が
自
己
の
外
に
あ
る
と
い
う
の
は
身
体
の
外
に
あ
る
こ
と
で
あ

る
、
さ
も
な
い
と
行
為
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
主
体
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
主
観
的
・

客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
に
対
す
る
主
観
の
如
き
も
の
で
な
く
、
客
観
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て

主
体
で
あ
る
、
客
観
を
我
が
物
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
独
立
に
な
っ
た
も
の
が
主
体
で
あ
る
。
人
間
も
世
界

に
お
け
る
一
個
の
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
我
々
の
最
も
主
観
的
な
作
用
も
客
観
的
な
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
存
在
の
か
よ
う
な
客
観
性
を
先
ず
確
認
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
真
に
客
観
的
な

も
の
と
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
環
境
は
私
に
対
し
て
あ
る
も
の
と
し
て
普
通
に
客
観
と
看み

な做
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
翻
っ
て
考
え
て

み
る
と
、
環
境
は
私
に
対
し
て
あ
る
と
い
う
よ
り
も
私
が
環
境
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。
環
境
は
対
象
で
な
く
、

私
が
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
場
所
で
あ
る
。
環
境
の
か
よ
う
な
性
質
は
そ
の
世
界
性
格
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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尤も
っ
とも

、
環
境
は
一
面
閉
じ
た
も
の
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
、
私
が
そ
こ
に
住
む
環
境
は
、
こ
の
町
、
こ
の
国
、
更

に
い
わ
ゆ
る
世
界
に
ま
で
拡
げ
て
考
え
て
も
、
つ
ね
に
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
。
環
境
が
主
体
を
中
心
と
す
る
円
の

如
く
表
象
さ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
っ
て
、円
は
そ
の
周
辺
を
ど
れ
ほ
ど
拡
げ
て
も
開
い
た
も
の
と
は
な
ら
ぬ
。

し
か
る
に
閉
じ
た
も
の
は
世
界
と
は
考
え
ら
れ
な
い
、
世
界
の
根
本
性
格
は
開
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

閉
じ
た
も
の
と
開
い
た
も
の
と
の
差
異
は
量
的
で
な
く
て
性
質
的
で
あ
る
。
閉
じ
た
も
の
が
一
点
を
中
心
と
す
る

円
の
如
く
表
象
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
開
い
た
も
の
は
到
る
処
中
心
を
有
す
る
円
の
如
く
表
象
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

環
境
は
単
に
閉
じ
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
世
界
性
格
に
お
い
て
開
い
た
も
の
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ

は
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
環
境
は
、
私
に
対
し
て
あ
る
の
で
な
く
私
が
そ
の
中
に

あ
る
も
の
と
し
て
、
対
象
或
い
は
客
観
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
主
観
的
な
と
こ
ろ
を
有
す
る
私
の
存
在
を
う
ち
に

包
む
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
我
々
が
そ
こ
に
い
る
社
会
は
単
な
る
客
観
で
な
く
、

そ
れ
自
身
の
意
味
に
お
け
る
主
体
で
あ
る
。
社
会
も
身
体
を
有
し
、風
土
的
自
然
は
社
会
の
身
体
と
考
え
ら
れ
る
。

私
に
対
し
て
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
は
環
境
で
な
く
、
私
と
一
つ
の
環
境
に
お
い
て
あ
る
他
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
私
と
同
じ
く
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
環
境
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
個
物
は
個
物
に
対
し
、
一
つ

の
環
境
に
お
い
て
あ
る
。
か
よ
う
な
個
物
は
す
べ
て
我
に
対
す
る
汝
の
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
環
境
の
意
味
で
の
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自
然
に
お
い
て
あ
る
個
々
の
物
も
単
な
る
客
観
で
な
く
、
む
し
ろ
汝
の
性
格
に
お
い
て
我
に
対
し
て
い
る
。
汝
は

我
に
対
し
て
独
立
な
も
の
で
あ
る
、
客
観
と
か
客
体
と
か
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
主
体
か
ら
全
く
独
立
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
行
為
は
独
立
な
も
の
と
独
立
な
も
の
と
の
間
に
成
り
立
つ
、
し
か
も
か
よ
う

に
関
係
す
る
に
は
そ
れ
ら
は
一
つ
の
場
所
に
お
い
て
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
が
そ
の
中
に
あ
る
一
つ

の
個
別
的
社
会
、
例
え
ば
民
族
と
か
国
家
と
か
も
、
主
体
と
し
て
他
の
主
体
即
ち
他
の
個
別
的
社
会
に
対
し
、
そ

れ
ら
は
一
つ
の
環
境
、
い
わ
ゆ
る
世
界
に
お
い
て
あ
る
。
か
よ
う
な
世
界
も
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の

時
代
に
個
別
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
多
く
の
世
界
が
そ
れ
に
お
い
て
あ
る
世
界
即
ち
絶
対
的
環
境
、
も
し
く
は
絶

対
的
場
所
、
も
し
く
は
絶
対
的
一
般
者
と
も
い
う
べ
き
世
界
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
は
世
界
に
お
い
て

あ
る
。
世
界
が
そ
れ
に
お
い
て
あ
る
世
界
は
絶
対
に
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
も
の
は
こ
の
世
界
か
ら
作

ら
れ
、
こ
の
世
界
の
表
現
で
あ
る
。
主
体
的
な
い
し
主
観
的
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
人
間
或
い
は
意
識
と
結
び
付

け
て
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
す
べ
て
形
成
作
用
の
あ
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
関
係
で
あ
っ
て
、
形
成
作

用
は
表
現
作
用
で
あ
り
、
表
現
は
つ
ね
に
内
と
外
と
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
一
切
の
も
の
は
世
界
の
主
観
的
・
客
観
的
自
己
限
定
或
い
は
特
殊
的
・
一
般
的
自
己
限
定
と

し
て
生
じ
、
世
界
に
お
い
て
あ
る
。
世
界
が
世
界
に
お
い
て
あ
る
と
い
う
場
合
、
そ
の
世
界
即
ち
無
数
に
多
く
の



二
三

序
論

も
の
の
総
体
と
し
て
の
世
界
と
絶
対
的
場
所
と
し
て
の
世
界
と
は
客
体
と
主
体
と
い
う
よ
う
に
ど
こ
ま
で
も
対
立

す
る
と
共
に
ま
た
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
相
対
と
抽
象
的
に
対
立
す
る
絶
対
は
真
の
絶
対
で
な
く
、

真
の
絶
対
は
却
っ
て
相
対
と
絶
対
と
の
統
一
で
あ
る
。
か
く
て
世
界
は
多
に
し
て
一
、一
に
し
て
多
と
い
う
構
造

を
も
っ
て
い
る
。
人
間
は
世
界
か
ら
作
ら
れ
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
、
逆
に
世
界

を
作
っ
て
ゆ
く
。
作
ら
れ
て
作
る
も
の
と
い
う
の
が
人
間
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。

三　
本
能
と
知
性

人
間
は
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
い
る
。
適
応
と
は
対
立
す
る
も
の
の
間
に
お
け
る
均
衡
の
関

係
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
適
応
の
最
も
単
純
な
仕
方
は
本
能
で
あ
る
。
動
物
は
本
能
に
生
き
る
と
い
わ
れ
る
が
、

人
間
も
多
く
の
場
合
本
能
に
よ
っ
て
環
境
に
適
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
能
は
身
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
身
体

の
構
造
と
結
び
付
い
て
い
る
。
同
じ
種
の
昆
虫
に
お
い
て
も
、
幼
虫
、
蛹
、
蛾
と
、
身
体
の
形
が
変
る
に
従
っ
て
、

そ
の
本
能
も
変
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
よ
う
に
本
能
は
身
体
の
構
造
或
い
は
形
と
結
び
付
い
て
い
る
が
、
身
体

の
構
造
は
、
近
代
の
進
化
論
が
説
く
如
く
、
生
活
す
る
主
体
の
環
境
に
対
す
る
適
応
の
結
果
と
し
て
作
ら
れ
た
も
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の
で
あ
る
。
生
物
の
形
は
た
だ
偶
然
に
出
来
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
棲
息
す
る
環
境
と
の
関
係
か
ら
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
水
中
に
棲
む
魚
は
鰭
を
、
空
中
に
棲
む
鳥
は
翅
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
形
は
そ
れ
ら
の
生
物

の
本
能
を
表
現
す
る
と
共
に
、
生
活
す
る
環
境
を
表
現
し
て
い
る
。
人
間
の
身
体
の
構
造
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
適
応
と
い
っ
て
も
単
に
受
動
的
な
も
の
で
な
い
、た
だ
消
極
的
に
環
境
に
適
応
し
て
ゆ
く
場
合
、

生
命
は
萎
縮
し
て
し
ま
う
の
ほ
か
な
い
。
人
間
の
環
境
に
対
す
る
適
応
は
作
業
的
に
、
行
為
的
に
行
わ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
身
体
の
諸
部
分
は
そ
の
た
め
の
道
具
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
器
官
と
呼
ば
れ
、
器
官
と
は

道
具
の
こ
と
で
あ
る
。身
体
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
単
な
る
物
体
と
は
異
な
る
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、

主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
道
具
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
身
体
の
構
造
は
す
で
に
技
術
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
技
術
的
な
形
で
あ

る
。
生
物
の
形
は
技
術
的
な
形
で
あ
り
、
自
然
も
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
の
本
質
は
主
観

的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
媒
介
し
て
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
統
一
は
形
に
お
い
て
現
れ
る
。
技

術
に
は
つ
ね
に
道
具
が
あ
る
が
、
道
具
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
ま
た
技
術
的
に
形
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
、客
観
的
な
も
の
は
主
観
化
さ
れ
る
と
共
に
主
観
的
な
も
の
は
客
観
化
さ
れ
る
。

人
間
は
環
境
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
変
化
し
、
客
観
的
な
も
の
は
人
間
化
或
い
は
主
観
化
さ
れ
、
同
時
に
人
間
の
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主
観
的
な
欲
望
な
い
し
目
的
は
環
境
化
或
い
は
客
観
化
さ
れ
る
が
、
そ
の
媒
介
と
な
る
も
の
が
技
術
で
あ
る
。
主

体
が
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
な
が
ら
そ
れ
に
解
消
さ
れ
る
こ
と
な
く
主
体
と
し
て
自
己
を
維
持
し
得
る
の
は
技
術
に

よ
っ
て
で
あ
る
。
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
は
客
観
を
我
が
物
と
し
て
真
に
主
体
と
な
る
の
で
あ
る
。

主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
技
術
的
な
形
に
お
け
る
統
一
は
先
ず
身
体
の
構
造
に
お
い
て
現
れ
る
。
そ

れ
は
自
己
の
保
存
と
か
種
の
保
存
と
か
と
い
う
主
観
的
な
欲
求
と
客
観
的
な
も
の
環
境
的
な
も
の
と
の
統
一
を
示

し
て
い
る
。
本
能
は
環
境
に
対
す
る
適
応
の
仕
方
の
一
つ
で
あ
り
、
身
体
の
構
造
に
結
び
付
き
、
従
っ
て
本
能
に

し
て
も
決
し
て
単
に
盲
目
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
本
能
は
「
自
然
の
イ
デ
ー
」
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
本
能
に
よ
る
適
応
に
は
限
界
が
あ
る
。
動
物
は
環
境
と
有
機
的
に
融
合
的
に
生
き
る
と
い
わ
れ

る
よ
う
に
、
本
能
的
な
適
応
は
、
そ
れ
が
存
在
す
る
限
り
、
完
全
で
あ
る
。
本
能
に
よ
る
適
応
は
直
接
的
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
た
め
に
、
環
境
に
重
大
な
変
化
が
生
じ
た
場
合
、
そ
れ
は
こ
れ
に
対
し
て
十
分
に
適
応
す
る
こ
と

が
で
き
ぬ
。
本
能
は
環
境
を
広
く
、
遠
く
、
自
由
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
能
も
す
で
に
技
術
的
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
そ
れ
は
身
体
の
器
官
に
制
約
さ
れ
、
身
体
は
無
限
の
形
を
と
り
得
ず
、
一
旦
出
来
上
っ
て
固
定
し
た

形
は
我
々
の
活
動
に
対
し
て
桎
梏
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。ま
た
身
体
の
器
官
は
道
具
と
見
ら
れ
得
る
に
し
て
も
、

身
体
は
我
々
の
自
己
で
あ
っ
て
、
こ
の
道
具
は
主
体
か
ら
離
れ
た
独
立
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
本
能
に
よ
る
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適
応
は
直
接
的
で
あ
る
が
、
主
体
と
道
具
と
は
一
つ
で
あ
る
故
に
、
主
体
は
道
具
に
束
縛
さ
れ
、
人
間
は
器
官
の

奴
隷
と
な
る
の
で
あ
る
。

本
能
の
か
く
の
如
き
制
限
を
超
え
る
も
の
は
知
性
で
あ
る
。
知
性
も
技
術
的
で
あ
り
、
否
、
本
来
技
術
的
で
あ

る
の
は
本
能
で
な
く
て
知
性
で
あ
る
。
知
性
は
身
体
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
性
は
自
律
的
で
あ

る
。
自
律
的
と
は
他
の
も
の
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
己
自
身
の
法
則
に
従
い
、
自
主
的
或
い
は
自
発
的
で
あ

る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
自
律
的
な
も
の
は
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
知
性
も
環
境
に
対
す
る
適
応
に
仕
え
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
先
ず
自
己
に
固
有
な
手
段
に
よ
っ
て
自
己
の
世
界
を
構
成
す
る
。
知
性
は
環
境
の
作
用
か
ら

結
果
す
る
の
で
な
い
固
有
の
構
造
を
具
え
て
い
る
。
知
性
は
生
物
学
的
環
境
の
圧
力
の
結
果
で
あ
る
よ
り
も
遥
か

に
多
く
新
し
い
環
境
の
存
在
の
条
件
で
あ
る
。
知
性
は
自
律
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
身
体
を
道
具
と
し
て
自
由

に
使
い
、
か
く
て
身
体
の
器
官
も
道
具
の
意
味
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
、
身
体
的
欲
望
に
つ
い
て
も
知
性
は
本

能
よ
り
も
一
層
よ
く
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
器
官
の
技
術
の
ほ
か
に
固
有
な
意
味
に
お

け
る
道
具
の
技
術
が
あ
る
。
そ
し
て
技
術
的
知
性
の
特
徴
は
、
身
体
の
器
官
と
は
区
別
さ
れ
る
か
よ
う
な
道
具
を

作
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
人
間
は
「
道
具
を
作
る
動
物
」
で
あ
る
、
人
間
の
こ
の
特
性
は
、
人
間
が
知
性
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
は
道
具
を
作
り
、
道
具
を
用
い
て
物
を
作
る
技
術
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で
あ
る
。
器
官
と
道
具
と
の
区
別
は
、
器
官
が
有
機
的
（
生
命
的
）
な
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
道
具
は
無
機
的
な

も
の
で
あ
り
、
器
宮
が
身
体
と
直
接
に
一
つ
の
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
道
具
は
身
体
の
外
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ

り
、
器
官
が
な
お
主
体
に
属
す
る
に
反
し
て
道
具
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
身
体
の
器
官
も
す
で
に
道
具
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
的
知
性
の
特
徴
は
道
具
を
作
る
道
具
を
作

る
と
い
う
点
に
あ
る
。
尤も
っ
とも

、
道
具
は
純
粋
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
人
間
の
主
観
的
な
目
的
と
物
の
客
観
的

な
法
則
と
の
統
一
を
現
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
統
一
は
客
観
的
な
物
の
形
に
お
い
て
実
現
さ
れ
、
か
よ
う
に

し
て
道
具
は
主
体
か
ら
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
道
具
を
用
い
る
技
術
に
よ
っ
て
我
々
の
環
境
に
対
す
る
適
応
は
直

接
的
で
な
く
媒
介
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。
本
能
に
よ
る
適
応
が
直
接
的
で
あ
る
に
対
し
て
、
知
性
に
よ
る
適
応
は

媒
介
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
性
が
身
体
に
束
縛
さ
れ
な
い
で
自
律
的
で
あ
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
。
知
性
と

は
構
成
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
所
与
の
も
の
を
超
え
る
力
で
あ
る
。
技
術
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
上
に
新
し
い
も

の
を
作
る
、
技
術
は
生
産
的
で
あ
り
、
世
界
を
革
新
し
ま
た
豊
富
に
す
る
。
人
間
は
技
術
に
よ
っ
て
新
し
い
環
境

を
作
り
つ
つ
自
己
を
新
た
に
す
る
の
で
あ
る
。
環
境
を
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
に
適
応
す
る
と
い
う
人
間

の
能
動
性
は
知
性
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
。
知
性
は
人
間
の
行
為
の
よ
り
高
い
形
式
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

技
術
は
先
ず
物
質
的
生
産
の
技
術
或
い
は
経
済
的
技
術
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
が
我
々
の
生
活
に
と
っ
て
基
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礎
的
に
重
要
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
技
術
の
概
念
を
そ
れ
に
の
み
限
る

こ
と
は
正
し
く
な
い
。
技
術
と
い
う
と
直
ち
に
物
質
的
生
産
の
技
術
を
考
え
る
こ
と
は
、
世
界
と
い
う
と
直
ち
に

自
然
界
を
考
え
る
こ
と
と
同
様
、
近
代
に
お
け
る
自
然
科
学
的
思
惟
の
圧
倒
的
な
支
配
の
影
響
に
依
る
も
の
で
あ

っ
て
、
偏
頗
な
見
方
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
技
術
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
自
然
の
技
術
」
が
あ
る
。

自
然
も
形
成
的
な
も
の
と
し
て
技
術
的
で
あ
り
、
人
間
の
技
術
は
自
然
の
技
術
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

人
間
の
技
術
に
し
て
も
、
物
的
技
術
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
人
格
的
技
術
が
あ
る
。
ひ
と
が
他
の
人
間
を
形
成

し
て
ゆ
く
教
育
の
如
き
場
合
は
も
と
よ
り
、
自
己
自
身
を
、
自
己
の
身
体
を
も
自
己
の
精
神
を
も
、
形
成
し
て
ゆ

く
場
合
に
も
、
技
術
が
あ
る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
。
社

会
の
組
織
を
作
る
こ
と
や
国
家
の
制
度
を
作
る
こ
と
は
技
術
に
属
し
、
政
治
の
如
き
も
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て

技
術
で
あ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
技
術
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
人
間
が
つ
ね
に
環
境
に
お
い
て
あ
る

こ
と
を
思
う
と
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
技
術
に
よ
っ
て
主
体
と
環
境
と
い
う
対
立
し
た
も
の
は
媒
介
さ
れ
統
一

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
種
々
の
技
術
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
如
く
、
そ
れ

ら
の
技
術
の
ア
ル
ヒ
テ
ク
ト
ニ
ッ
ク
を
、
そ
の
目
的
・
手
段
の
関
係
に
お
け
る
階
層
構
造
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
総
企
画
的
な
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
は
全
体
の
形
を
作
る
も
の
と
し
て
知
性
の
最
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高
の
技
術
に
属
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
本
能
の
立
場
に
止
ま
る
限
り
環
境
は
単
に
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
開
い
た
も
の
に
な
る
の
は

知
性
の
立
場
に
お
い
て
で
あ
り
、
知
性
に
よ
っ
て
環
境
の
世
界
性
格
は
顕
わ
に
な
る
の
で
あ
る
。
知
性
が
環
境
を

客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
も
そ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
知
性
が
自
律
的
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
知
性
の
自
律
性
は
ま
た
、
自
己
自
身
が
作
り
出
し
た
も
の
に
対
し
て
さ
え
自
由
で
あ

り
得
る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
と
、
知
性
は
技
術
を
手
段
に
化
す
る
の
で
あ
る
。
知
性

は
技
術
の
上
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
は
技
術
の
中
に
入
り
な
が
ら
技
術
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間

は
技
術
を
も
っ
て
環
境
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
技
術
を
も
手
段
に
化
し
得

る
も
の
と
し
て
真
に
独
立
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
技
術
を
単
に
手
段
と
見
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
如
何

な
る
技
術
も
形
の
あ
る
独
立
な
も
の
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
自
己
目
的
的
で
あ
る
。
一
つ
の
技
術
を
手
段
に
化

す
る
に
は
他
の
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
下
位
の
技
術
の
目
的
と
な
る
よ
う
な
上
位
の
技
術
が
あ
り
、
総
企
画
的
な

も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
の
目
的
は
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
媒
介
し
て
統
一
す
る
技
術

そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
主
体
の
真
の
自
律
性
は
単
な
る
超
越
で
な
く
、
技
術
の
中
に
入
り
な
が

ら
技
術
を
超
え
て
い
る
と
い
う
内
在
的
超
越
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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そ
し
て
自
律
的
と
い
わ
れ
る
知
性
も
、
そ
れ
自
身
技
術
的
で
あ
り
、
固
有
の
道
具
を
も
っ
て
い
る
。
言
語
と
か

概
念
と
か
数
と
か
は
、
そ
の
よ
う
な
知
性
の
道
具
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
知
性
の
道
具
は
物
質
的
な
も
の
で
な

く
、
観
念
的
な
い
し
象
徴
的
或
い
は
記
号
的
な
も
の
で
あ
る
。
論
理
と
い
う
も
の
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論

理
学
が
「
機
関
」（
オ
ル
ガ
ノ
ン
）
と
呼
ば
れ
、
ベ
ー
コ
ン
が
近
世
に
お
い
て
「
新
機
関
」
を
工
夫
し
た
よ
う
に
、

技
術
的
で
あ
る
。
知
性
は
自
己
自
身
に
道
具
を
具
え
て
お
り
、思
惟
の
諸
道
具
は
思
惟
の
諸
契
機
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

知
性
は
構
成
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
所
与
の
も
の
を
超
え
る
力
で
あ
る
が
、
知
性
の
機
能
に
属
す
る
一
般
化
の
作

用
も
か
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
思
惟
の
技
術
は
本
質
的
に
媒
介
的
で
あ
る
。
そ
の
一
般
化
の
作
用
に
よ
っ

て
作
ら
れ
る
概
念
は
、
特
殊
を
そ
の
根
拠
で
あ
る
と
こ
ろ
の
普
遍
に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
思
惟
の
媒
介
的
な
本
質
は
、
概
念
か
ら
判
断
、
判
断
か
ら
推
理
と
進
む
に
従
っ
て
、
次
第
に
一
層
明
瞭
に
な

っ
て
く
る
。
知
性
の
自
律
性
は
合
理
性
と
し
て
現
れ
る
、
合
理
的
と
は
思
惟
に
よ
っ
て
自
律
的
に
展
開
さ
れ
得
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
知
性
は
カ
ン
ト
の
意
味
に
お
い
て
ア
ル
ヒ
テ
ク
ト
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
、

ア
ル
ヒ
テ
ク
ト
ニ
ッ
ク
と
は
「
体
系
の
技
術
」
で
あ
り
、
知
識
は
一
つ
の
理
念
の
も
と
に
、
全
体
と
部
分
の
必
然

的
な
関
係
に
お
い
て
、
建
築
的
な
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
存
在
と
抽
象
的
に
対
立
し
て
考
え
ら
れ
る
思
惟
の
自
律
性
は
真
の
自
律
性
で
な
く
、
客
観
を
我
が
物
と
す
る
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こ
と
に
よ
っ
て
思
惟
は
真
に
自
律
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
性
が
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
本
来
、

客
観
を
主
観
に
、
主
観
を
客
観
に
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
惟
は
自
己
に
対
立
す
る
も
の

即
ち
経
験
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
客
観
的
実
証
的
な
も
の
を
自
己
に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
論
理
的
に
な

る
の
で
あ
る
。
論
理
の
運
動
は
物
の
本
質
の
運
動
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
を
離
れ
て
論
理
は
な
く
、
論
理
は

現
実
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。

四　
経
験

環
境
に
つ
い
て
知
識
を
得
る
日
常
の
仕
方
は
経
験
で
あ
る
。
我
々
は
先
ず
経
験
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
っ
て
、

経
験
は
知
識
の
重
要
な
源
泉
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
経
験
を
単
に
知
識
の
問
題
と
見
る
こ
と
は
種
々
の
誤
解
に
導
き

易
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
経
験
的
知
識
の
本
性
も
完
全
に
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
験
を
唯
一
の
基
礎
と
す

る
と
称
す
る
経
験
論
の
哲
学
が
、
経
験
を
心
理
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
考
え
た
の
も
、
そ
れ
に
関
聯
し
て

い
る
。
知
識
の
立
場
に
お
い
て
は
、
経
験
の
主
体
即
ち
知
る
も
の
は
心
或
い
は
意
識
で
あ
っ
て
、
経
験
は
そ
こ
に

生
じ
そ
こ
に
現
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
現
実
に
お
い
て
は
、
経
験
は
何
よ
り
も
主
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体
と
環
境
と
の
行
為
的
交
渉
と
し
て
現
れ
る
。経
験
す
る
と
は
自
己
が
世
界
に
お
い
て
物
に
出
会
う
こ
と
で
あ
り
、

世
界
に
お
け
る
一
つ
の
出
来
事
で
あ
る
。
経
験
は
元
来
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
、
経
験
に
よ
っ
て
知
る
と
い
う
の

も
行
為
的
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
経
験
す
る
と
は
自
己
が
環
境
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
験
に

お
い
て
自
己
は
受
動
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
経
験
論
の
哲
学
が
感
覚
と
か
印
象
と
か
を
基
礎
と
す
る

の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
か
よ
う
に
受
動
的
状
態
を
重
ん
ず
る
の
は
、
対
象
を
自
己
に
対
し
て
働
か
さ
せ
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
経
験
論
の
動
機
も
実
証
的
或
い
は
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
経
験
は

客
観
的
な
も
の
を
意
味
し
、
自
己
が
実
際
に
出
会
う
も
の
、
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
が
経
験
で
あ
る
。
し
か

し
他
方
経
験
は
つ
ね
に
主
体
に
関
係
付
け
て
理
解
さ
れ
る
、
経
験
は
経
験
す
る
も
の
の
経
験
で
あ
り
、
経
験
す
る

主
体
を
離
れ
て
経
験
は
な
い
。
経
験
論
が
経
験
を
主
観
的
な
も
の
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
も
、
そ
れ
に
依
る
の
で

あ
る
。
た
だ
経
験
論
は
、
こ
の
主
体
を
単
な
る
意
識
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
を
心
理
的
な
も
の
と
し
た
ば

か
り
で
な
く
、
更
に
そ
の
意
識
を
単
に
受
動
的
な
も
の
と
考
え
た
。
し
か
も
実
は
、
単
に
受
動
的
で
あ
っ
て
は
客

観
性
に
達
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
経
験
は
主
体
と
環
境
と
の
関
係
と
し
て
行
為
の
立
場
か
ら

捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
感
覚
も
身
体
的
な
行
為
的
自
己
の
尖
端
と
し
て
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
感

覚
に
も
能
動
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
尤も
っ
とも
、
行
為
と
い
っ
て
も
単
に
能
動
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
環
境
の
刺
戟
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に
対
す
る
反
応
と
し
て
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
反
応
す
る
こ
と
は
我
々
の
能
動
性
に
属
し
て
い

る
。
即
ち
経
験
は
受
動
性
で
あ
る
と
同
時
に
能
動
性
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
た
だ
或
る
意
味
に
お
い
て
の
み
環

境
の
刺
戟
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
我
々
の
活
動
そ
の
も
の
が
我
々
の
活
動
を
惹
き
起
す

環
境
を
作
り
出
す
こ
と
を
助
け
る
の
で
あ
る
か
ら
。
刺
戟
に
よ
っ
て
生
ず
る
反
応
は
同
時
に
刺
戟
を
変
化
す
る
。

主
体
は
単
な
る
環
境
に
対
し
て
反
応
す
る
の
で
な
く
、む
し
ろ
環
境
プ
ラ
ス
主
体
に
対
し
て
反
応
す
る
の
で
あ
る
。

客
観
的
状
況
と
い
わ
れ
る
も
の
も
実
は
単
に
客
観
的
で
な
く
、
同
時
に
主
観
的
で
あ
る
。
行
為
も
ま
た
単
に
主
観

的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
環
境
の
函
数
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

我
々
は
経
験
に
よ
っ
て
環
境
に
適
応
し
て
ゆ
く
。
環
境
に
対
す
る
我
々
の
適
応
は
、
本
能
的
或
い
は
反
射
的
で

な
い
場
合
、「
試
み
と
過
ち
」
の
過
程
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
試
み
と
過
ち
の
過
程
が
経
験
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
経
験
す
る
と
い
う
の
は
単
に
受
動
的
な
態
度
で
な
く
、
試
み
て
は
過
ち
、
過
っ
て
は
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。

経
験
と
い
う
言
葉
は
何
か
過
去
の
も
の
を
意
味
す
る
如
く
理
解
さ
れ
易
く
、
既
に
行
わ
れ
た
こ
と
の
登
録
、
先
例

に
対
す
る
引
き
合
せ
が
経
験
の
本
質
で
あ
る
か
の
如
く
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
経
験
論
の
哲
学
も
経
験
を
「
与
え
ら

れ
た
」
も
の
の
よ
う
に
考
え
た
。
し
か
し
経
験
は
試
み
る
こ
と
と
し
て
未
来
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
。
試
み
る

と
い
う
の
は
自
主
的
に
、
予
見
的
に
行
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
経
験
に
は
知
性
が
、
そ
の
自
発
性
が
予
想
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さ
れ
る
。
自
発
的
な
知
性
が
そ
こ
に
働
く
の
で
な
け
れ
ば
、
試
み
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
経
験
は
試
み
る
こ
と

と
し
て
直
接
的
で
な
く
、
す
で
に
判
断
的
で
あ
り
、
推
論
的
で
あ
る
と
さ
え
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
経

験
は
単
に
思
惟
的
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
本
質
に
お
い
て
実
験
的
で
あ
る
。
す
べ
て
の
経
験
は
実
験
で
あ
る
、
た

だ
経
験
に
は
科
学
に
お
け
る
実
験
の
如
き
方
法
的
組
織
的
な
と
こ
ろ
が
欠
け
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
偶
然
的
で

あ
る
。
実
験
が
技
術
的
で
あ
る
よ
う
に
、
経
験
も
す
で
に
技
術
的
で
あ
る
。
経
験
に
お
い
て
、
我
々
は
試
み
て
は

過
つ
、
過
つ
と
い
う
こ
と
は
い
わ
ば
経
験
の
本
性
に
属
し
て
い
る
。
本
能
は
そ
れ
自
身
に
関
す
る
限
り
過
つ
こ
と

の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
経
験
に
お
い
て
は
過
ち
が
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
経
験
の
価
値
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

過
つ
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
知
識
は
本
能
の
如
く
直
接
的
な
も
の
で
な
く
反
省
を
経
た
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
誤

謬
の
存
在
に
よ
っ
て
我
々
の
知
識
は
媒
介
さ
れ
た
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
試
み
と
過
ち
の
過
程
に
お
い
て
我
々

は
正
し
い
知
識
、
正
し
い
適
応
の
仕
方
を
発
明
す
る
。
経
験
は
発
明
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
発
明
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
経
験
が
主
観
的
・
客
観
的
な
過
程
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
試
み
と
過
ち
と
は
主
体
と
客
体
と

が
相
互
に
否
定
し
合
う
関
係
で
あ
り
、
か
よ
う
な
対
立
の
統
一
と
し
て
経
験
的
知
識
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
経
験
は
行
為
に
関
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
こ
に
行
為
の
形
が
形
成
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
形
は

技
術
的
な
形
で
あ
る
。
形
は
全
体
性
で
あ
り
、
行
為
の
形
は
行
為
が
主
体
と
環
境
と
の
間
に
お
け
る
成
全
的
活
動
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で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
環
境
は
主
体
に
作
用
し
逆
に
主
体
は
環
境
に
作
用
し
、
二
つ
の
作
用
が
関

係
す
る
こ
と
の
間
に
お
け
る
結
合
と
し
て
行
為
は
成
全
的
活
動
で
あ
り
、
こ
の
結
合
は
機
械
的
で
な
く
、
創
造
的

綜
合
で
あ
る
。
し
か
も
行
為
が
形
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
と
環
境
と
の
作
用
の
間
に
お
け
る
こ
の
結
合
が

主
体
の
側
に
お
い
て
、
ま
さ
に
行
為
そ
の
も
の
に
お
い
て
成
全
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
主
体
は
単

な
る
環
境
に
対
し
て
反
応
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
環
境
プ
ラ
ス
主
体
に
対
し
て
、
言
い
換
え
る
と
主
体
に
よ
っ

て
変
え
ら
れ
た
環
境
に
対
し
て
反
応
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
反
応
は
循
環
反
応
と
称
せ
ら
れ
る
。
行

為
は
循
環
反
応
と
し
て
自
己
創
造
的
な
斉
合
性
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
の
自
律
性
も
そ
こ
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
行
為
の
形
は
そ
の
自
律
性
の
表
現
で
あ
り
、
も
し
行
為
が
自
律
的
で
な
い
な
ら
ば
、
行
為
は
形
を
も
つ
こ
と

が
で
き
ぬ
。
し
か
し
行
為
の
自
律
性
を
環
境
か
ら
離
れ
て
単
に
主
体
か
ら
考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
る
。
形
は

主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
主
体
と
環
境
と
は
互
い
に
他
を
新
た
に
作
り
、
両
者
の
関

係
も
新
た
に
作
ら
れ
、行
為
の
成
全
作
用
は
創
造
的
で
あ
る
。
環
境
に
対
す
る
主
体
の
適
応
は
発
明
的
で
あ
っ
て
、

行
為
の
形
も
無
意
識
的
に
せ
よ
発
明
に
属
し
て
い
る
。そ
れ
は
技
術
的
な
形
と
し
て
機
能
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
機
能
を
組
織
し
た
も
の
で
あ
り
、
機
能
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
経
験
に
お
い
て
行
為
の
形
が
作
ら
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
習
慣
が
作
用
す
る
で
あ
ろ
う
。
習
慣
は
均
衡
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の
形
式
で
あ
り
、
主
体
と
環
境
と
の
間
に
お
け
る
持
続
的
な
適
応
と
し
て
生
ず
る
。
行
為
が
習
慣
的
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
行
為
の
形
は
作
ら
れ
る
。
習
慣
は
発
動
機
械
の
、
行
為
の
図
式
の
構
成
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
が
習
慣

的
に
な
る
の
は
、
主
体
が
身
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
か
ら
抽
象
さ
れ
た
精
神
の
如
き
も
の
で
な
い
と
い
う

こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
習
慣
は
「
第
二
の
自
然
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
機
械
的
必
然
的
な
も
の
で
は

な
い
。
習
慣
も
行
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
習
慣
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
習
慣
を
作
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
自
然
の
う
ち
に
は
自
由
が
喰
い
入
っ
て
お
り
、
し
か
し
ま
た
そ
の
自
由
の
う
ち
に
は
自
然
が
流
れ
込
ん

で
い
る
。
経
験
か
ら
習
慣
が
生
じ
て
く
る
。
経
験
は
試
み
と
過
ち
に
よ
る
適
応
で
あ
り
、
こ
れ
は
習
慣
形
成
の
一

つ
の
主
要
な
形
式
で
あ
る
。
既
に
い
っ
た
如
く
経
験
は
未
来
と
の
結
合
を
含
む
が
、
そ
れ
は
ま
た
過
去
と
の
結
合

を
含
み
、
む
し
ろ
こ
の
た
め
に
経
験
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
経
験
は
我
々
の
積
ん
で
ゆ
く
も
の
で
あ
り
、
積
ま

れ
た
も
の
が
経
験
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
習
慣
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
習
慣
的
に
な
る
こ
と
は
行
為
が
自
然
的
に
な

る
こ
と
、
惰
性
的
に
な
る
こ
と
、
従
っ
て
受
動
的
に
な
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
行
為
は
そ
の
自
発
性
に
お
い

て
高
ま
る
。
我
々
の
行
為
が
習
慣
的
に
な
る
こ
と
が
全
く
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
我
々
の
生
活
は
如
何
に
不
自
由

で
あ
ろ
う
。
習
慣
は
受
動
性
で
あ
る
と
同
時
に
自
発
性
で
あ
る
。
習
慣
は
有
機
的
生
命
の
受
動
性
の
う
ち
に
浸
透

し
て
そ
こ
に
樹
て
ら
れ
る
自
発
性
の
発
展
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
経
験
は
働
く
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
知
る
の
で
あ

る
。
経
験
は
試
み
と
過
ち
の
過
程
に
お
い
て
或
る
一
般
化
と
或
る
綜
合
と
を
行
う
。
種
々
の
知
覚
は
記
号
と
な
り
、

ま
た
統
一
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
習
慣
が
作
用
す
る
。
習
慣
は
知
性
の
う
ち
に
も
入
っ
て
い
る
。
経
験
論

の
哲
学
も
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
習
慣
に
重
要
な
意
味
を
認
め
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
習
慣
論
は
観

念
聯
合
の
機
械
的
な
説
明
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
意
識
の
不
変
的
な
「
要
素
」
を
考
え
、
要
素
の
機
械
的
な
結

合
か
ら
一
切
の
心
理
現
象
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
る
に
習
慣
に
お
い
て
は
知
覚
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。

我
々
が
親
し
ん
だ
環
境
で
は
、
物
は
、
こ
の
環
境
に
我
々
が
初
め
て
接
し
た
場
合
と
は
違
っ
て
知
覚
さ
れ
る
。
行

為
に
必
要
な
知
覚
は
練
習
の
最
初
と
最
後
と
で
違
っ
て
い
る
。
習
慣
的
に
な
る
と
無
意
識
に
な
る
と
い
わ
れ
る
の

も
、
厳
密
に
考
え
る
と
、
知
覚
の
変
化
が
生
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
習
慣
の
仕
事
は
練
習
の
前
の
階
梯
の
一
層
容
易

で
一
層
迅
速
な
反
覆
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
よ
り
高
い
統
一
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
習
慣
に

お
い
て
寄
せ
算
と
引
き
算
の
遊
戯
、
成
功
し
た
経
験
の
増
強
と
誤
謬
の
消
去
を
見
る
代
り
に
、
そ
こ
に
再
編
成
、

新
し
い
綜
合
、
全
体
の
機
能
の
構
成
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
習
慣
も
ま
た
創
造
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
創
造
的
行

為
と
同
じ
根
の
も
の
で
あ
り
、
人
間
的
活
動
の
基
本
的
な
構
造
に
基
づ
い
て
い
る
。
尤
も
習
慣
は
他
方
模
倣
的
で

あ
る
、
そ
れ
は
自
己
が
自
己
を
模
倣
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
。
習
慣
は
創
造
的
で
あ
る
と
同
時
に
模
倣
的
で
あ
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る
。
経
験
は
行
為
的
に
知
る
こ
と
で
あ
る
が
、
人
間
と
環
境
と
の
適
応
が
持
続
し
、
行
為
が
習
慣
的
に
な
る
に
従

っ
て
、
知
識
も
同
じ
よ
う
に
習
慣
的
に
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
知
識
も
組
織
さ
れ
た
形
を
と
り
、
同
時
に

或
る
自
然
的
な
も
の
と
な
り
、
直
接
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

五　
常
識

経
験
の
右
の
如
き
性
質
か
ら
、
社
会
的
に
考
え
る
と
、
常
識
と
い
う
も
の
が
出
来
て
く
る
。
常
識
は
社
会
的
経

験
の
集
積
で
あ
っ
て
、
我
々
の
行
為
の
多
く
は
常
識
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
常
識
は
先
ず
行
為
的
知
識
で
あ

る
。
常
識
は
実
際
的
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
的
と
は
経
験
的
・
行
為
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
行
為
は
環
境
に
お

け
る
行
為
と
し
て
技
術
的
で
あ
り
、
常
識
は
技
術
的
知
識
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
実
際
的
と
い
う
こ
と
は
ま

た
日
常
的
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
常
識
は
平
生
の
生
活
に
関
わ
り
、
日
常
的
と
い
う
こ
と
が
そ
の
特
徴
を
な
し

て
い
る
。
常
識
は
日
常
的
・
行
為
的
知
識
で
あ
る
。
そ
し
て
次
に
常
識
は
社
会
的
な
知
識
で
あ
る
。
常
識
は
個
人

的
経
験
の
結
果
で
な
く
、
社
会
的
経
験
の
結
果
で
あ
る
。
個
人
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
む
し
ろ
社
会
か
ら
与
え
ら
れ

た
も
の
と
し
て
受
取
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
社
会
と
い
う
の
は
何
等
か
閉
じ
た
も
の
の
性
質
を
も
っ
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て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
家
族
、
或
る
部
落
、
或
る
国
と
い
う
が
如
き
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
わ
ゆ

る
閉
じ
た
社
会
で
あ
っ
て
、
人
類
と
い
う
が
如
き
開
い
た
社
会
で
は
な
い
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
閉
じ
た
社
会

は
諸
習
慣
の
体
系
と
看み

な做
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
常
識
は
か
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
習
慣
的
に
行
わ
れ
る
知

識
で
あ
り
、
常
識
そ
の
も
の
が
ま
た
か
よ
う
な
社
会
の
紐
帯
と
な
っ
て
い
る
。
常
識
は
閉
じ
た
社
会
に
属
す
る
も

の
で
あ
る
故
に
、
一
つ
の
社
会
に
お
け
る
常
識
は
し
ば
し
ば
他
の
社
会
に
お
け
る
常
識
と
異
な
っ
て
い
る
。
常
識

の
通
用
性
は
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
局
限
さ
れ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。「
ピ
レ
ネ
ー
の
こ
ち
ら
で
は
真
理
で
あ

る
も
の
も
、
あ
ち
ら
で
は
誤
謬
で
あ
る
」、
と
パ
ス
カ
ル
は
い
っ
た
。
常
識
の
通
用
性
は
局
限
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
そ
の
社
会
に
属
す
る
限
り
誰
も
そ
れ
を
も
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
常
識
は
何
か
直
接
的
に

自
明
な
も
の
と
思
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
道
筋
を
経
て
出
来
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
根
拠
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
反
省
す
る
こ
と
な
く
、
或
る
自
明
な
も
の
と
し
て
社
会
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
が
常

識
の
つ
ね
で
あ
る
。
即
ち
常
識
は
実
定
的
な
も
の
で
あ
る
。
常
識
の
こ
の
性
質
は
、
常
識
と
科
学
的
知
識
と
を
比

較
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
科
学
的
知
識
の
性
質
は
、
そ
れ
を
問
に
対
す
る
答
と
考
え
る
と
明
瞭
に
な
る
。
問
に
対

す
る
答
は
、「
然
り
」
か
「
否
」
で
あ
る
、
肯
定
か
否
定
で
あ
る
。
肯
定
は
否
定
に
対
す
る
肯
定
で
あ
り
、
否
定

は
肯
定
に
対
す
る
否
定
で
あ
る
。
そ
の
肯
定
は
否
定
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
的
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知
識
は
つ
ね
に
問
に
生
か
さ
れ
、
従
っ
て
探
求
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
常
識
は
問
の
な
い
然
り

で
あ
り
、
否
定
に
対
立
し
た
肯
定
で
な
く
て
単
純
な
肯
定
で
あ
る
。
常
識
は
探
求
で
な
く
、
む
し
ろ
或
る
信
仰
で

あ
る
。
常
識
は
実
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
或
る
慣
習
的
な
も
の
と
し
て
直
接
的
な
知
識
で
あ
る
。
そ
し
て
社
会
に

お
け
る
慣
習
が
法
的
な
強
制
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
常
識
も
そ
の
社
会
に
属
す
る
者
に
対
し
て
法
的

な
強
制
的
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
常
識
が
特
に
行
為
的
知
識
で
あ
る
こ
と
と
関
係
し
て
お
り
、
常
識
は

個
人
に
対
す
る
一
つ
の
社
会
的
統
制
力
と
し
て
働
く
。
非
常
識
で
あ
る
こ
と
は
、無
知
を
意
味
す
る
の
み
で
な
く
、

社
会
的
に
悪
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
常
識
は
有
機
的
な
知
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
ば
ら
ば
ら
な

も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
の
仕
方
で
組
織
さ
れ
た
そ
れ
自
身
の
斉
合
性
を
も
っ
て
い
る
。
一
定
の
社
会
に
お
い
て

一
つ
の
常
識
は
他
の
常
識
と
衝
突
す
る
こ
と
な
く
、
も
し
衝
突
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
常
識
と
は
い
わ
れ
な
い
。
常

識
的
な
行
為
は
そ
の
社
会
の
全
体
と
の
関
係
に
お
い
て
不
都
合
の
起
ら
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
つ
の
常
識
は

つ
ね
に
他
の
常
識
と
結
び
付
き
、
こ
れ
を
予
想
し
て
い
る
。
常
識
の
か
よ
う
な
斉
合
性
は
科
学
の
求
め
る
論
理
的

斉
合
性
と
は
性
質
を
異
に
し
、
そ
の
際
そ
の
常
識
の
根
拠
、
一
つ
の
常
識
と
他
の
常
識
と
の
論
理
的
関
係
は
反
省

さ
れ
て
い
な
い
。
常
識
の
斉
合
性
は
慣
習
の
も
っ
て
い
る
斉
合
性
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
常
識
が

社
会
の
有
機
的
な
関
係
と
結
び
付
き
、
そ
れ
に
相
応
す
る
有
機
的
な
知
識
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
社
会
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の
有
機
的
な
関
係
と
い
う
の
は
、
社
会
の
う
ち
に
均
衡
が
保
た
れ
て
い
る
状
態
で
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
個
人
と
社

会
と
の
間
に
は
適
応
が
持
続
的
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
均
衡
か
ら
習
慣
が
生
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
常
識
が
作
ら

れ
る
。
社
会
の
う
ち
に
均
衡
が
存
在
す
る
限
り
常
識
は
通
用
す
る
、
ま
た
社
会
は
現
存
す
る
均
衡
を
維
持
す
る
た

め
に
人
々
が
常
識
的
で
あ
る
こ
と
を
強
制
す
る
の
で
あ
る
。

常
識
の
右
の
如
き
性
質
は
逆
に
何
処
か
ら
常
識
が
破
ら
れ
る
に
至
る
か
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
常
識
は
先

ず
日
常
的
な
知
識
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
常
識
は
非
日
常
的
な
も
の
の
経
験
に
よ
っ
て
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
。
哲
学
が

驚
異
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
ひ
と
り
哲
学
の
み
で
な
く
、
す
べ
て
の
精
神
的
文
化
は
、

非
日
常
的
な
も
の
の
経
験
或
い
は
日
常
的
な
も
の
の
非
日
常
的
な
仕
方
に
お
け
る
経
験
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。

日
常
的
な
知
識
は
習
慣
的
な
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
自
然
的
に
な
っ
た
知
識
で
あ
る
。
そ
の
常
識
が
破
ら
れ
る
と

こ
ろ
か
ら
特
に
精
神
的
と
い
わ
れ
る
文
化
が
出
て
く
る
。
非
日
常
的
な
も
の
の
経
験
或
い
は
日
常
的
な
も
の
の
非

日
常
的
な
仕
方
に
お
け
る
経
験
は
、
経
験
の
深
化
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
常
識
は
閉
じ
た
社
会
と
結

び
付
い
た
知
識
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
ま
た
常
識
は
経
験
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
る
と
、
自
己
が
有
機
的
に

結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
環
境
以
外
の
新
し
い
環
境
の
経
験
に
よ
っ
て
破
ら
れ
る
。
自
己
の
経
験
す
る
世
界
の
拡
大

す
る
に
従
っ
て
常
識
は
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
。
或
る
社
会
に
お
い
て
常
識
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
も
他
の
社
会
に
お
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い
て
は
常
識
と
し
て
通
用
せ
ず
、
一
つ
の
社
会
の
常
識
と
他
の
社
会
の
常
識
と
が
矛
盾
す
る
の
を
知
る
と
き
、
自

己
の
も
っ
て
い
る
常
識
に
対
し
て
疑
惑
が
生
ず
る
よ
う
に
な
る
。
第
三
に
常
識
は
有
機
的
な
知
識
と
し
て
社
会
に

お
け
る
均
衡
の
状
態
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
均
衡
が
破
ら
れ
る
と
き
、
常
識
も
ま
た
動
揺
さ
せ
ら
れ

る
。
社
会
が
有
機
的
時
期
か
ら
危
機
的
時
期
に
入
る
と
き
、
常
識
で
は
処
理
し
得
な
い
よ
う
な
こ
と
が
次
々
に
起

っ
て
来
る
。
有
機
的
時
期
と
は
社
会
に
お
い
て
均
衡
の
支
配
的
な
時
期
で
あ
り
、
危
機
的
時
期
と
は
反
対
に
矛
盾

の
支
配
的
な
時
期
で
あ
る
。
後
の
場
合
、
個
人
は
社
会
の
習
慣
的
な
有
機
的
な
関
係
か
ら
乖
離
し
、
経
験
の
個
性

化
が
行
わ
れ
、
そ
れ
と
共
に
批
判
的
精
神
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
危
機
は
、
一
定
の
歴

史
的
時
期
に
お
い
て
集
中
的
に
大
量
的
に
現
れ
る
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
存
在
し
て
い
る
。
習
慣
は
絶

え
ず
破
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
旧
い
習
慣
が
破
ら
れ
る
に
し
て
も
、
新
し
い
習
慣
が
直
ち
に
作
ら
れ
る
。
人

間
は
習
慣
な
し
に
や
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
ぬ
。
習
慣
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
、
常
識
も
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
重

要
性
を
も
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
有
機
的
と
危
機
的
と
は
、
社
会
に
お
け
る
均
衡
と
矛
盾
と
の
関
係
を
意
味
し
、
社
会
が
も
と
対
立
す

る
も
の
の
統
一
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
常
識
は
閉
じ
た
社
会
の
も
の
で
あ
る
と
私
は
述
べ
た
が
、
如
何
な

る
社
会
も
単
に
閉
じ
た
も
の
で
な
く
、
同
時
に
開
い
た
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
閉
じ
た
も
の
と
開
い
た
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も
の
と
は
ど
こ
ま
で
も
性
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
閉
じ
た
も
の
を
如
何
に
拡
げ
て
も
開
い
た
も
の
に
は

な
ら
ぬ
と
い
っ
て
い
る
が
、
社
会
は
元
来
こ
の
よ
う
に
対
立
す
る
も
の
の
統
一
で
あ
る
。
人
間
は
閉
じ
た
社
会
に

属
す
る
と
同
時
に
開
い
た
社
会
に
属
し
て
い
る
。
我
々
は
民
族
的
で
あ
る
と
同
時
に
人
類
的
で
あ
る
。
か
よ
う
に

し
て
、
常
識
と
い
う
も
の
に
も
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
方
、
す
で
に
い
っ
た
如
く
、

或
る
閉
じ
た
社
会
に
属
す
る
人
間
に
共
通
な
知
識
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
一
つ
の
社
会
の
常
識
と
他
の
社
会

の
常
識
と
は
違
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
に
そ
れ
ぞ
れ
の
常
識
が
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
共
通
な
、

人
類
的
な
常
識
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
前
の
意
味
に
お
け
る
常
識
と
区
別
し
て
特
に
「
良
識
」
と

称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、「
全
体
は
部
分
よ
り
も
大
き
い
」
と
い
う
の
は
常
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
自

然
的
光
」
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
人
間
に
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
的
な
明
証
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
知

性
の
自
然
的
な
感
覚
に
属
し
て
い
る
。
我
々
の
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
こ
の
種
の
常
識
が
あ
る
。
こ
の

場
合
、
常
識
の
光
と
科
学
の
そ
れ
と
は
根
本
に
お
い
て
同
じ
で
あ
る
が
、
常
識
と
し
て
は
そ
れ
が
直
接
的
で
あ
っ

て
反
省
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
差
異
が
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
一
般
に
常
識
と
い
わ
れ
る
も
の
に
は
固
有
の
意
味

に
お
け
る
常
識
と
良
識
と
が
含
ま
れ
、
両
者
は
し
ば
し
ば
対
立
し
て
現
れ
る
。
余
り
に
常
識
的
で
あ
る
こ
と
は
良

識
に
反
し
、
ま
た
余
り
に
良
識
的
で
あ
る
こ
と
は
常
識
に
反
す
る
。
そ
こ
に
既
に
い
っ
た
二
つ
の
社
会
に
同
時
に
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属
す
る
と
い
う
人
間
の
根
本
的
性
質
が
認
め
ら
れ
る
。
現
実
の
社
会
は
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
開
い
た
も

の
で
あ
り
、
開
い
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
閉
じ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
の
理
解
が
我
々
の
真
の
常
識
、
ま
た
真
の

良
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

六　
科
学

常
識
は
そ
れ
自
身
の
効
用
を
も
っ
て
い
る
。
常
識
な
し
に
は
社
会
生
活
は
不
可
能
で
あ
る
。
常
識
に
対
し
て
批

判
的
精
神
が
現
れ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
人
間
は
不
幸
に
な
り
、
再
び
常
識
が
作
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
生

活
す
る
よ
う
に
な
る
。
け
れ
ど
も
常
識
の
長
所
は
同
時
に
そ
の
制
限
で
あ
る
。
そ
こ
に
科
学
が
常
識
を
超
え
る
も

の
と
し
て
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
ず
常
識
が
実
定
的
で
あ
る
に
対
し
て
科
学
は
批
判
的
で
あ
る
。
実
定
的
な
常
識
が
固
定
的
な
傾
向
を
も
っ
て

い
る
に
反
し
て
、
批
判
的
な
科
学
は
進
取
的
な
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
科
学
が
批
判
的
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
更
に
積
極
的
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
常
識
は
そ
の
理
由
を
問
う
こ
と
な
く
、
自
明
の
も

の
と
し
て
通
用
す
る
、
そ
れ
は
単
な
る
断
言
で
あ
っ
て
探
求
で
は
な
い
。
常
識
に
頼
る
こ
と
は
安
定
を
求
め
る
こ
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と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
懐
疑
が
な
い
が
、
科
学
に
は
絶
え
ず
新
た
な
懐
疑
が
あ
る
。
懐
疑
が
あ
っ
て
進
歩
が
あ
る

の
で
あ
る
。
探
求
と
い
う
の
は
問
を
徹
底
す
る
こ
と
で
あ
り
、特
に
理
由
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。
単
に「
斯
く
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
知
る
の
み
で
な
く
、「
何
故
に
斯
く
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
こ
ろ
に
真
の
知
識
が
あ
る
。

物
を
批
判
的
に
知
る
と
い
う
の
は
そ
の
理
由
を
知
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
は
理
由
或
い
は
原
因
の
知

識
で
あ
る
。

次
に
常
識
が
閉
じ
た
社
会
に
お
い
て
あ
る
に
対
し
て
科
学
は
開
い
た
社
会
に
お
い
て
あ
る
。
科
学
は
そ
の
本
性

上
人
類
的
普
遍
的
で
あ
る
。科
学
は
時
と
処
を
超
え
て
通
用
す
る
即
ち
普
遍
妥
当
的
と
い
わ
れ
る
知
識
を
求
め
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
個
人
の
自
由
な
精
神
の
活
動
に
俟
つ
の
で
あ
る
。
科
学
は
、
歴
史
の
示
す
よ
う
に
、
民
族
の
う
ち

に
お
い
て
個
人
が
自
己
の
自
立
性
を
自
覚
し
、
独
立
な
人
格
が
現
れ
た
と
こ
ろ
で
生
れ
た
。
そ
れ
は
批
判
的
精
神

の
出
現
を
意
味
し
て
い
る
。
個
人
の
自
由
は
さ
し
あ
た
り
主
観
的
な
肆し

い意
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
は
も

ち
ろ
ん
個
人
の
肆し

い意
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
客
観
的
と
は
普
遍
妥
当
的
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
個
人
の
主
観
的
な
自
由
は
否
定
さ
れ
て
、
自
己
の
う
ち
に
お
け
る
普
遍
的
な
も
の
、

超
個
人
的
な
も
の
、
理
性
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
の
自
覚
に
基
づ
い
て
人
間
は
真

に
自
由
に
な
る
。
単
に
個
人
的
な
立
場
は
も
と
よ
り
、
単
に
民
族
的
な
立
場
に
止
ま
る
限
り
、
客
観
的
知
識
に
達
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す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
現
実
の
人
間
は
単
に
人
類
的
で
な
く
、
民
族
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
立
場
が

個
人
の
自
覚
に
即
し
て
一
旦
否
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
科
学
的
に
な
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
人
類
的
立
場
が
直
接

的
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
、
そ
れ
は
否
定
を
経
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
常
識
が
な
お
特
殊
的
な

知
識
で
あ
る
に
反
し
、
科
学
は
一
般
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
、
法
則
の
知
識
で
あ
る
。

第
三
に
常
識
は
行
為
的
或
い
は
実
践
的
立
場
に
お
け
る
知
識
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
科
学
は
理
論
的
、
従
っ
て

観
想
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
科
学
も
も
と
実
践
的
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
一

旦
こ
れ
を
否
定
し
て
飽
く
ま
で
も
理
論
的
に
な
る
と
こ
ろ
に
科
学
は
成
立
す
る
。
そ
こ
に
は
生
活
に
お
け
る
有
用

性
を
離
れ
て
、
知
識
の
た
め
に
知
識
を
求
め
、
真
理
の
た
め
に
真
理
を
究
め
る
純
粋
な
理
論
的
態
度
が
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
た
だ
実
用
の
見
地
或
い
は
政
策
的
立
場
に
立
つ
限
り
、
科
学
の
求
め
る
客
観
的
知
識
に
達
し
難
い
。
科

学
は
自
由
な
研
究
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ
て
、
常
識
に
お
い
て
直
接
に
結
び
付
い
て
い
る
行
為
の
立
場
は
、
科

学
に
お
い
て
は
一
旦
否
定
的
に
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
は
何
よ
り
も
理
論
的
知
識
、
即
ち
論
理
的
に
組
織

さ
れ
た
一
般
的
な
知
識
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
科
学
と
常
識
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
常
識
は
科
学
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
科

学
は
常
識
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
お
よ
そ
常
識
が
科
学
的
に
な
る
と
こ
ろ
に
文
化
の
進
歩
が
あ
る
。
け
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れ
ど
も
常
識
が
如
何
に
科
学
的
に
な
る
に
し
て
も
、
常
識
と
科
学
と
の
間
に
は
性
質
上
の
差
異
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
両
者
の
差
異
は
単
に
知
識
の
内
容
に
関
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
知
識
の
在
り
方
に
関
す
る
の
で
あ
る
。
同
じ

内
容
の
知
識
で
も
常
識
と
科
学
と
で
は
在
り
方
が
違
っ
て
い
る
。
常
識
に
は
単
に
「
前
科
学
的
」
と
い
い
得
ぬ
独

自
の
性
質
と
機
能
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
た
だ
科
学
の
前
段
階
、
低
い
程
度
の
科
学
と
の
み
見
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ

る
実
証
哲
学
も
し
く
は
科
学
主
義
の
抽
象
的
な
見
方
に
属
し
て
い
る
。
科
学
は
科
学
と
し
て
よ
り
む
し
ろ
技
術
を

通
じ
て
常
識
化
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
は
技
術
化
さ
れ
て
日
常
生
活
の
う
ち
に
入
る
に
従
っ
て
常

識
の
う
ち
に
入
っ
て
ゆ
く
。
電
灯
や
電
車
が
作
ら
れ
て
電
気
は
常
識
と
な
り
、
電
気
に
つ
い
て
知
ら
な
い
の
は
非

常
識
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
常
識
は
も
と
行
為
の
立
場
に
お
け
る
知
識
で
あ
り
、
科
学
も
技
術
に
お
い
て
現
実

に
行
為
の
立
場
に
移
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
常
識
と
科
学
と
が
在
り
方
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
の
常

識
化
が
不
可
能
で
あ
る
と
か
無
意
味
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
科
学
が
常
識
化
さ
れ
る
こ
と
は
、
常

識
の
進
歩
の
た
め
に
も
科
学
の
発
達
の
た
め
に
も
大
切
で
あ
る
が
、た
だ
そ
れ
に
は
特
殊
な
方
法
が
必
要
で
あ
る
。

科
学
が
常
識
と
異
な
る
か
ら
と
い
っ
て
科
学
を
尊
重
し
な
い
の
は
非
常
識
で
あ
り
、
他
方
常
識
を
科
学
に
よ
っ
て

残
り
な
く
置
き
換
え
得
る
と
考
え
る
の
も
非
科
学
的
で
あ
る
。

科
学
は
し
ば
し
ば
抽
象
的
で
あ
る
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
哲
学
に
対
し
て
の
み
で
な
く
、
常
識
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に
比
し
て
す
で
に
抽
象
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
抽
象
的
な
も
の
の
重
要
な
意
味
を
理

解
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
抽
象
的
な
も
の
に
対
す
る
情
熱
な
し
に
は
お
よ
そ
文
化
の
発
達
は
な
い
。
直
接
に

具
体
的
な
も
の
は
真
に
具
体
的
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
自
身
抽
象
的
で
あ
る
。
真
に
具
体
的
な
も
の
は
抽
象
的
な

も
の
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
常
識
も
科
学
に
媒
介
さ
れ
て
具
体
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

科
学
が
普
遍
的
な
立
場
に
立
っ
て
法
則
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
真
に
個
人
に
も
民
族

に
も
仕
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ま
た
科
学
が
一
旦
行
為
の
立
場
を
否
定
し
て
純
粋
に
理
論
的
に
な
る
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
却
っ
て
真
に
行
為
と
結
び
付
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
個
人
に
し
て
も
民
族
に
し

て
も
そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
個

別
性
は
特
殊
性
と
一
般
性
と
の
統
一
で
あ
る
。
一
般
的
な
知
識
は
個
別
的
な
も
の
の
認
識
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
つ
ね
に
個
別
的
な
条
件
の
も
と
に
個
別
的
な
主
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
に
と
っ
て
も
必
要

で
あ
る
。
科
学
が
明
ら
か
に
す
る
客
観
的
真
理
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
行
為
は
有
意
味
に
ま
た
有
効
に

行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
は
技
術
の
基
礎
で
あ
り
、
科
学
の
発
達
が
技
術
の
発
達
を
可
能
に
す
る
。
単
に

応
用
の
み
を
目
的
と
す
る
場
合
、
科
学
の
発
達
は
な
く
、
従
っ
て
技
術
の
発
達
も
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
科
学
が
一
旦
行
為
の
立
場
を
否
定
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
科
学
と
行
為
と
を
全
く
分
離
し
て
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考
え
る
と
い
う
誤
謬
に
陥
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
科
学
も
元
来
人
間
の
実
践
的
或
い
は
技
術
的
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の

で
あ
る
。
科
学
の
根
柢
に
は
自
然
に
対
す
る
支
配
の
意
志
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
「
自
然
は
、
そ

れ
に
服
従
す
る
の
で
な
け
れ
ば
征
服
さ
れ
な
い
」。
科
学
は
自
然
を
支
配
す
る
た
め
に
自
然
に
つ
い
て
の
客
観
的

知
識
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
自
己
を
行
為
の
立
場
か
ら
分
離
す
る
の
も
、
主
観
的
な
も
の
の
混
入
を
避

け
て
ひ
た
す
ら
客
観
的
な
知
識
に
達
す
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
科
学
は
、
そ
の
客
観
的
知
識
に
達

す
る
た
め
に
、
却
っ
て
む
し
ろ
そ
れ
自
身
の
仕
方
に
お
い
て
行
為
的
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
る
と
、
科
学
も
そ
れ
自
身
技
術
的
で
操
作
的
で
あ
る
。
技
術
に
と
っ
て
科
学
が
基
礎
で
あ
る
よ
う
に
、
科

学
に
と
っ
て
技
術
は
基
礎
で
あ
り
、
技
術
の
発
達
が
科
学
の
発
達
を
可
能
に
し
た
。
望
遠
鏡
や
顕
微
鏡
の
発
明
な

し
に
は
近
代
科
学
の
発
達
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
科
学
も
も
と
環
境
に
お
い
て
あ
る
人
間
の
生
活
の
中
か

ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
適
応
す
る
知
性
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
技

術
的
な
我
々
の
経
験
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
。常
識
は
経
験
の
そ
れ
自
身
の
仕
方
に
お
け
る
組
織
で
あ
っ
た
が
、

科
学
も
同
じ
く
経
験
の
他
の
仕
方
に
お
け
る
組
織
で
あ
る
。
常
識
に
お
い
て
は
経
験
は
自
然
的
に
、
無
意
識
的
に

組
織
さ
れ
る
に
反
し
て
、
科
学
に
お
い
て
は
経
験
は
意
識
的
に
、
方
法
的
に
組
織
さ
れ
る
。
方
法
的
に
規
制
さ
れ

た
経
験
が
実
験
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
験
が
科
学
の
重
要
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
も
そ
の
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根
柢
に
お
い
て
技
術
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
科
学
は
思
惟
の
技
術
を
必
要
と
す
る
の
み
で
な
く
、
更
に

す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
技
術
的
で
あ
る
。
実
験
は
行
為
的
に
知
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
主
体
は
操
作
的
主
体
と

し
て
行
為
的
で
あ
る
、
単
に
見
る
も
の
で
な
く
、
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
る
も
の
で
あ
る
。
知
識
の
主
体
に
し
て

も
、
い
わ
ゆ
る
主
観
の
如
き
も
の
で
な
く
、
現
実
の
人
間
の
存
在
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
も
、
存
在
と
存
在

と
の
関
係
で
あ
る
。
単
な
る
意
識
に
対
し
て
で
な
く
、
存
在
に
対
し
て
初
め
て
、
存
在
は
、
そ
の
秘
密
を
明
ら
か

に
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
や
常
識
に
お
い
て
は
知
識
と
行
為
が
直
接
的
に
結
び
付
い
て
い
る
に
反
し
て
、
科
学
の

立
場
に
お
い
て
は
そ
れ
が
一
旦
引
き
離
さ
れ
、
他
方
同
時
に
自
覚
的
に
、
方
法
的
に
結
び
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

科
学
が
経
験
的
な
い
し
実
験
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
証
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
科
学
は
実

証
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
実
証
性
は
科
学
の
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
要
素
で
あ
る
。
し
か
る
に
科
学
が
実
証
的
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
う
ち
に
我
々
が
純
粋
に
合
理
的
に
演
繹
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
が

存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
合
理
的
に
思
惟
さ
れ
る
も
の
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

現
実
の
う
ち
に
は
特
殊
的
な
も
の
、
非
合
理
的
な
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
こ
に
非
合
理
的
な
も
の
が
存
在
す

る
と
こ
ろ
か
ら
、
科
学
は
実
証
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
現
実
が
全
く
非
合
理
的
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
実
験
す
る
こ
と
も
無
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
実
験
は
現
実
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
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を
予
想
し
、
そ
の
合
理
性
の
発
見
を
目
的
と
し
て
い
る
。
し
か
し
科
学
の
求
め
る
も
の
が
合
理
的
な
も
の
、
一
般

的
な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
個
々
の
も
の
、
特
殊
的
な
も
の
を
全
く
無
視
す
る

か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
科
学
も
実
は
個
物
の
独
立
性
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
唯
一
つ
の
例
外
が
あ
っ
て
も
法
則
は
否
定
さ
れ
改
変
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
個
物
の
力
を

示
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
個
物
の
独
立
性
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
、
近
代
科
学
の
特
色
と
さ
れ
る
実
証
性
が
あ
る
。

そ
れ
以
前
の
合
理
主
義
の
哲
学
即
ち
一
切
の
も
の
が
純
粋
に
合
理
的
に
演
繹
さ
れ
得
る
と
す
る
思
想
に
対
し
て
、

近
代
科
学
が
経
験
を
重
ん
ず
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り
現
実
の
う
ち
に
合
理
的
な
統
一
が
存
し
な
い

な
ら
ば
、
実
証
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
無
駄
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
現
実
が
合
理
的
で
あ
る
と
同
時
に
非
合

理
的
で
あ
り
、
特
殊
的
で
あ
る
と
同
時
に
一
般
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
科
学
的
研
究
は
成
立
す
る
。
そ
れ

は
科
学
が
合
理
性
と
実
証
性
、
或
い
は
論
理
性
と
経
験
性
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
科
学
性
は

合
理
性
と
実
証
性
と
い
う
相
反
す
る
も
の
の
統
一
で
あ
る
。

さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
経
験
は
単
に
受
動
的
な
も
の
で
な
く
、
受
動
的
で
あ
る
と
同
時
に
能
動
的
で
あ
っ
た
。

経
験
の
発
展
と
し
て
、
科
学
に
お
け
る
実
証
性
と
合
理
性
は
、
そ
の
受
動
性
と
能
動
性
に
相
応
し
て
い
る
。
経
験

は
試
み
る
こ
と
と
し
て
そ
こ
に
既
に
自
律
的
な
知
性
が
参
加
し
て
い
る
。
経
験
に
お
け
る
試
み
が
手
当
り
次
第
の
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偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
実
験
に
お
け
る
試
み
は
計
画
的
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
思
想
、
一
定

の
イ
デ
ー
を
も
っ
て
臨
む
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
合
理
性
に
対
す
る
要
求
を
示
し
て
い
る
。
イ
デ
ー
な
し
に
は

実
験
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
一
定
の
思
想
を
も
っ
て
現
象
に
問
い
か
け
、
現
象
を
し
て
こ
の
問
に
答
え
さ
せ
る
こ

と
が
実
験
で
あ
る
。
そ
し
て
与
え
ら
れ
る
答
に
つ
い
て
論
理
的
に
思
考
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
現
象
を
合
理
的
に
把

握
し
て
ゆ
く
。
そ
の
場
合
、
答
は
必
ず
し
も
最
初
の
思
想
と
一
致
し
な
い
で
、
む
し
ろ
こ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
も

あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
は
そ
れ
に
応
じ
て
我
々
の
思
想
を
変
え
、新
し
い
思
想
を
も
っ
て
更
に
現
象
に
問
い
か
け
る
。

か
よ
う
に
し
て
我
々
と
現
象
と
の
間
に
い
わ
ば
問
答
が
行
わ
れ
る
。
問
は
あ
ら
か
じ
め
論
理
的
に
考
え
ら
れ
た
思

想
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
で
あ
る
故
に
、
合
理
性
の
側
を
現
し
、
こ
れ
に
対
し
て
答
は
い
つ
で
も
そ
の
思
想
を
否
定

し
得
る
も
の
と
し
て
実
証
性
の
側
を
現
す
と
す
れ
ば
、
合
理
性
と
実
証
性
と
は
対
立
し
、
そ
の
間
に
対
話
が
行
わ

れ
る
。
そ
の
と
き
合
理
性
と
実
証
性
と
は
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
弁
証
法
と
い
う
語
は

も
と
対
話
を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
「
デ
ィ
ア
レ
ゲ
ス
タ
イ
」
に
由
来
し
て
い
る
。
対
話
に
お
い
て
は
互
い
に

他
を
否
定
し
得
る
独
立
な
者
が
対
立
し
、
問
答
を
通
じ
て
一
致
し
た
思
想
に
達
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ

う
に
弁
証
法
は
対
立
す
る
も
の
の
一
致
を
意
味
し
て
い
る
。
科
学
性
は
合
理
性
と
実
証
性
と
の
弁
証
法
的
統
一
で

あ
る
。
そ
の
合
理
性
は
実
証
性
を
離
れ
て
な
く
、
そ
の
実
証
性
は
合
理
性
を
離
れ
て
な
い
。
科
学
的
精
神
は
合
理
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的
精
神
で
あ
る
と
同
時
に
実
証
的
精
神
で
あ
る
。
合
理
性
と
実
証
性
と
は
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
科
学
的

研
究
は
一
つ
の
過
程
と
し
て
運
動
す
る
の
で
あ
る
。
新
た
に
発
見
さ
れ
た
事
実
を
説
明
す
る
法
則
を
求
め
る
た
め

に
、
或
い
は
特
殊
的
法
則
を
包
括
す
る
一
般
的
法
則
を
求
め
る
た
め
に
、
研
究
が
行
わ
れ
る
。
特
殊
的
な
も
の
は

科
学
を
進
歩
さ
せ
る
力
と
な
っ
て
い
る
。
特
殊
的
な
も
の
と
一
般
的
な
も
の
と
の
対
立
に
よ
っ
て
科
学
は
発
達
す

る
、
或
い
は
、
非
合
理
的
な
も
の
を
否
定
的
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
科
学
は
そ
の
合
理
性
に
お
い
て
発
展
す

る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
科
学
が
弁
証
法
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
の
世
界
が
弁
証
法
的
な

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
相
応
し
て
い
る
。
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
演
繹
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
実
証
的
で

あ
る
こ
と
は
帰
納
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
科
学
は
演
繹
的
で
あ
る
と
共
に
帰
納
的
で
あ
り
、
帰
納

的
で
あ
る
と
共
に
演
繹
的
で
あ
る
。
演
繹
は
一
か
ら
多
へ
で
あ
り
、
帰
納
は
多
か
ら
一
へ
で
あ
る
。
現
実
の
世
界

は
多
に
し
て
一
、一
に
し
て
多
で
あ
り
、
一
即
多
、
多
即
一
と
い
う
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
科
学

の
弁
証
法
的
構
造
の
根
柢
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
科
学
が
行
為
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
客
観
的
な
知
識
に
達
す
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

単
に
見
る
の
で
な
く
、
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
は
真
に
客
観
的
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

科
学
は
直
接
に
物
を
作
る
の
で
な
く
、
物
を
作
る
の
は
技
術
で
あ
る
。
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
形
を
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も
っ
て
い
る
。
技
術
に
お
い
て
は
、
先
ず
客
観
的
な
法
則
の
知
識
、
次
に
主
観
的
な
目
的
が
あ
り
、
両
者
の
統
一

が
求
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
統
一
は
物
を
変
化
し
て
新
し
い
形
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
科
学
の
理
念

が
法
則
で
あ
る
に
対
し
て
、
技
術
の
理
念
は
形
で
あ
る
。
形
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
抽
象
的

一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
と
し
て
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
的

精
神
が
用
心
深
く
、
試
験
的
で
、
自
由
を
尚た
っ
とび

、
つ
ね
に
批
判
的
で
、
進
取
的
で
あ
る
に
反
し
、
技
術
的
精
神
に

は
何
か
固
定
的
で
保
守
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
技
術
は
習
慣
的
に
な
り
、
習
慣
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意

味
を
発
揮
す
る
。
言
い
換
え
る
と
、
技
術
は
制
度
的
に
な
る
と
い
う
性
質
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
。

技
術
の
存
在
の
仕
方
に
は
常
識
の
存
在
の
仕
方
と
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
は
技
術
化
さ
れ
る

に
応
じ
て
常
識
の
う
ち
に
入
っ
て
ゆ
く
。
科
学
に
お
い
て
自
然
と
対
立
し
た
人
間
精
神
は
、
形
の
あ
る
独
立
な
も

の
を
作
る
技
術
を
通
じ
て
自
然
に
、
歴
史
的
自
然
に
、
還
る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
技
術
は
自
然
の

技
術
を
継
続
す
る
。
科
学
と
技
術
と
は
、
科
学
も
行
為
的
で
あ
り
技
術
も
知
識
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
な
お
理
論

と
実
践
と
し
て
対
立
し
て
い
る
。
し
か
も
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
両
者
は
抽
象
的
に
分
離
さ
れ
得
る
も
の
で
な

く
、
却
っ
て
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
る
。
理
論
の
発
達
に
よ
っ
て
実
践
は
発
達
し
、
実
践
の
発
達
に
よ
っ
て
理
論

は
発
達
す
る
。
そ
こ
に
対
立
す
る
も
の
の
統
一
、
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
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は
、
科
学
と
技
術
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
す
べ
て
の
文
化
と
行
為
に
お
い
て
見
ら
れ
る
関
係
で
あ
る
。

七　
哲
学

科
学
と
哲
学
と
の
区
別
は
、
普
通
に
次
の
如
く
理
解
さ
れ
て
い
る
。
先
ず
科
学
は
原
因
の
知
識
で
あ
っ
た
。
哲

学
も
科
学
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
原
因
或
い
は
理
由
の
知
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
科
学
は
物

の
原
因
を
研
究
す
る
に
し
て
も
、
自
己
自
身
の
拠
っ
て
立
つ
根
拠
は
反
省
す
る
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
は
物
の
因
果

関
係
を
研
究
す
る
か
、
お
よ
そ
因
果
性
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
反
省
し
な
い
の
で
あ
る
。
因
果
性
と

か
空
間
と
か
時
間
と
か
と
い
う
如
き
も
の
は
、
科
学
は
前
提
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
科
学
の
前

提
と
な
っ
て
い
る
も
の
を
究
め
、
そ
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
哲
学
で
あ
る
。
即
ち
哲
学
は
科
学
批
判
に
従

事
す
る
の
で
あ
る
。
批
判
と
い
う
の
は
そ
の
も
の
の
拠
っ
て
立
つ
根
拠
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
基
礎
を
置
く
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
身
科
学
の
仕
事
に
属
す
る
と
い
わ
れ

る
か
も
知
れ
な
い
。
科
学
者
は
自
己
の
研
究
の
過
程
に
お
い
て
自
己
の
原
理
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
お
の
ず
か
ら

反
省
し
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
そ
の
場
合
、
科
学
者
は
も
は
や
科
学
者
と
し
て
で
な
く
哲
学
者
と
し
て
研
究
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し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
何
故
に
、
科
学
の
根
拠
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
科
学
者
の

仕
事
に
属
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
科
学
的
研
究
の
発
展
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か

よ
う
に
し
て
、
科
学
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
哲
学
の
仕
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
何
か
科
学
の

科
学
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
点

の
認
識
が
哲
学
に
と
っ
て
肝
要
な
の
で
あ
る
。

次
に
科
学
は
存
在
を
種
々
の
領
域
に
分
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
つ
い
て
研
究
す
る
。
科
学
は
存
在
を
全
体
と

し
て
考
察
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
特
殊
部
門
を
研
究
す
る
。
物
理
学
は
物
理
現
象
を
取
扱
い
、
生
物
学
は
生
命
現

象
を
取
扱
う
と
い
う
よ
う
に
、
科
学
は
分
科
的
で
あ
り
、
専
門
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
殊
科
学
と
か
個
別
科
学
と

か
と
い
わ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
哲
学
は
全
体
の
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
存
在
を
存
在
と
し
て
全

体
的
に
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
も
つ
ね
に
全
体
を
目
差
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ

な
い
。
科
学
者
も
世
界
を
包
括
的
に
統
一
的
に
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
彼
等
も
世
界
に
つ
い
て
の
全
体
的
な

観
念
、
即
ち
世
界
像
と
い
う
も
の
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
物
理
学
者
は
物
理
的
世
界
像
を
、
生
物
学
者
は
生

物
学
的
世
界
像
を
形
作
ろ
う
と
し
て
い
る
。
生
命
現
象
は
物
理
的
に
説
明
さ
れ
ず
、
更
に
心
理
現
象
は
生
物
学
的

に
説
明
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
物
理
的
、
生
物
学
的
、
心
理
的
現
象
を
一
定
の
関
係
に
お
い
て
統
一
的
に
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説
明
し
得
る
科
学
的
世
界
像
を
求
む
べ
く
努
力
さ
れ
て
い
る
。従
っ
て
哲
学
が
全
体
の
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

ヴ
ン
ト
な
ど
の
考
え
た
よ
う
に
、
単
に
諸
科
学
の
綜
合
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
諸
科
学
の
綜
合
は

む
し
ろ
科
学
自
身
の
理
念
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
哲
学
が
全
体
の
学
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
の
全
体
と
い

う
も
の
に
は
科
学
の
科
学
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
は
遂
に
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
点
の
認
識
が
哲
学
に
と
っ
て
大
切
な
の
で
あ
る
。

第
三
に
科
学
は
価
値
の
問
題
に
つ
い
て
中
立
的
で
あ
る
。そ
れ
は
た
だ
記
述
し
或
い
は
説
明
す
る
こ
と
に
努
め
、

価
値
判
断
は
そ
れ
の
外
に
あ
る
。
そ
れ
は
感
情
的
な
主
観
的
な
評
価
を
排
し
て
、
物
を
飽
く
ま
で
も
知
的
に
客
観

的
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
科
学
は
単
に
記
述
す
る
の
み
で
説
明
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
の
は
、
言
い
過
ぎ
で

あ
る
に
し
て
も
、そ
れ
は
決
し
て
目
的
の
言
葉
に
お
い
て
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。「
何
故
に
」と
い
う
こ
と
が
、

も
し
物
の
意
味
な
い
し
目
的
を
問
う
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
科
学
は
「
何
故
に
」
と
い
う
こ
と
に
答
え
る
も
の

で
な
く
、
単
に
「
如
何
に
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。
科
学
の
示
す
新
し
い
事
実
、
新
し
い
観

念
、
環
境
支
配
の
新
し
い
可
能
性
を
も
っ
て
何
を
始
め
る
か
は
、
そ
れ
を
用
い
る
人
間
の
意
欲
に
依
存
し
、
そ
し

て
こ
れ
は
彼
の
も
っ
て
い
る
価
値
の
尺
度
に
依
存
す
る
。
行
為
の
目
的
に
対
し
て
科
学
は
手
段
或
い
は
道
具
を
提

供
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に
哲
学
は
ま
さ
に
価
値
と
そ
の
秩
序
に
関
わ
っ
て
い
る
。
哲
学
の
問
題
は
価
値
の
問
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題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
科
学
も
価
値
に
無
関
心
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
れ

は
何
よ
り
も
真
理
に
深
く
関
心
し
て
い
る
。
真
理
は
価
値
で
あ
り
、
従
っ
て
知
識
も
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
価
値
の

問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
価
値
の
秩
序
を
如
何
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
知
識
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
多

い
の
で
あ
る
。
理
論
と
実
践
、
観
念
と
行
動
を
全
く
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
科
学
が
価
値
判
断
を
排
す
る
の

は
主
観
的
な
も
の
の
混
入
を
防
ぐ
た
め
で
あ
る
が
、
哲
学
も
ま
た
、
価
値
を
問
題
に
す
る
に
し
て
も
、
単
に
主
観

的
で
あ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
純
粋
に
客
観
的
な
立
場
に
お
い
て
は
評
価
は
な
く
、
物
の
意
味
も

理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
意
味
と
か
目
的
と
か
価
値
と
か
も
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
得
ず
、

そ
し
て
そ
れ
が
現
象
の
う
ち
に
客
観
的
に
現
れ
る
限
り
、
価
値
も
科
学
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
道
徳
学
、
芸

術
学
、
宗
教
学
等
の
存
在
は
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
哲
学
が
価
値
を
問
題
に
す
る
と
い
う
場
合
、
そ

の
取
扱
い
は
科
学
に
お
け
る
そ
れ
と
は
異
な
り
、
し
か
も
価
値
そ
の
も
の
の
本
質
が
哲
学
的
な
見
方
を
要
求
し
て

お
り
、
更
に
こ
れ
が
単
に
主
観
的
な
見
方
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
の
点
の
認
識
が

哲
学
に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
知
識
、
存
在
、
価
値
等
、
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
科
学
と
哲
学
と
は
そ
の
見
方
に
お
い
て
如

何
に
相
違
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
的
な
見
方
の
ほ
か
に
、
お
よ
そ
何
故
に
哲
学
的
な
見
方
が
要
求
さ
れ
る
の
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で
あ
ろ
う
か
。

科
学
は
物
を
客
観
的
に
、
対
象
的
に
見
て
ゆ
く
。
科
学
の
求
め
る
の
は
客
観
的
な
知
識
或
い
は
対
象
的
な
認
識

で
あ
る
。
し
か
る
に
物
を
知
る
に
は
知
る
作
用
が
あ
り
、そ
こ
に
知
ら
れ
た
も
の
と
知
る
も
の
と
が
区
別
さ
れ
る
。

認
識
に
は
作
用
と
対
象
と
が
あ
る
、
対
象
は
客
観
で
あ
り
、
作
用
は
主
観
に
属
し
て
い
る
。
科
学
は
ひ
た
す
ら
客

観
を
そ
の
も
の
と
し
て
知
る
こ
と
に
努
力
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
科
学
も
知
る
も
の
、
知
る
作
用
即
ち
主
観
或

い
は
主
体
に
つ
い
て
研
究
す
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。け
れ
ど
も
科
学
が
知
る
も
の
に
つ
い
て
研
究
す
る
場
合
、

知
る
も
の
は
対
象
と
し
て
、
客
観
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
更
に
こ
れ
を
知
る
も
の
、
知
る
作

用
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
見
ら
れ
た
自
己
は
も
は
や
見
る
自
己
で
は
な
い
。
主
体
は
如
何
に
し
て
も
客
観
化
し
得

ぬ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
的
存
在
で
な
く
作
用
的
存
在
で
あ
り
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
言
葉
を
借
り
る
と
、
判
断

の
述
語
と
し
て
の
存
在
で
な
く
繋
辞
と
し
て
の
存
在
で
あ
る
。
主
体
を
そ
の
も
の
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に

見
て
ゆ
く
と
い
う
の
は
科
学
の
こ
と
で
な
く
、そ
こ
に
哲
学
が
あ
る
。
科
学
が
客
観
的
な
見
方
に
立
つ
に
反
し
て
、

哲
学
は
主
体
的
な
見
方
に
立
っ
て
い
る
。
主
体
的
に
知
る
と
い
う
の
は
、
対
象
的
に
知
る
こ
と
で
な
く
、
自
覚
的

に
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
翻
っ
て
主
体
と
か
自
覚
と
か
の
意
味
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

主
体
と
は
働
く
も
の
で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
知
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
知
る
も
の
、
知
る
作
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用
が
主
体
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
で
あ
り
、
主
体
と
は
意
識
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
さ
き
に
論
じ
た
よ
う
に
、
知
識
の
主
体
も
行
為
的
で
あ
る
。
行
為
の
主
体
は
単
な
る
意
識
で
な
く
却
っ
て
存

在
で
あ
る
。
存
在
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
に
ど
こ
ま
で
も
捉
え
る
こ

と
の
で
き
ぬ
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
主
体
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
存
在
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
作
用
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
す
で
に
客
観
的
な
見
方
に
属
し
て
い
る
。
そ
こ

で
は
む
し
ろ
作
用
と
存
在
と
が
一
つ
で
あ
る
、
存
在
が
あ
っ
て
作
用
が
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
作
用
が
あ
っ
て

存
在
が
あ
る
と
い
う
の
で
も
な
い
。
意
識
の
起
原
に
し
て
も
行
為
の
立
場
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
主
体

が
環
境
の
抵
抗
に
逢
っ
て
、
こ
れ
を
支
配
し
自
由
に
な
る
に
従
っ
て
、
意
識
は
発
達
す
る
、
意
識
の
発
達
に
は
、

環
境
の
刺
戟
に
対
す
る
主
体
の
反
応
の
自
由
が
現
れ
、
主
体
の
運
動
が
単
に
反
射
的
で
な
く
自
発
的
或
い
は
自
律

的
で
あ
る
こ
と
が
必
要
な
条
件
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
如
く
、
意
識
の
範
囲
は
生
命
の
自
由
な
活
動
の
範

囲
と
一
致
し
て
い
る
。
主
体
的
な
も
の
は
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
。
主
体
的
立
場
と
は
行
為
の
立
場
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
行
為
に
つ
い
て
一
層
深
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

行
為
は
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
水
が
流
れ
る
と
か
風
が
吹
く
と
か
と
い
う
運
動
と
同
じ
に
考
え
る
こ
と

は
で
き
ぬ
。
そ
れ
ら
の
運
動
は
客
観
的
に
捉
え
得
る
も
の
で
あ
る
が
、
行
為
は
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
に
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見
て
ゆ
く
限
り
、
行
為
の
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
行
為
は
単
に
客
観
的
に
捉
え
得
ぬ
主
体
的
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
行
為
の
対
象
で
あ
る
も
の
即
ち
客
体
は
、
私
が
何
を
為
す
に
し
て
も
、
つ
ね
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
。
私

が
今
こ
の
手
帳
を
取
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
と
き
そ
れ
は
既
に
そ
こ
に
あ
る
。
か
よ
う
に
客
体
は
つ
ね
に
「
既
に
」

と
い
う
性
格
を
担
っ
て
い
る
。
客
体
の
担
う
こ
の
過
去
性
は
、
普
通
に
い
う
過
去
と
同
じ
で
な
い
。
こ
の
手
帳
は

現
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
現
在
そ
こ
に
あ
る
も
の
を
も
「
既
に
」
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
す
る
の
が
行
為
の
主

体
的
立
場
で
あ
る
。
ま
た
未
来
に
属
す
る
も
の
も
、
見
ら
れ
た
も
の
、
考
え
ら
れ
た
も
の
、
知
ら
れ
た
も
の
即
ち

一
般
に
客
体
と
し
て
は
、
既
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
客
体
は
す
べ
て
或
る
根

源
的
な
過
去
性
を
担
い
、
い
わ
ゆ
る
過
去
現
在
未
来
に
属
す
る
一
切
を
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
と
し
て
こ
れ
に
対

す
る
の
が
主
体
で
あ
る
。
主
体
は
如
何
に
し
て
も
既
に
そ
こ
に
あ
る
と
は
い
い
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
真
の
現
在
で

あ
る
。
こ
の
現
在
は
、
過
去
現
在
未
来
と
区
別
さ
れ
る
時
間
の
秩
序
に
お
け
る
現
在
で
な
く
、
そ
れ
を
超
え
た
全

く
異
な
る
秩
序
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
現
在
に
お
い
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
過
去
も
未
来
も
現
在
的
に
な
る
。

過
去
や
未
来
が
我
々
に
働
き
か
け
る
と
い
う
の
も
、
こ
の
現
在
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
去
現
在
未
来
が
同

時
存
在
的
に
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
現
在
で
あ
る
。
行
為
は
既
に
そ
こ
に
あ
る
と
い
い
得
る
も
の
で
な
く
、
既
に
そ

こ
に
あ
る
の
は
為
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
為
す
も
の
で
は
な
い
。
行
為
は
つ
ね
に
現
在
か
ら
、
普
通
に
い
う
現
在
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と
は
秩
序
を
異
に
す
る
現
在
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
行
為
が
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
こ
と
で
あ

る
。
か
く
し
て
行
為
は
過
去
を
も
未
来
を
も
現
在
に
媒
介
す
る
、
そ
こ
に
行
為
の
歴
史
性
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

我
々
の
す
べ
て
の
行
為
は
歴
史
的
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
行
為
が
現
在
か
ら
起
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
行
為
の
超
越
性
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
の
超
越

性
と
い
う
の
は
、そ
れ
が
過
去
現
在
未
来
を
超
え
た
全
く
異
な
る
秩
序
の
現
在
か
ら
起
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

人
間
の
運
動
は
特
に
行
為
と
い
わ
れ
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
間
は
超
越
的
で
あ
る
。
人
間
の
主
体
性
は
そ
の

存
在
の
超
越
性
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
超
越
は
人
間
的
存
在
の
根
拠
で
あ
り
、
超
越
が
あ
る
に
よ
っ
て
人

間
は
人
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
超
越
は
先
ず
人
間
に
お
け
る
客
体
か
ら
主
体
へ
の
超
越
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て

我
々
は
単
な
る
客
体
で
な
く
主
体
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
に
お
け
る
主
体
へ
の
超
越
は
同
時
に
人
間
に
対
す
る

客
体
の
超
越
の
根
拠
で
あ
る
。
我
々
の
環
境
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
我
々
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
そ
れ
は
我
々
の
全
く
外
に
あ
り
、
我
々
は
そ
れ
に
対
し
て
い
わ
ば
距
離
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
我
々

は
自
己
に
対
し
て
さ
え
距
離
の
関
係
に
立
ち
、
か
よ
う
に
し
て
自
己
を
も
客
観
的
に
捉
え
得
る
。
我
々
に
対
し
て

客
体
が
超
越
的
で
あ
る
故
に
、
我
々
は
そ
れ
を
客
観
的
に
認
識
し
得
る
の
で
あ
る
。
物
に
遠
い
こ
と
が
却
っ
て
物

を
近
く
捉
え
得
る
所
以
で
あ
る
。
客
体
の
超
越
は
、
我
々
が
主
体
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
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な
る
。
我
々
に
お
け
る
主
体
へ
の
超
越
は
同
時
に
我
々
に
対
す
る
客
体
の
超
越
で
あ
り
、
超
越
は
か
よ
う
に
二
重

で
あ
っ
て
一
つ
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
は
客
体
を
全
体
と
し
て
超
越
し
て
い
る
故
に
、
存
在
す
る
も
の
の
一
切
を

全
体
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
。
我
々
が
主
体
と
し
て
超
越
的
で
な
け
れ
ば
行
為
は
な
く
、
ま
た
対

象
が
客
体
と
し
て
超
越
的
で
な
け
れ
ば
行
為
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
は
二
重
の
超
越
に
よ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ

が
一
つ
で
あ
る
に
よ
っ
て
、
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
主
体
は
単
な
る
意
識
を
意
味
し
な
い
が
、
し
か
し
意
識
に
お
い
て
主
体
は
主
体
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
主

体
の
主
体
性
即
ち
行
為
の
自
発
性
と
意
識
の
発
達
と
は
伴
っ
て
い
る
。
主
体
が
主
体
的
に
表
現
さ
れ
る
所
は
意
識

で
あ
る
。
行
為
は
も
と
よ
り
客
観
的
に
表
現
さ
れ
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
が
主
体
的
に
表
現
さ
れ
る
所
は
意
識
を
措

い
て
な
い
の
で
あ
る
。
自
己
意
識
或
い
は
自
覚
に
よ
っ
て
、
主
体
は
真
に
主
体
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト

が
「
私
は
考
え
る
、
故
に
私
は
在
る
」
と
い
っ
た
如
く
、
我
々
は
自
己
の
存
在
を
意
識
し
、
意
識
す
る
自
己
を
意

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
自
覚
は
デ
カ
ル
ト
の
考
え
た
如
く
単
に
知
的
な
事
実
で
あ
る
の
で
は
な
い
。「
我
々

は
存
在
し
且
つ
存
在
す
る
こ
と
を
知
る
、
そ
し
て
こ
の
存
在
と
知
と
を
愛
す
る
」
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
い
っ

た
如
く
、
我
々
の
自
覚
存
在
に
は
感
情
が
伴
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
人
間
は
「
考
え
る
蘆
」
で
あ
る
と
い
う
パ

ス
カ
ル
の
言
葉
は
、
情
意
的
自
覚
を
現
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
私
は
考
え
る
、
故
に
私
は
思
惟
す
る
物
も
し
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く
は
実
体
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
、
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
は
、「
私
は
行
動
す
る
、
私
は
意
欲
す
る
、

即
ち
私
は
私
に
お
い
て
行
動
を
意
識
す
る
、
故
に
私
は
原
因
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
、
故
に
私
は
原
因
も
し
く

は
力
と
し
て
在
る
、
即
ち
現
実
的
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
原
理
と
し
た
。
彼
は
こ
れ
を
内
的
感
覚
の
原
始

的
事
実
と
称
し
た
。
自
己
意
識
は
主
体
の
自
発
性
の
意
識
で
あ
る
。「
意
欲
は
精
神
の
単
純
な
、
純
粋
な
、
瞬
間

的
な
作
用
で
あ
る
、
そ
れ
に
お
い
て
、
も
し
く
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
知
的
に
し
て
能
動
的
な
力
は
外
部
に
現

れ
、
且
つ
自
己
自
身
に
内
面
的
に
現
れ
る
」、
と
ま
た
メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
が
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
行
為

は
外
部
に
表
現
さ
れ
る
と
共
に
内
部
に
表
現
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
二
重
の
表
現
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
、
単
に
外

に
現
れ
る
の
み
で
な
く
同
時
に
自
己
自
身
に
内
面
的
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
主
体
の
特
徴
で
あ
る
。
人
間
は

外
的
人
間
で
あ
る
と
共
に
内
的
人
間
で
あ
る
。
行
為
は
外
に
経
験
さ
れ
る
の
み
で
な
く
内
に
経
験
さ
れ
る
。
経
験

を
外
的
経
験
と
の
み
考
え
た
と
こ
ろ
に
、
い
わ
ゆ
る
経
験
論
の
制
限
が
あ
っ
た
。
外
的
感
覚
の
ほ
か
に
、
メ
ー
ヌ
・

ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
の
い
っ
た
よ
う
な
内
的
感
覚
が
あ
る
。
人
間
は
自
覚
的
存
在
で
あ
る
。
自
覚
的
な
も
の
で
あ
っ
て

真
の
主
体
で
あ
り
、
自
覚
に
よ
っ
て
真
に
主
体
の
主
体
性
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
自
覚
の
意
味
は
一
層
厳
密
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
覚
と
い
う
の
は
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
、
自

己
が
自
己
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
自
覚
の
意
味
は
単
に
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
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と
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。
自
己
は
自
己
を
振
返
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
振
返
っ
て
見
る
自
己
を
更
に
振

返
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
に
自
己
は
無
限
に
自
己
を
反
省
し
得
る
と
い
う
の
は
重
要
な
事
実
で
あ
る

け
れ
ど
も
、
も
し
そ
れ
が
単
に
意
識
の
内
部
に
お
い
て
自
己
が
自
己
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
純
粋
に
内
在
的
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
も
し
そ
れ
が
純
粋
に
内
在
的
な
こ
と
で
あ
る
と
す
れ

ば
、何
故
に
そ
れ
が
、少
な
く
と
も
行
為
に
と
っ
て
、重
要
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
か
、理
解
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

自
己
が
自
己
を
知
る
と
い
う
自
覚
の
意
味
は
、
自
己
が
自
己
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己

が
自
己
を
超
え
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
己
が
自
己
を
知
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
。
自
覚
の
事
実
は
人
間
存
存

の
超
越
性
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
真
の
主
体
性
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
と
い
う
の
は

単
に
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
で
な
く
、
自
己
が
自
己
を
知
る
こ
と
に
即
し
て
自
己
の
根
拠
で
あ
る
も
の
を
知
る

こ
と
で
あ
る
。
も
し
自
覚
が
単
な
る
自
己
意
識
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
内
容
は
単
に
自
己
で
あ
り
、
ま
た

そ
れ
は
た
だ
意
識
に
関
す
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
か
よ
う
に
し
て
自
覚
を
基
礎
と
す
る
哲
学
は
、
従
来
し
ば
し
ば

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
内
在
論
或
い
は
意
識
哲
学
に
終
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
自
覚
の
事
実
が
こ
れ
ま
で
主

と
し
て
知
識
と
そ
の
主
観
の
問
題
の
見
地
か
ら
見
ら
れ
た
こ
と
に
も
関
聯
し
て
い
る
。
自
覚
の
事
実
も
行
為
の
立

場
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
覚
の
内
容
は
自
己
で
あ
る
と
同
時
に
他
者
で
あ
り
、
そ
し
て
自
覚
は
単
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に
意
識
に
関
わ
る
も
の
で
な
く
、
存
在
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
単
な
る
自
己
反
省
で
な
く
、
自
己
へ
の
反
省
が

同
時
に
他
者
へ
の
関
係
付
け
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
自
覚
の
本
質
が
あ
る
。
他
者
と
は
自
己
の
存
在
の
根
拠

で
あ
る
も
の
を
指
し
て
い
る
。
伝
統
的
な
哲
学
の
考
え
た
如
く
、
現
実
的
存
在
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
と
存
在
の

根
拠
と
が
区
別
さ
れ
、
自
己
の
存
在
の
根
拠
が
自
己
の
存
在
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
的
存
在
の
根

本
的
規
定
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
に
固
有
な
も
の
と
い
わ
れ
る
自
覚
は
、
自
己
の
存
在
の
根
拠
の
意
識
で
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
自
己
意
識
で
な
く
、
自
己
意
識
が
同
時
に
根
拠
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
自
覚
の
本
来
の
意
味
が
あ
り
、
そ
の
根
拠
の
意
識
に
よ
っ
て
自
己
意
識
も
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
は
超
越

に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
主
体
的
と
は
、
単
に
主
観
的
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
の
存
在

の
根
拠
を
自
覚
し
、
こ
れ
と
内
面
的
な
関
係
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
意
識
と
し
て
の
個
人
的
自
覚
は

人
格
の
認
識
根
拠
と
な
る
に
し
て
も
、
そ
の
存
在
根
拠
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
も
我
の
存
在
の
根
拠
で
あ

る
も
の
は
、
同
時
に
汝
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
な
し
に
、
我
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
我

は
汝
に
対
し
て
初
め
て
我
で
あ
る
か
ら
。
我
々
は
我
々
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
も
の
か
ら
社
会
的
に
限
定
さ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
存
在
の
根
拠
が
最
も
深
い
意
味
に
お
け
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
主
体
的
立
場
と

い
う
の
は
個
人
的
立
場
で
な
く
、
社
会
的
立
場
で
あ
り
、
世
界
的
立
場
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
は
客
観
と
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し
て
の
世
界
で
は
な
い
。
客
観
と
し
て
の
世
界
に
お
い
て
は
、
主
体
で
あ
る
人
間
は
そ
の
場
所
を
も
た
な
い
。
見

ら
れ
た
自
己
は
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
見
る
自
己
は
そ
れ
に
対
し
て
何
処
か
外
に
あ
る
と
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、「
世
界
は
深
い
」
と
ニ
ー
チ
ェ
も
い
っ
た
如
く
、
世
界
は
主
体
で
あ
る
人
間
を

内
に
包
み
、
こ
れ
を
超
え
て
深
い
の
で
あ
る
。
主
体
が
そ
れ
に
お
い
て
あ
る
世
界
即
ち
絶
対
的
場
所
は
、
ど
こ
ま

で
も
主
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
主
体
で
あ
る
人
間
が
そ
れ
に
対
し
て
は
客
体
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
な
主
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
既
に
」
そ
こ
に
あ
る
世
界
で
な
く
、
却
っ
て
い
わ
ゆ
る
世
界
が
そ
れ
に
お
い
て

あ
る
世
界
で
あ
り
、
真
の
現
在
で
あ
る
。
哲
学
は
対
象
的
認
識
で
な
く
て
場
所
的
自
覚
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
か

ら
作
ら
れ
る
、
世
界
は
創
造
的
世
界
で
あ
る
。
創
造
と
は
独
立
な
も
の
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
独
立
な
も
の
と
し
て
、
み
ず
か
ら
作
っ
て
ゆ
く
。
人
間
が
作
る
の
は
、
み
ず

か
ら
も
創
造
的
な
も
の
と
し
て
、
世
界
が
世
界
を
作
る
の
に
参
加
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
形
成
的
世
界
の
形

成
的
要
素
で
あ
る
。
我
々
が
作
る
の
は
、世
界
が
世
界
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
、そ
の
う
ち
に
、作
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
我
々
の
行
為
は
、
我
々
の
為
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て
成
る
も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
行
為
は
同
時
に
生
成
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
行
為
が
出
来
事
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
に
依
る

の
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
は
世
界
に
お
け
る
出
来
事
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
と



六
八

哲
学
入
門

は
も
と
出
来
事
を
意
味
し
て
い
る
。
主
体
的
立
場
は
歴
史
的
立
場
で
あ
り
、世
界
史
的
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
よ
う
に
し
て
哲
学
が
主
体
的
立
場
に
立
つ
と
い
う
の
は
、
要
す
る
に
、
現
実
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
真
に
現
実
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
歴
史
的
現
実
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
歴
史
的
物
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
我
々
の
一
切
の
行
為
は
、
経
済
的
行
為
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
芸
術
的
行
為
の
如
き
も
の
で

あ
ろ
う
と
、
或
い
は
ま
た
科
学
的
研
究
の
行
為
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
あ
る

の
で
あ
る
。
主
体
的
立
場
は
行
為
の
立
場
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
主
知
主
義
を
排
し
て
主
意
主
義
を
取
る
と
い
う

が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
行
為
の
問
題
は
、
主
観
主
義
の
哲
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
如
く
、
単

に
意
志
の
問
題
で
は
な
い
。如
何
な
る
物
で
あ
ろ
う
と
、物
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
、行
為
の
根
本
的
概
念
で
あ
る
。

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
制
作
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
識
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
体
的
立
場
は
形
成
的
人
間
の
立
場
で
あ
る
が
、
人
間
は
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
形
成
さ
れ
て

形
成
す
る
の
で
あ
る
。
歴
史
と
は
出
来
事
で
あ
り
、そ
れ
は
行
為
が
同
時
に
生
成
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

従
っ
て
行
為
の
立
場
と
い
っ
て
も
、
主
観
主
義
的
な
、
い
わ
ゆ
る
行
動
主
義
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
行

為
は
つ
ね
に
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
、
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
主
体

的
立
場
と
い
う
の
は
単
な
る
主
体
の
立
場
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
を
超
え
た
主
体
の
立
場
で
あ
る
。
人
間
は
「
超
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越
的
人
間
」
で
あ
る
、
超
越
に
よ
っ
て
人
間
は
人
間
で
あ
り
、
人
間
の
一
切
の
作
用
は
可
能
に
な
る
。
け
れ
ど
も

そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
超
越
的
意
識
或
い
は
先
験
的
意
識
と
混
同
さ
る
べ
き
で
な
く
、
人
間
は
そ
の
全
体
の
存
在
に
お

い
て
超
越
的
で
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
超
越
的
と
は
、
世
界
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
「
世

界
」
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
主
体
と
客
体
と
が
抽
象
的
に
対
立
す
る
の
で
な
い

よ
う
に
、
超
越
は
同
時
に
内
在
で
あ
り
、
内
在
的
超
越
で
あ
る
と
共
に
超
越
的
内
在
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ま

た
、
哲
学
は
対
象
的
認
識
で
な
く
場
所
的
自
覚
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
主
体
的
な
見
方
は
客
観
的
な
見
方
に

媒
介
さ
れ
、
こ
れ
を
内
に
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
場
所
的
自
覚
と
は
現
実
の
中
で
現
実
を
自
覚
す
る
こ
と

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
科
学
の
主
観
も
す
で
に
行
為
的
で
あ
っ
た
。
科
学
も
行
為
の
立
場
を
予
想
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
を

主
体
的
に
自
覚
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
の
こ
と
で
は
な
い
。
科
学
は
世
界
を
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
に
見

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
の
主
観
が
行
為
的
で
あ
る
の
も
、
客
観
的
知
識
に
近
づ
く
た
め
で
あ
っ
た
。
科
学
の
与
え

る
の
は
世
界
像
で
あ
っ
て
世
界
観
で
な
く
、
し
か
る
に
哲
学
の
求
め
る
の
は
世
界
観
で
あ
る
。
世
界
像
は
客
観
的

な
見
方
に
お
い
て
形
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
世
界
観
は
主
体
的
な
見
方
に
お
い
て
形
作
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
前
者
は
世
界
の
対
象
的
把
握
で
あ
り
、
後
者
は
世
界
の
場
所
的
自
覚
で
あ
る
。
世
界
観
は
科
学
よ
り
も
む
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し
ろ
常
識
の
も
の
で
あ
る
。
常
識
は
行
為
的
知
識
と
し
て
、
論
理
的
反
省
を
経
て
い
な
い
に
し
て
も
、
或
る
世
界

観
を
も
っ
て
い
る
。
日
常
の
生
活
に
お
い
て
我
々
は
多
く
の
場
合
、
常
識
的
世
界
観
に
よ
っ
て
生
活
し
て
い
る
。

格
言
や
俚
諺
の
如
き
も
の
は
、
か
よ
う
な
常
識
的
世
界
観
を
言
い
表
し
て
い
る
。
世
界
観
は
世
界
の
主
体
的
な
自

覚
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
は
情
意
的
な
見
方
の
含
ま
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
知
る
も
の
は
人
間

の
全
体
的
存
在
で
あ
る
、
哲
学
は
「
全
体
的
人
間
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
自
覚
は
あ
ら
ゆ
る
作
用
が
そ
れ
に

よ
っ
て
可
能
に
な
る
超
越
と
一
つ
の
も
の
と
し
て
、
意
識
の
作
用
の
う
ち
の
一
の
作
用
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、

む
し
ろ
「
作
用
の
作
用
」
と
し
て
、そ
こ
で
は
悟
性
も
感
情
も
意
志
も
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
観
は
我
々

の
知
的
要
求
と
共
に
我
々
の
情
意
的
要
求
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
常
識
が
哲
学
に
求
め
る
の

は
か
よ
う
な
世
界
観
で
あ
る
。
そ
し
て
常
識
が
哲
学
に
対
し
て
知
識
や
理
論
よ
り
も
哲
学
者
と
か
賢
者
と
か
と
い

う
人
間
理
想
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
を
行
為
的
知
識
と
し
て
理
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
は
生

の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
お
い
て
常
識
と
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
哲
学
は
ま
た
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ

れ
は
飽
く
ま
で
も
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
は
学
の
要
求
に
お
い
て
科
学
と
同
じ
で
あ
り
、
科
学
の
媒

介
が
必
要
で
あ
る
。
科
学
の
客
観
的
な
見
方
は
哲
学
の
主
体
的
な
見
方
に
対
立
す
る
が
、
か
よ
う
に
自
己
に
対
立

す
る
も
の
を
自
己
の
否
定
の
契
機
と
し
て
自
己
に
媒
介
し
、
こ
れ
を
自
己
の
う
ち
に
生
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
哲
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学
は
真
に
具
体
的
な
知
識
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
哲
学
の
仕
事
は
、
新
カ
ン
ト
派
が
考
え
た
よ
う
な
意
味
で
の

科
学
批
判
、
即
ち
単
に
科
学
の
論
理
的
基
礎
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
形
式
的
な
仕
事
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
科

学
的
世
界
像
に
媒
介
さ
れ
た
世
界
観
を
樹
て
る
こ
と
を
究
極
の
目
標
と
し
て
い
る
。
尤
も
、
科
学
の
哲
学
へ
の
媒

介
は
科
学
批
判
を
通
じ
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
批
判
と
い
う
の
は
、
そ
の
前
提
で
あ
る
も
の
を
反
省

し
て
そ
れ
に
基
礎
を
お
く
こ
と
、
い
わ
ゆ
る
基
礎
付
け
で
あ
り
、
基
底
付
け
で
あ
る
。
そ
し
て
科
学
の
基
礎
付
け

も
基
底
と
し
て
の
世
界
か
ら
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
知
識
の
問
題
を
存
在
の
問
題
か
ら
分
離
す
る
こ
と
は
で
き

ぬ
。
学
的
で
あ
る
べ
き
哲
学
は
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
論
理
と
い
っ
て
も
、
抽
象
的
に
形
式
的
に
考
え

ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
論
理
は
現
実
の
構
造
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
最
も
具
体
的
な
現
実
は
歴
史
的
現
実
で

あ
る
。
同
じ
歴
史
が
繰
り
返
す
と
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
自
然
が
あ
り
、
自
然
と
は
い
わ
ば
習
慣
的
に
な
っ
た
歴

史
で
あ
る
。
哲
学
の
論
理
は
根
本
に
お
い
て
歴
史
的
現
実
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
は
ど
こ
ま
で
も
現

実
の
中
に
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
に
お
い
て
常
識
を
否
定
す
る
哲
学
は
却
っ
て
常
識
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て

い
る
。
哲
学
は
科
学
の
立
場
と
常
識
の
立
場
と
を
自
己
に
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
学
と
生
と
の
統
一
で
あ
る
。
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一　
真
理

知
識
は
如
何
に
し
て
成
立
し
、
如
何
な
る
性
質
の
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
哲
学
に
お
け
る
一
つ
の
重
要
な
問

題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
研
究
す
る
哲
学
の
部
分
は
認
識
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
認
識
と
い
う
の
は
知
識
と
い
う

の
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
認
識
論
と
い
う
名
称
は
、
他
の
多
く
の
名
称
と
同
様
、
一
定
の
歴
史
的
含
蓄
を
も
っ
て

い
る
。
認
識
論
は
近
世
に
お
い
て
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
に
始
ま
り
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
、

現
代
の
新
カ
ン
ト
派
は
、
認
識
論
と
哲
学
と
を
同
一
視
し
、
認
識
論
の
ほ
か
に
哲
学
は
な
い
と
主
張
し
た
。
し
か

し
な
が
ら
特
定
の
立
場
を
離
れ
て
考
え
る
と
、
知
識
の
問
題
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
絶
え
ず
研
究
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
は
ま
た
知
識
学
と
も
知
識
哲
学
と
も
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
そ
れ

は
論
理
学
の
名
の
も
と
に
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
思
惟
の
学
と
し
て
の
論
理
学
は
実
質
的
に
は
認
識
論
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
認
識
論
は
「
知
識
の
起
源
、
本
性
並
び
に
限
界
」
に
関
す
る
研
究
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と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

知
識
の
問
題
の
中
心
を
な
す
の
は
真
理
の
問
題
で
あ
る
。
知
識
と
は
真
な
る
知
識
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
偽
り
の

知
識
は
知
識
と
も
い
わ
れ
な
い
。
知
識
は
真
理
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
真
理
は
知
識
の
価
値
を
意
味
し
、

こ
れ
に
対
し
て
虚
偽
は
反
価
値
で
あ
る
。
真
理
と
虚
偽
と
は
理
論
的
領
域
に
お
け
る
価
値
と
反
価
値
と
の
対
立
を

表
す
言
葉
で
あ
る
。
真
理
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

知
識
は
個
人
的
な
も
の
で
な
く
て
一
般
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
自
分
は
そ
う
考
え
る

と
い
う
の
で
は
単
な
る
意
見
で
あ
っ
て
、
知
識
で
は
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
が
他
の
者
に
と
っ
て

は
そ
う
で
な
い
と
い
う
も
の
は
真
理
と
は
い
い
得
な
い
。
真
理
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
る
べ
き
要
求
を

含
ん
で
い
る
。
或
る
時
に
は
そ
う
で
あ
る
が
、
他
の
時
に
は
そ
う
で
な
く
、
或
る
処
で
は
そ
う
で
あ
る
が
他
の
処

で
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
も
の
も
真
理
で
な
く
、真
理
は
時
と
処
を
超
え
て
通
用
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

知
識
は
か
よ
う
な
性
質
を
も
つ
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
妥
当
性
と
い
わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
真
理
と
は

普
遍
妥
当
的
な
知
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
普
遍
妥
当
性
と
は
、
時
と
処
に
拘
わ
ら
な
い
普
遍
性
、
ま
た
す
べ
て
の

人
が
必
ず
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
を
意
味
し
て
い
る
。
一
般
に
価
値
と
は
か
よ
う
に
普
遍
妥
当
的
な
も

の
を
い
う
の
で
あ
る
。
普
遍
性
と
必
然
性
、
或
い
は
普
遍
妥
当
性
は
真
理
の
徴
表
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
知
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
心
理
的
事
実
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
る
と
、
知
識
は
つ

ね
に
普
遍
性
と
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。或
る
者
が
真
理
と
し
て
主
張
す
る
も
の
も
、

他
の
者
は
承
認
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
真
理
は
し
ば
し
ば
万
人
に
反
対
し
て
叫
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人

に
承
認
さ
れ
る
真
理
と
い
う
も
の
は
む
し
ろ
存
在
し
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
も
、
昨
日
ま
で
真
理

と
確
信
し
て
い
た
も
の
に
対
し
て
、
今
日
は
懐
疑
的
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
一
つ
の
知
識
も
、
或
る
人
に
は
一
層

多
く
必
然
的
と
思
わ
れ
、
他
の
人
に
は
一
層
少
な
く
必
然
的
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
、
心
理
的
事
実

と
し
て
は
、知
識
は
つ
ね
に
普
遍
性
と
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
こ
で
知
識
の
普
遍
妥
当
性
は
、

カ
ン
ト
の
言
葉
を
借
り
て
い
う
と
、
事
実
の
問
題
で
な
く
て
権
利
の
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
知
識
が
事
実
と
し
て
普
遍
性
と
必
然
性
を
も
っ
て
い
る
か
否
か
に
関
わ
る
の
で
な
く
、
す
べ
て
の
知
識
は
権

利
と
し
て
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
真
理
は
、実
際
は
何
人
も
承
認
し
な
い
に
し
て
も
、

あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て
承
認
さ
る
べ
き
権
利
を
も
っ
て
い
る
。
真
理
の
こ
の
要
求
は
、
事
実
如
何
に
拘
ら
ず
、
厳

粛
で
あ
る
。
権
利
の
問
題
は
事
実
の
問
題
で
な
く
て
当
為
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ね
に
そ
う
あ
る
と
い
う
意

味
で
な
く
、
つ
ね
に
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
存
在
（
あ
る
）
と
当
為
（
べ
し
）
と
は
区
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
価
値
は
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
存
在
す
る
と
い
う
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こ
と
と
全
く
違
っ
た
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
心
理
主
義
に
反
対
す
る
新
カ
ン
ト
派
の
論
理
主
義
の

主
張
が
あ
る
。
心
理
主
義
は
物
を
心
理
的
事
実
の
立
場
か
ら
見
て
ゆ
く
に
反
し
て
、
論
理
主
義
は
そ
れ
を
論
理
的

意
味
の
立
場
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
ま
右
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
は
、
形
式
的
真
理
概
念
で
あ
る
。
真
理
の
形
式

的
概
念
は
普
遍
妥
当
性
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
論
理
主
義
は
形
式
主
義
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
知
識
が
形
式
的
に

は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
す
る
に
し
て
も
、
実
質
的
に
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て
知
識
の
問
題
か
ら
存
在
の
問
題
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
真
理
は
普

遍
妥
当
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
為
或
い
は
価
値
を
意
味
し
、
価
値
は
妥
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
存
在
す
る
も
の
で

な
く
、
妥
当
の
領
域
と
存
在
の
領
域
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
り
、
知
識
が
普
遍
妥
当
性
を
も
っ
た
め
に
は
、
判

断
に
お
い
て
承
認
も
し
く
は
否
認
さ
れ
る
認
識
の
対
象
は
、
存
在
で
な
く
て
価
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
さ

れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
真
理
の
意
味
を
実
質
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
存
在
の
概
念
は
欠
く
こ
と
が
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
。
知
識
は
存
在
に
関
係
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
知
識
で
あ
る
、
何
等
か
の
存
在
と
の
関
係
を
含

ま
な
い
よ
う
な
知
識
は
な
い
。
そ
こ
で
伝
統
的
な
定
義
は
真
理
を
、
物
と
観
念
と
の
一
致
と
規
定
し
て
い
る
。
カ

ン
ト
も
こ
れ
を
認
め
な
か
っ
た
の
で
な
く
、
彼
も
ま
た
、
真
理
は
「
認
識
と
そ
の
対
象
と
の
一
致
」
で
あ
る
と
い
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っ
て
い
る
。
認
識
と
そ
の
対
象
或
い
は
存
在
と
の
一
致
が
認
識
の
客
観
性
或
い
は
対
象
性
を
形
作
る
。
し
か
る
に

他
方
か
ら
考
え
る
と
、
知
識
が
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
主
観
的
個
人
的
な

も
の
で
な
く
、
普
遍
的
必
然
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
知
識
の

客
観
性
或
い
は
対
象
性
は
二
重
の
意
味
に
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
一
方
知
識
の
普
遍
妥
当
性

を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
知
識
が
客
観
或
い
は
存
在
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ

で
も
し
後
の
意
味
を
離
れ
て
前
の
意
味
を
の
み
強
調
す
れ
ば
、
形
式
的
な
論
理
主
義
に
お
け
る
如
く
、
存
在
の
概

念
か
ら
抽
象
し
て
真
理
の
概
念
を
規
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
知
識
の
客
観
性
は
む
し
ろ

言
葉
通
り
に
知
識
が
客
観
或
い
は
存
在
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
存
在
と
の
関

係
を
含
ま
な
い
よ
う
な
知
識
は
あ
り
得
な
い
。
知
識
の
客
観
性
は
、
カ
ン
ト
の
い
っ
た
如
く
、「
客
観
的
実
在
性
」

の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、従
っ
て
そ
れ
は
存
在
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

知
識
が
主
観
的
で
な
く
普
遍
妥
当
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
が
客
観
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
客
観
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
識
に
客
観
性
或
い
は
普
遍
妥
当
性
が
与
え
ら
れ
る
た

め
に
は
、
客
観
が
超
越
的
な
も
の
、
言
い
換
え
る
と
、
主
観
か
ら
独
立
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
対
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象
の
超
越
な
し
に
は
知
識
の
普
遍
妥
当
性
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
真
理
の
基
準
は
対
象
に
あ
る

こ
と
に
な
り
、
進
ん
で
は
、
真
理
と
称
す
べ
き
も
の
は
第
一
次
的
に
は
我
々
の
観
念
で
な
く
存
在
で
あ
り
、
こ
の

存
在
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
観
念
は
む
し
ろ
第
二
次
的
に
真
理
と
い
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
真
理
は
知
識
に
属
す
る
よ
り
も
先
ず
存
在
に
属
し
て
い
る
。
知
識
が
真
理
で
あ
る
の
も
、
存
在
の

真
理
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
依
っ
て
で
あ
る
。
実
際
、
人
々
は
普
通
に
、
真
理
の
も
と
に
知
識
の
真
理
よ
り

も
物
の
真
理
を
理
解
し
て
い
る
。「
真
理
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
と
き
、
真
理
と
は
あ
る
が
ま
ま
の
存
在
、

物
の
自
己
自
身
に
お
い
て
あ
る
存
在
を
指
し
て
い
る
。
真
理
と
は
存
在
の
在
り
方
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
と
し
て
顕

わ
で
あ
る
と
い
う
在
り
方
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
真
理
を
単
に
知
識
に
属
す
る
性
質
と
考
え
る
こ
と
は
問
題
の

正
し
い
把
握
を
妨
げ
易
い
で
あ
ろ
う
。
ス
コ
ラ
哲
学
者
は
、
物
の
真
理
或
い
は
存
在
に
お
け
る
真
理
と
、
知
性
の

真
理
或
い
は
知
識
に
お
け
る
真
理
と
を
、
区
別
し
た
。
真
理
を
存
在
の
真
理
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
超

越
的
真
理
概
念
で
あ
る
。
知
識
に
お
け
る
真
理
は
仮
に
内
在
的
に
考
え
ら
れ
得
る
と
し
て
も
、
存
在
に
お
け
る
真

理
は
超
越
的
に
考
え
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い
。
一
層
正
確
に
い
う
と
、
存
在
は
客
観
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
で
あ
る
こ
と
即
ち
真
理
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
に
超
越
的
な
も
の

に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
の
真
理
も
可
能
に
な
る
。
真
理
の
問
題
は
超
越
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
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は
先
ず
客
観
或
い
は
対
象
の
超
越
に
関
わ
っ
て
い
る
。

真
理
に
つ
い
て
の
自
然
的
な
見
方
は
模
写
説
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
模
写
説
は
、
観
念
と
存
在
と
の
一
致
が
真
理

で
あ
る
と
考
え
る
。
尤
も
人
々
の
自
然
的
な
見
方
は
、真
理
を
必
ず
し
も
先
ず
知
識
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
な
く
、

む
し
ろ
存
在
に
つ
い
て
考
え
、
真
理
は
も
と
存
在
の
う
ち
に
あ
る
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
模
写
説
に
依
る
と
、

心
の
外
に
あ
る
物
が
心
に
写
さ
れ
、
そ
れ
が
物
と
一
致
し
て
い
る
と
き
真
理
で
あ
る
。
模
写
説
は
超
越
的
真
理
概

念
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
意
識
を
超
越
し
て
独
立
に
存
在
す
る
も
の
を
認
め
、
こ
れ
と
の
一
致
に
お
い

て
真
理
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
模
写
説
に
対
し
て
は
、
我
々
が
ど
れ
ほ
ど
真
面
目
に
我
々
の
表
象
と
物
と
の
一
致

を
確
か
め
よ
う
と
し
て
も
、
つ
ね
に
た
だ
表
象
と
表
象
と
の
一
致
が
知
ら
れ
る
の
み
で
、
表
象
と
物
の
一
致
は
決

し
て
知
ら
れ
な
い
と
い
う
非
難
が
あ
る
。我
々
は
直
接
体
験
の
表
象
と
記
憶
表
象
或
い
は
想
像
表
象
と
を
比
較
し
、

両
者
を
同
一
の
対
象
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
こ
の
対
象
そ
の
も
の
と
表
象
と
を
比
較
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
超
越
的
な
も
の
を
排
し
て
純
粋
に
内
在
的
に
考
え
て
ゆ
こ
う
と
す
る
内
在
的

真
理
概
念
が
現
れ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
表
象
相
互
の
一
致
と
し
て
真
理
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
超
越
的
真
理
概
念
は
極
め
て
執
拗
な
も
の
で
あ
っ
て
、
内
在
的
な
見
方
の
う
ち
に
も
隠
さ
れ
て
横
た

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
二
つ
の
表
象
が
相
互
に
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
は
、
両
者
が
共
に
同
一
の
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対
象
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
基
礎
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
つ
の
表
象
が
相
互
に
等
し
い
と
さ
れ
る

の
は
、
そ
れ
ら
が
第
三
の
、
そ
れ
自
身
は
表
象
な
ら
ぬ
も
の
に
等
し
い
故
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
科
学
に
お
い

て
形
作
ら
れ
る
表
象
は
経
験
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
表
象
と
一
致
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
そ
の
根

柢
と
し
て
、
両
者
に
お
い
て
同
一
の
実
在
が
精
神
に
現
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
働
い
て
い
る
。
か
よ

う
に
超
越
的
真
理
概
念
は
到
る
処
そ
の
影
を
と
ど
め
て
い
る
。
真
理
が
内
在
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
は
論

埋
主
義
者
も
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
心
理
主
義
を
排
斥
す
る
の
は
実
は
認
識
の
対
象
の
超
越
性
を
主

張
す
る
た
め
で
あ
る
、
そ
の
際
彼
等
が
認
識
の
概
念
か
ら
存
在
の
概
念
を
駆
逐
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
存
在

を
意
識
に
与
え
ら
れ
た
観
念
と
見
る
彼
等
の
主
観
主
義
的
前
提
の
結
果
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
彼
等
は
、
認
識

の
対
象
は
存
在
で
な
く
超
越
的
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

真
理
は
知
識
の
真
理
と
し
て
、
存
在
に
お
い
て
で
な
く
思
惟
に
お
い
て
あ
る
も
の
と
し
て
、
一
定
の
構
造
と
性

質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
真
及

び
偽
は
、
結
合
と
分
離
も
し
く
は
肯
定
と
否
定
に
関
わ
り
、
従
っ
て
判
断
に
の
み
属
す
る
と
考
え
た
。
表
象
と
か

直
観
と
か
は
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
真
或
い
は
偽
と
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
真
理

の
本
質
は
主
語
と
述
語
の
連
結
の
う
ち
に
横
た
わ
り
、
そ
の
結
合
は
主
語
の
う
ち
に
述
語
が
含
ま
れ
る
こ
と
で
あ
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る
と
論
じ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
真
理
で
あ
る
言
表
或
い
は
命
題
の
構
造
と
性
質
が
如
何
に
考
え
ら
れ
る
に
し
て

も
、
命
題
の
真
理
は
一
層
根
源
的
な
真
理
即
ち
存
在
的
真
理
に
根
柢
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
真
理
は
た
だ
判
断
に

属
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
判
断
が
存
在
と
一
致
す
る
限
り
に
お
い
て
判
断
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
我
々

が
汝
は
色
が
白
い
と
語
る
こ
と
が
真
で
あ
る
故
に
、
汝
は
色
が
白
い
の
で
な
く
、
却
っ
て
汝
は
色
が
白
い
故
に
、

か
く
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
真
を
語
る
の
で
あ
る
、
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
い
っ
て
い
る
。
真
理
と
は
存
在

が
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
存
在
が
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
で
あ
る
た
め
に
は
、

存
在
は
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
言
い
換
え
る
と
、
私
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
、
私
に
対
し
て
距
離
の
関
係

に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
客
観
の
超
越
な
し
に
は
真
理
は
考
え
ら
れ
な
い
。

し
か
る
に
さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
客
観
の
超
越
は
主
体
の
超
越
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
物
が
客
観

と
し
て
超
越
的
で
あ
る
の
は
、
我
々
自
身
が
主
体
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
我
々
に
お
け
る
主
体
へ

の
超
越
が
同
時
に
我
々
に
対
す
る
客
体
の
超
越
で
あ
る
。物
が
客
観
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、我
々

は
物
を
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
我
々
が
主
体
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
物
は
客
観

と
し
て
超
越
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
主
体
は
内
に
お
い
て
自
己
が
自
己
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
の
主

体
と
な
る
。
超
越
は
人
間
の
作
用
の
う
ち
の
一
つ
の
作
用
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
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よ
っ
て
他
の
一
切
の
作
用
が
、
従
っ
て
認
識
の
作
用
も
ま
た
、
可
能
に
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
超
越
は
主

体
の
本
質
で
あ
り
、
主
観
性
の
根
本
構
造
で
あ
る
。
主
体
と
い
う
も
の
が
先
ず
あ
っ
て
、
そ
れ
が
他
の
作
用
と
並

ん
で
一
つ
の
作
用
と
し
て
超
越
を
も
な
す
と
い
う
の
で
な
く
、
そ
も
そ
も
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
超
越
に
お

い
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
超
越
性
に
よ
っ
て
、
一
切
の
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
に

す
る
こ
と
即
ち
真
理
が
可
能
に
な
る
。
物
か
ら
遠
く
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
に
真
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
。
認

識
主
観
は
か
よ
う
に
超
越
的
な
主
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
知
識
は
客
観
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
主
観
は

単
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
認
識
主
観
を
意
識
一
般
と
考
え
た
。
意
識
一

般
と
い
う
の
は
超
個
人
的
な
主
観
、
超
個
人
的
な
我
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
抽
象
物
に
過
ぎ
ず
、
現

実
の
我
、
現
実
の
主
観
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
意
識
一
般
は
当
為
で
あ
る
と
か
規
範
で
あ
る

と
か
と
答
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
主
観
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
働
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
働
く
も
の
は
現

実
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
の
人
間
は
超
越
的
な
も
の
と
し
て
、
内
に
お
い
て
自
己
が
自
己
を
超
え

る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
超
個
人
的
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
主
体
の
超
越
に
お
い
て

認
識
主
観
と
し
て
の
意
識
一
般
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
根
源
的
に
は
主
体
の
超
越
に
よ
っ
て

初
め
て
存
在
は
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
に
な
る
と
す
れ
ば
、
真
理
は
本
来
知
識
の
真
理
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
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も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

物
を
知
る
た
め
に
は
我
々
は
誠
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
い
と
真
理
は
知
ら
れ
な
い
。
誠
実
と
は
己
れ

を
空
し
く
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
存
在
は
そ
の
も
の
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
顕
わ
に
な
る
。
己
れ
を

空
し
く
す
る
と
は
内
に
お
い
て
自
己
が
自
己
を
超
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
は
却
っ
て
真
の
自
己

と
な
る
。
誠
実
或
い
は
真
実
は
物
の
ま
こ
と
に
対
し
て
人
間
の
ま
こ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
ま
こ
と
は
物
の

ま
こ
と
を
知
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
間
の
ま
こ
と
は
、
ま
こ
と
と
し
て
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
積

極
的
に
ひ
と
つ
の
真
理
概
念
を
現
し
て
い
る
。
そ
れ
は
主
体
が
自
己
を
隠
す
こ
と
な
く
顕
わ
で
あ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、
客
観
的
真
理
に
対
す
る
主
体
的
真
理
を
意
味
し
て
い
る
。
客
観
的
存
在
の
真
理
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
主
体

的
存
在
の
真
理
が
あ
る
。
主
体
は
単
に
客
観
的
に
知
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
主
体
的
自
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
の
真
理
は
客
観
的
真
理
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
真
理
を
単
に
客
観
性
と
同
じ

に
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
客
観
的
真
理
と
主
体
的
真
理
と
は
、
そ
の
対
象
に
お
い
て
も
、
そ
の
認
識
の
仕

方
に
お
い
て
も
、
異
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
語
を
借
り
て
、
前
者
を
存
在
的
真
理
、
後
者
を
存
在
論
的

真
理
と
称
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
自
覚
は
超
越
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
主
体
的
真
理

も
超
越
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
純
粋
に
内
在
的
な
真
理
と
い
う
も
の
は
な
く
、
外
に
一
致
す
べ
き
も
の
の
な
い
知
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識
も
内
に
お
い
て
超
越
的
な
も
の
と
の
関
係
を
含
む
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
対
象
的
認
識
で
な
く
場
所
的
自
覚

で
あ
る
哲
学
の
真
理
は
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
客
観
的
真
理
が
世
界
に
つ
い
て
の

0

0

0

0

真
理
の
問
題
で
あ

る
に
反
し
て
、
主
体
的
真
理
は
世
界
に
お
け
る

0

0

0

真
理
の
問
題
で
あ
る
。

真
理
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
た
だ
客
観
的
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
か
ら
単
に
独
立
で

あ
っ
て
我
々
に
決
し
て
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
は
、
存
在
と
い
わ
れ
る
の
み
で
、
真
理
と
は
い
わ
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
真
理
は
も
と
存
在
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
存
在
が
我
々
の
主
観
に
関
係
し

て
く
る
と
こ
ろ
に
真
理
と
い
わ
れ
る
意
味
が
あ
る
。
真
理
は
単
に
自
体
に
お
け
る
存
在
で
な
く
、
自
体
に
お
け
る

存
在
が
我
々
に
と
っ
て
の
存
在
と
な
る
と
こ
ろ
に
真
理
の
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
主
体
の
作
用
に
よ
っ
て
存
在

は
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
主
体
の
超
越
は
そ
の
根
柢
的
な
条
件
で
あ
る
。
そ
こ
で
真
理
と

は
本
来
知
識
の
真
理
を
い
い
、
存
在
の
真
理
は
知
識
の
真
理
に
従
っ
て
比
論
的
に
名
付
け
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
識
は
主
体
と
客
体
と
の
関
係
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
そ
の
関
係
か
ら
真
理
は
真
理
に
な

る
と
も
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
に
お
け
る
真
理
と
い
う
も
の
は
い
わ
ば
即
自
態
に
お
け
る
真
理
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
が
知
識
に
お
け
る
真
理
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
自
態
に
お
け
る
真
理
と
な
り
、
そ
の
知
識
に
従
っ
て
主
体

が
行
為
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
理
は
再
び
存
在
に
お
け
る
真
理
と
な
り
、
即
自
対
自
態
に
お
け
る
真
理
と
な
る
。
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世
界
に
つ
い
て
の
真
理
は
主
体
を
通
じ
て
世
界
に
お
け
る
真
理
と
な
り
、そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
的
に
真
理
と
な
る
。

真
理
は
究
極
は
世
界
に
お
け
る
真
理
の
問
題
と
し
て
主
体
に
関
係
し
て
お
り
、
真
理
が
何
よ
り
も
知
識
の
真
理
を

意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
根
源
的
に
は
そ
れ
に
基
づ
い
て
い
る
。
真
理
は
働
く
も
の
、
人
間
を
変
化
し
、

存
在
を
変
化
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
生
産
的
な
も
の
、
そ
れ
の
み
が
真
理
で
あ
る
」、
と
ゲ
ー
テ
は
い

っ
た
。
客
観
的
真
理
は
主
体
的
真
理
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
根
拠
も
そ
の
意
味
も
明
ら
か
に

さ
れ
る
。
人
間
の
ま
こ
と
に
よ
っ
て
物
の
ま
こ
と
は
顕
わ
に
な
り
、
物
の
ま
こ
と
に
従
っ
て
働
く
こ
と
が
人
間
の

ま
こ
と
で
あ
る
。
真
理
は
単
に
知
識
の
問
題
で
な
く
、
同
時
に
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
真
理
は
我
々
を
喚
び
起
す

も
の
と
し
て
表
現
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
や
が
て
我
々
が
知
識
は
主
観
的
・
客
観
的
に
形
成
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
と
い
お
う
と
す
る
の
も
、
根
本
に
お
い
て
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

二　
模
写
と
構
成

知
識
は
主
体
と
客
体
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
が
、
そ
の
如
何
な
る
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う

か
。
普
通
の
考
え
方
は
す
で
に
触
れ
た
模
写
説
で
あ
る
。
模
写
説
は
人
間
の
自
然
的
な
世
界
観
に
一
致
し
、
そ
こ
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に
強
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
我
々
の
心
が
そ
の
外
に
あ
る
存
在
を
模
写
す
る
こ
と
が
認
識
で
あ
り
、
真
理

は
物
と
観
念
と
の
一
致
で
あ
る
と
考
え
る
。
模
写
説
は
心
の
外
に
物
が
あ
る
と
素
樸
に
考
え
る
素
樸
実
在
論
で
あ

り
、
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
独
断
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
す
で
に
論
じ
た
よ
う
に
、
模
写
説
は

超
越
的
真
理
概
念
を
と
り
、
客
観
が
超
越
的
な
も
の
、
我
々
か
ら
独
立
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
識
は
成

立
す
る
と
考
え
る
点
で
、
正
し
い
動
機
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
翻
っ
て
、
我
々
に
対
す
る
客
観
の
超
越

は
我
々
に
お
け
る
主
体
へ
の
超
越
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
な
い
点
で
、
独
断
的
で
あ
る
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

普
通
に
模
写
説
は
我
々
の
心
が
鏡
の
如
く
物
を
写
す
と
考
え
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
仮
に
我
々
の
心
が
鏡
の

如
き
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
鏡
の
性
質
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
鏡
は
一
般
に
物
を
写
し
得
る
性
質
を
も
っ
て

い
る
に
し
て
も
、
そ
の
鏡
が
曇
っ
て
い
た
り
、
歪
ん
で
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
も
し
そ
れ
が
曇
っ
て
い

る
と
す
れ
ば
、
或
い
は
歪
ん
で
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
歪
み
が
個
人
々
々
で
違
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
真

理
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
模
写
説
に
お
い
て
も
、
我
々
の
心
の
性
質
を
吟
味
す
る
こ
と
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
事
実
、
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
は
人
間
精
神
の
本
性
に
つ
い
て
研
究
し
た
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な

批
判
的
研
究
の
た
め
に
、
認
識
論
は
彼
等
に
始
ま
る
と
も
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
我
々
の
心
の
能
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力
を
吟
味
し
な
い
で
、
我
々
の
心
は
無
制
限
に
認
識
し
得
る
も
の
と
考
え
る
の
は
、
独
断
論
と
見
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
の
心
は
鏡
の
如
き
も
の
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
我
々
の
心
は
自
覚
的
で
あ
る
が
、
鏡
は
そ

う
で
は
な
い
。
我
々
の
心
は
自
己
反
省
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
鏡
は
、
そ
こ
に
映
る
影
が
果
た
し
て
物
を
正
し
く

写
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
反
省
す
る
こ
と
が
な
い
。
鏡
が
単
に
受
動
的
或
い
は
受
容
的
で
あ
る
に
反
し
、
認
識
の

主
体
は
能
動
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
知
る
こ
と
は
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
認
識
は
模
写
で
あ
る
と
し
て
も
、

与
え
ら
れ
た
一
切
の
も
の
を
模
写
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
た
と
い
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
無
意
味
で
あ
ろ

う
。
認
識
す
る
と
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
と
を
区
別
し
、
選
択
す

る
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
す
で
に
主
体
の
能
動
性
に
属
し
て
い
る
。
認
識
は
模
写
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
物
が

我
々
に
対
し
て
自
己
の
本
質
的
な
も
の
を
つ
ね
に
直
接
に
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か

る
に
そ
の
保
証
は
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
現
象
と
本
質
と
が
直
接
に
同
じ
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
切
の
科

学
は
不
要
で
あ
ろ
う
。
認
識
す
る
と
は
む
し
ろ
、
我
々
の
心
が
物
の
与
え
ら
れ
た
表
象
に
働
き
か
け
、
こ
れ
に
よ

っ
て
物
の
本
質
を
顕
わ
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
我
々
の
心
が
存
在
を
模

写
す
る
に
し
て
も
、
受
動
的
な
直
観
に
お
い
て
で
な
く
、
そ
の
加
工
に
よ
っ
て
生
ず
る
思
惟
の
生
産
物
に
お
い
て

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
摸
写
が
与
え
ら
れ
た
も
の
を
た
だ
受
動
的
に
写
す
こ
と
を
意
味
す
る
限
り
、
模
写
説
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の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
我
々
が
そ
れ
を
摸
写
す
る
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
知
識
に
お
い
て
見
る
こ
と
は
予
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
見
る
こ
と
が
予
見
す
る
こ
と

で
あ
る
に
よ
っ
て
、
知
識
は
、
本
質
的
に
未
来
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
行
為
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ

ろ
で
予
見
さ
れ
る
も
の
は
未
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
模
写
す
る
と
は
い
わ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
認
識
が
模
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
の
究
極
の
意
味
に
関
わ
り
、
認
識
は
そ
の

究
極
の
意
味
に
お
い
て
存
在
と
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
こ
の
場
合
、
模

写
と
い
う
こ
と
は
文
字
通
り
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
思
惟
の
加
工
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
認
識
す
る

と
は
加
工
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
思
惟
の
如
何
な
る
加
工
物
も
、
そ
の
究
極
の
意
味
に
お
い
て
は
存
在
と
一

致
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
存
在
に
制
約
さ
れ
て
い
る
限
り
、
認
識
に
は
模
写
的
意
味
が
あ
る
と

い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
認
識
に
お
け
る
思
惟
の
活
動
は
無
制
約
で
な
く
、
直
観
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
直
観
に
制

約
さ
れ
る
と
い
う
の
は
存
在
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
直
観
に
は
物
を
写
す
と
い
う
意
味
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
模
写
説
に
お
い
て
は
直
観
が
、
感
覚
の
如
き
も
の
、
も
し
く
は
何
等
か
の
知
的
な
直
観

が
、
重
ん
ぜ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
知
覚
に
、
感
官
に
よ
る
知
覚
と
知
性
か
ら
の
知
覚
と
を
区

別
し
た
が
、
経
験
論
的
な
い
し
実
証
論
的
立
場
に
お
け
る
模
写
説
は
前
者
を
、
合
理
論
的
立
場
に
お
け
る
そ
れ
は
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後
者
を
、
認
識
の
根
柢
に
お
い
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

模
写
説
は
、
認
識
は
つ
ね
に
客
観
に
制
約
さ
れ
る
と
考
え
る
点
で
、
真
理
を
含
ん
で
い
る
。
客
観
に
全
く
制
約

さ
れ
な
い
認
識
と
い
う
も
の
は
な
い
。
し
か
る
に
物
を
写
す
に
は
一
定
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
は
光
の
中

に
お
い
て
初
め
て
物
を
写
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
「
光
の
形
而
上
学
」
は
古
く
か
ら
意
識

的
に
或
い
は
無
意
識
的
に
認
識
理
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
は
善
の
イ
デ
ア
を
太
陽
と
比
較
し
、
そ

れ
は
認
識
さ
れ
る
対
象
に
真
理
を
賦
与
し
、
認
識
す
る
主
観
に
認
識
能
力
を
賦
与
す
る
と
考
え
た
。
光
の
形
而
上

学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
の
も
と
に
発
展
し
、
認
識
は
神
の
光
に
照
明
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
思
想
と
な
っ

た
が
、
か
よ
う
な
超
越
的
な
も
の
を
排
し
た
場
合
に
も
、
デ
カ
ル
ト
に
見
ら
れ
る
如
く
、
い
わ
ゆ
る
自
然
的
光
に

よ
っ
て
明
晰
で
判
明
な
知
覚
は
与
え
ら
れ
、
こ
の
直
観
的
明
証
が
真
理
の
基
準
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
感
性
知
覚

の
如
き
も
の
に
も
物
を
写
す
と
い
う
意
味
が
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
単
に
盲
目
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
か
く
の
如
く
客
体
が
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、さ
き
に
述
べ
た
と
こ
ろ
に
依
る
と
、

主
体
の
超
越
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
主
体
の
超
越
が
な
け
れ
ば
認
識
が
模
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

な
い
、
模
写
説
も
根
源
的
に
主
体
的
条
件
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。

し
か
し
前
か
ら
論
じ
て
き
た
如
く
、
認
識
が
模
写
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
種
々
の
困
難
が
あ
る
。
そ
の
困
難
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は
、我
々
の
観
念
は
物
の
模
写
で
な
く
て
記
号
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
除
か
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

特
に
知
識
は
た
だ
そ
の
究
極
の
意
味
に
お
い
て
存
在
の
模
写
で
あ
る
と
考
え
て
ゆ
け
ば
、
そ
れ
は
存
在
の
摸
写
で

な
く
て
記
号
で
あ
る
と
考
え
て
好
い
で
あ
ろ
う
。
模
写
説
に
お
い
て
も
、
ロ
ッ
ク
の
場
合
の
如
く
、
感
覚
は
し
ば

し
ば
物
の
代
表
と
見
ら
れ
て
い
る
。
代
表
と
い
う
こ
と
を
一
歩
進
め
る
と
記
号
で
あ
る
。
記
号
は
模
写
の
意
味
を

離
れ
た
代
表
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
知
識
は
模
写
で
あ
る
と
い
う
説
に
対
し
て
、
知
識
は
記
号
で
あ
る
と
い
う

記
号
説
が
あ
る
。
模
写
説
が
常
識
的
世
界
観
に
符
合
す
る
と
こ
ろ
に
強
味
を
も
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
記
号
説

は
科
学
的
世
界
像
に
符
合
す
る
と
こ
ろ
に
長
所
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
相
応
し
て
模
写
説
と
記
号
説
と
の
間
に

は
、
知
識
の
見
方
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
存
在
の
見
方
に
つ
い
て
も
相
違
が
あ
る
。
記
号
に
お
い
て
表
さ
れ
る

の
は
物
で
あ
る
よ
り
も
物
の
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
近
代
科
学
の
特
色
は
、
物
を
物
と
し
て
そ
れ
だ
け
に
研
究
す

る
の
で
な
く
、
物
と
物
と
の
関
係
を
研
究
す
る
こ
と
、
或
い
は
む
し
ろ
物
を
関
係
に
お
い
て
研
究
す
る
こ
と
に
あ

る
。
近
代
科
学
は
物
概
念
に
お
い
て
思
惟
す
る
の
で
な
く
、
関
係
概
念
に
お
い
て
思
惟
す
る
の
で
あ
る
。
古
代
的

思
惟
に
お
い
て
は
、
物
と
い
わ
れ
る
実
体
が
あ
っ
て
、
関
係
は
そ
れ
に
附
帯
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る

に
近
代
科
学
に
お
い
て
は
、
物
は
関
係
に
分
解
さ
れ
、
関
係
か
ら
物
が
構
成
さ
れ
る
、
関
係
は
法
則
と
し
て
現
さ

れ
、
物
は
諸
関
係
の
網
の
結
び
目
の
如
く
考
え
ら
れ
る
。
物
の
知
識
は
模
写
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
関
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係
の
知
識
、
法
則
の
知
識
は
模
写
で
な
く
、
む
し
ろ
記
号
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
概
念
、
数
、
公
式
等

は
そ
の
よ
う
な
記
号
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
知
識
は
記
号
で
あ
る
と
し
て
も
、
記
号
は
何
物
か
の
記
号
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
記
号
さ
れ
た

も
の
に
対
す
る
関
係
を
離
れ
て
記
号
は
記
号
の
意
味
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
し
て
そ
の
記
号
が
知
識
の
意
味

を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
物
理
の
法
則
が
数
式
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
に
し
て
も
、
物
理
学
は
数
学
に
解

消
さ
れ
る
の
で
な
く
、
そ
の
数
式
の
物
理
的
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
記
号
は
記
号
と
し
て
如
何
に
任
意
の
も
の
で

あ
り
得
る
に
し
て
も
、
そ
の
内
実
の
意
味
に
お
い
て
は
客
観
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
知
識
で
あ
り
得

な
い
。
そ
の
客
観
か
ら
の
制
約
を
広
く
知
識
の
模
写
的
意
味
と
称
す
る
な
ら
ば
、
知
識
は
つ
ね
に
何
等
か
模
写
的

意
味
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。

科
学
は
現
象
を
説
明
す
る
の
で
な
く
記
述
す
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
説
は
、
知
識
が
記
号
で
あ
る
と
い
う
説
に

近
く
立
っ
て
い
る
。
知
識
が
記
号
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
象
を
説
明
す
る
の
で
な
く
記
述
す
る
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
キ
ル
ヒ
ホ
フ
の
言
葉
に
依
る
と
、
自
然
科
学
の
任
務
は
、
自
然
現
象
を
で
き

る
だ
け
完
全
に
、
で
き
る
だ
け
簡
単
に
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
場
合
、
認
識
の
目
的
は
最
も
経
済
的

に
思
惟
す
る
こ
と
に
あ
る
。
科
学
は
最
小
限
の
思
惟
消
費
を
も
っ
て
で
き
る
だ
け
完
全
に
事
実
を
記
述
す
る
こ
と



九
一

第
一
章
　
知
識
の
問
題

を
目
的
と
す
る
、
と
マ
ッ
ハ
は
い
っ
て
い
る
。
マ
ッ
ハ
や
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
に
依
る
と
、
概
念
、
公
式
、
方
法
、

原
理
等
は
、
で
き
る
だ
け
勢
力
を
節
約
し
て
経
済
的
に
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
価
値
は
思
惟
経
済
上
の
価
値
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
思
惟
経
済
説
は
、
有
用
な
も
の
が
真
理
で
あ
り
、
真
理

の
標
準
は
有
用
性
に
あ
る
と
す
る
実
用
主
義
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
の
一
種
で
あ
る
。
科
学
が
概
念
構
成
に
よ

っ
て
、
ま
た
法
則
の
発
見
に
よ
っ
て
、
多
様
な
現
象
を
包
括
し
、
要
約
し
、
人
間
の
勢
力
を
節
約
さ
せ
る
と
い
う

思
惟
経
済
上
の
価
値
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
単
に
有
用
性
の
見
地
か
ら
考
え
る

場
合
、
知
識
は
相
対
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
知
識
は
有
用
で
あ
る
か
ら
真
理
で
あ

る
の
で
な
く
、
真
理
で
あ
る
か
ら
有
用
で
あ
る
の
で
あ
る
。「
人
間
の
思
惟
は
客
観
的
真
理
を
正
し
く
模
写
す
る

と
き
、
経
済
的
で
あ
る
」。「
認
識
は
、
客
観
的
な
、
人
間
か
ら
独
立
な
真
埋
を
反
映
す
る
と
き
に
の
み
、
生
物
学

的
に
有
用
で
あ
り
、
人
間
の
行
動
に
と
っ
て
、
生
命
の
保
存
に
と
っ
て
、
種
族
の
保
存
に
と
っ
て
有
用
で
あ
り
得

る
の
で
あ
る
」、
と
唯
物
論
者
も
模
写
説
の
立
場
か
ら
い
っ
て
い
る
。

尤
も
、
記
号
説
も
或
る
正
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
知
識
は
単
な
る
模
写
で
な
く
、
何
等
か
記
号
的
な
或
い

は
象
徴
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
知
識
は
一
般
に
言
葉
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
知
識
に
と
っ

て
偶
然
的
な
、
外
面
的
な
こ
と
で
な
い
と
す
れ
ば
、
知
識
は
本
質
的
に
何
等
か
記
号
的
な
或
い
は
象
徴
的
な
意
味
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を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
数
学
の
如
き
も
物
理
学
に
と
っ
て
の
言
葉
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

思
惟
と
言
葉
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
に
表
現
さ
れ
な
い
知
識
は
知
識
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
で
き

る
。
認
識
も
ま
た
人
間
の
形
成
作
用
、
表
現
作
用
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
知
識
を
象
徴
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
は
、

知
識
を
主
観
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
、
単
に
主
観
的
な
も
の
は
象
徴
的
と
は
い
わ
れ
な
い
。
象

徴
と
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
、
知
識
も
主
体
と
客
体
と
の
関
係
か
ら
成
立
す
る
も

の
と
し
て
か
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
知
識
が
象
徴
的
で
あ
る
と
い

う
の
は
、
芸
術
が
象
徴
的
で
あ
る
と
い
う
の
と
同
じ
で
は
な
い
。
し
か
し
一
方
知
識
に
お
い
て
も
、
自
然
科
学
か

ら
歴
史
科
学
、
更
に
哲
学
に
至
る
に
従
っ
て
一
層
象
徴
的
な
も
の
に
な
る
と
い
い
得
る
と
共
に
、
他
方
芸
術
に
お

い
て
も
、
フ
ィ
ー
ド
レ
ル
の
考
え
た
よ
う
に
そ
の
目
的
は
美
で
あ
る
よ
り
も
真
理
で
あ
る
と
も
い
い
得
る
の
で
あ

る
。
象
徴
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
真
理
と
言
葉
（
ロ
ゴ
ス
）
と
が
同
じ
に
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、

真
理
と
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
超
越
的
意
味
を
含

む
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
表
現
的
な
も
の
と
し
て
真
理
は
我
々
に
呼
び
掛
け
る
の
で
あ
る
。
知
識
は
言
葉
に
お

い
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
か
ら
離
れ
た
独
立
な
も
の
、
公
共
的
な
も
の
と
な
り
、
知
識
も
文
化
に
属

し
て
い
る
。
知
識
は
単
に
我
の
も
の
で
も
単
に
汝
の
も
の
で
も
な
く
、
公
共
的
な
も
の
と
し
て
、
客
観
的
な
も
の
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で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

真
理
は
対
象
と
観
念
と
の
一
致
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
古
い
伝
統
で
あ
る
。
こ
れ
は
模
写
説
の
主
張
で
あ
る
の

み
で
な
く
、
カ
ン
ト
の
如
き
も
こ
れ
を
認
め
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
の
問
題
は
、
如
何
に
し
て
そ
の
よ
う
な
一
致

に
達
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
模
写
説
に
お
い
て
は
、
我
々
の
認
識
は
対
象
に
従
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
我
々
の
認
識
が
対
象
に
従
う
の
で
な
く
、
逆
に
、
対
象

が
我
々
の
認
識
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
一
致
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク

ス
的
転
廻
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
恰あ
た
かも

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
よ
っ
て
天
動
説
が
地
動
説
に
転
換
さ
れ
た
よ

う
に
、
そ
れ
ま
で
客
観
を
中
心
と
し
て
い
た
認
識
論
が
主
観
を
中
心
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
模
写
説

が
客
観
主
義
で
あ
る
に
反
し
て
、
カ
ン
ト
主
義
は
主
観
主
義
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
ま
た
真
理
概
念
の
転
換

が
い
わ
ば
隠
さ
れ
て
横
た
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
模
写
説
に
お
い
て
は
、
真

理
は
第
一
次
的
に
は
存
在
に
属
し
、
知
識
の
真
理
は
こ
れ
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
第
二
次
的
に
真
理

で
あ
る
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
原
型
的
と
模
像
的
と
の
関
係
を
模
写
の

関
係
と
考
え
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
主
義
に
お
い
て
は
、
真

埋
は
ひ
と
え
に
知
識
の
真
理
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
廻
の
意
味
は
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
真
理
は
物
と
観
念
と
の
一

致
で
あ
る
と
い
う
真
理
概
念
を
破
棄
し
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
一
致
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る

か
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
致
は
、
我
々
の
認
識
が
対
象
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と

き
に
は
保
証
さ
れ
ず
、
逆
に
、
対
象
が
我
々
の
認
識
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
と
き
に
保
証
さ
れ
る
と
主
張
す

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
自
身
が
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
考
え
方
は
近
代
科
学
の
方
法
に
相
応
す

る
も
の
で
あ
る
。
近
代
科
学
の
最
も
重
要
な
方
法
は
実
験
で
あ
る
。
学
問
の
方
法
と
し
て
古
代
に
お
い
て
ソ
ク
ラ

テ
ス
が
概
念
を
発
見
し
た
の
に
対
し
て
、
近
世
に
お
い
て
リ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
実
験
を
発
見
し
た
。

実
験
は
単
な
る
経
験
と
異
な
っ
て
い
る
。
経
験
は
我
々
が
対
象
か
ら
触
れ
ら
れ
る
こ
と
と
し
て
受
動
的
な
も
の
、

模
写
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
に
反
し
て
、
実
験
に
お
い
て
は
我
々
は
能
動
的
で
あ
り
、
構
成
的
で
あ
る
。
実
験
に

お
い
て
自
然
科
学
者
は
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
観
念
を
も
っ
て
臨
み
、
自
然
を
強
要
し
て
彼
の
問
に
答
え
さ
せ
る
。

実
験
に
お
い
て
経
験
は
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
実
験
者
の
観
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

経
験
は
実
験
者
の
観
念
に
従
う
の
で
あ
る
。
経
験
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
す
る
と
い
う
の
が
実
験
で
あ

る
。
か
よ
う
な
事
情
に
相
応
し
て
、
カ
ン
ト
は
、
主
観
は
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
れ
を
模
写
説
に
対
し
て
構
成
説
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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カ
ン
ト
に
依
る
と
、知
識
は
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
統
一
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。

感
覚
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
多
様
な
も
の
で
あ
り
、
知
識
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
内
容
だ
け
で
は

統
一
が
な
く
、
知
識
と
は
な
ら
ぬ
。
知
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
内
容
に
形
式
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
知
識

は
す
べ
て
内
容
と
形
式
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
感
覚
は
物
そ
の
も
の
に
触
発
さ
れ
て
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、
物
そ

の
も
の
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
内
容
を
統
一
す
る
形
式
は
主
観
に
属
し
、
主
観
の
綜
合
の
形
式
で

あ
る
。
認
識
は
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
多
様
な
も
の
を
主
観
が
自
己
の
形
式
に
よ
っ
て
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す

る
の
で
あ
る
。「
我
々
が
直
観
の
多
様
な
も
の
の
う
ち
に
綜
合
的
統
一
を
作
り
出
し
た
と
き
、
我
々
は
対
象
を
認

識
す
る
」、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
認
識
の
対
象
は
主
観
に
と
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主

観
の
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
赤
い
鉛
筆
で
あ
る
、
そ
れ
は
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
主
観
が

実
体
或
い
は
物
（
鉛
筆
）
と
そ
の
属
性
（
赤
い
）
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
体
と
属
性

と
い
う
の
は
主
観
の
綜
合
の
形
式
で
あ
り
、
範
疇
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
例
え
ば
、
雨
が
降
っ
た
の
で
地
面
が

濡
れ
た
と
い
う
現
象
の
因
果
関
係
を
認
識
す
る
場
合
、
我
々
は
直
観
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
原
因
（
雨
が
降
る
）

と
結
果
（
地
面
が
濡
れ
る
）
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
統
一
し
た
の
で
あ
る
。
因
果
概
念
も
主
観
の
統
一
の
形
式
で

あ
り
、
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
が
対
象
に
お
い
て
認
識
す
る
も
の
は
我
々
が
対
象
の
う
ち
へ
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移
し
入
れ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
認
識
が
対
象
と
一
致
す
る
の
は
、
対
象
が
主
観
の
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
た

め
で
あ
る
。
し
か
る
に
認
識
は
普
遍
妥
当
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
主
観
の
統
一
は
普
遍
的
で
必
然
的
な
統

一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
主
観
は
個
人
的
な
我
で
あ
り
得
ず
、
超
個
人
的
な
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か

よ
う
な
超
個
人
的
な
主
観
を
カ
ン
ト
は
意
識
一
般
と
称
し
た
。
認
識
は
意
識
一
般
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ
て
生
ず

る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
意
識
一
般
と
い
う
も
の
は
現
実
の
人
間
の
意
識
で
な
く
、
こ
れ
に
対
し
て
は
単
に
形
式
的
な
意
味
を

も
つ
に
過
ぎ
ぬ
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
心
理
的
な
も
の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
論
理
的
に
考
え
ら
る
べ

き
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
意
識
一
般
と
は
表
象
の
普
遍
的
で
必
然
的
な
結
合
の
規
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
単
に
形
式
的
な
も
の
は
働
く
こ
と
が
で
き
ぬ
、
働
く
も
の
は
現
実
的
な
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
的
な
も
の
は
世
界
の
う
ち
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
の
主
観
は

世
界
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
世
界
は
客
観
と
し
て
主
観
に
対
し
て
お
か
れ
、
従
っ
て
主
観
そ
の
も
の
は
世

界
の
う
ち
に
入
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
実
の
人
間
は
世
界
の
う
ち
に
い
て
、
そ
こ
で
働
き
、
そ
こ
で
考
え

る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
に
し
て
も
か
く
の
如
き
人
間
の
活
動
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
人
間
に
ど
こ
か
超
個
人

的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
知
識
は
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
超
個
人
性
は
単
に
形
式
的
に
理
解
さ
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る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
現
実
の
人
間
に
お
け
る
主
体
的
超
越
と
し
て
現
実
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間

が
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
世
界
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
そ
れ
は
却
っ
て
現
実
の
世
界
が
単

に
客
観
と
し
て
の
世
界
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
考
え
た
世
界
は
客
観
と

し
て
の
世
界
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
彼
の
問
題
と
し
た
の
が
主
と
し
て
自
然
科
学
的
世
界
で
あ
っ
て
、

歴
史
的
・
社
会
的
実
在
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
模
写
説
に
対
す
る
構
成
説
の

特
色
は
、
主
観
の
能
動
性
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
主
観
は
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識

す
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
主
観
の
能
動
性
の
強
調
は
、
近
代
科
学
の
根
柢
に
は
自
然
に
対
す
る
支
配

の
意
志
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
も
繋
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。そ
こ
で
は
自
然
は
単
に
見
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、

こ
れ
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ず
れ
に
し
て
も
認
識
に
構
成
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
科
学
の
方
法
で
あ
る
実
験
が
ま
さ
に

そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
知
識
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
も
の
と
し
て
、
客

観
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
直
観
の
問
題
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
も
知
識
の
内
容
は
直
観
か
ら
与
え

ら
れ
る
と
考
え
た
。
感
覚
は
主
観
が
物
そ
の
も
の
か
ら
触
発
さ
れ
て
生
じ
、
思
惟
が
自
発
的
で
あ
る
に
反
し
て
、

直
観
は
受
容
的
で
あ
る
。
認
識
の
形
式
は
主
観
に
属
す
る
が
、
そ
の
内
容
に
お
い
て
は
客
観
に
制
約
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。「
認
識
の
形
式
は
内
容
的
客
観
的
真
理
を
認
識
の
た
め
に
形
作
る
に
決
し
て
十
分
で
な
い
」、
と
カ
ン
ト
は

い
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
知
識
が
客
観
に
制
約
さ
れ
る
限
り
、知
識
に
は
模
写
的
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

カ
ン
ト
が
直
観
の
形
式
（
空
間
と
時
間
）
と
思
惟
の
形
式
即
ち
範
疇
と
を
区
別
し
た
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
、
と

解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
認
識
論
に
お
い
て
感
覚
の
根
源
と
し
て
物
そ
の
も
の
、
い
わ
ゆ
る
物
自
体
が
残

さ
れ
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
主
観
の
能
動
性
を
絶
対
的
に
考
え
る
主
観
主
義
の
立
場
に

と
っ
て
は
、
主
観
か
ら
独
立
に
物
自
体
の
存
在
を
許
す
こ
と
は
不
徹
底
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
フ
ィ
ヒ
テ
は
、
感
覚
は
自
我
が
そ
の
抵
抗
と
し
て
み
ず
か
ら
定
立
す
る
も
の
と
考
え
た
。
自
我
は
本
質
的

に
実
践
的
で
あ
り
、
実
践
は
抵
抗
に
打
克
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
り
、
抵
抗
な
く
し
て
自
我
は
実
践
的
で
あ
り
得
な

い
故
に
、
自
我
は
自
己
に
対
す
る
抵
抗
と
し
て
感
覚
を
定
立
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
思
惟
の
能
動
性
の
う

ち
に
論
理
主
義
の
徹
底
を
求
め
よ
う
と
す
る
新
カ
ン
ト
派
の
コ
ー
ヘ
ン
は
、
思
惟
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
課
題
と

し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
感
覚
も
思
惟
の
原
理
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
か
よ
う

に
し
て
主
観
の
能
動
性
は
徹
底
さ
れ
る
に
し
て
も
、
主
観
が
万
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
は
却
っ
て
観
念
に

な
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
の
立
場
は
人
間
を
無
限
な
も
の
と
し
、
神
の
立
場
に
お
く
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
カ
ン
ト
が
感
性
を
受
容
的
な
も
の
と
考
え
た
の
は
、
人
間
の
有
限
性
を
認
め
た
こ
と
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で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
無
限
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
思
惟
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
直
観

的
悟
性
も
し
く
は
知
的
直
観
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
認
識
の
形
式
と
共
に
内
容
を
も
み
ず
か
ら
生
産
す
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
か
よ
う
な
立
場
に
立
っ
た
。
し
か
る
に
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
我
々
の
悟
性
は
原

型
的
知
性
で
な
く
て
模
像
的
知
性
で
あ
り
、
そ
の
内
容
を
み
ず
か
ら
生
産
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
カ
ン
ト
が
感
性

を
受
容
的
な
も
の
と
考
え
た
の
は
、
認
識
に
模
写
的
意
味
を
認
め
た
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
一
般
に
模
写
説

は
人
間
の
有
限
性
の
理
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
人
間
が
有
限
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
と
知
識
と
の
関

係
は
模
写
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
人
間
は
単
に
有
限
な
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
真
理

を
認
識
し
得
る
と
い
う
の
は
単
に
有
限
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
理
は
む
し
ろ
人
間
を
そ
の
有
限
性
か

ら
解
放
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
有
限
で
あ
る
と
同
時
に
無
限
で
あ
る
。

す
で
に
い
っ
た
よ
う
に
、
知
識
の
客
観
性
は
、
形
式
主
義
者
の
考
え
る
如
く
単
に
表
象
の
普
遍
妥
当
的
な
結
合

を
意
味
す
る
に
止
ま
ら
な
い
で
、
知
識
が
客
観
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に
は
客

観
の
超
越
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
物
が
客
観
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
同
時
に
我
々
が
主

体
と
し
て
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
越
性
を
離
れ
て
客
観
性
は
な
く
、
ま
た
超
越
性
を
離
れ
て
主

観
性
は
な
い
。
客
体
の
超
越
と
主
体
の
超
越
と
い
う
二
重
の
超
越
に
よ
っ
て
認
識
は
可
能
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
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れ
は
同
時
に
行
為
の
可
能
に
な
る
条
件
で
あ
る
。
意
識
の
外
に
物
が
あ
る
と
考
え
る
の
は
素
樸
な
見
方
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
存
在
す
る
と
は
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
観
念
論
の
偏
見
に
過
ぎ
ず
、
か
よ
う
な

偏
見
は
物
と
我
々
と
の
関
係
を
主
と
し
て
知
識
の
立
場
か
ら
見
て
ゆ
く
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。
行
為
の
立
場
に

お
い
て
主
体
と
い
わ
れ
る
の
は
単
な
る
意
識
で
な
く
、
身
体
を
具
え
た
自
己
で
あ
る
。
我
々
自
身
、
如
何
に
特
殊

な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
世
界
に
お
け
る
存
在
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
意
識
の
外
に
存
在
を
認
め
る
か
否

か
が
唯
物
論
と
観
念
論
と
を
区
別
す
る
基
準
で
あ
る
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
い
っ
た
が
、
か
く
の
如
く
考
え
る
場
合
、

唯
物
論
は
観
念
論
と
同
じ
よ
う
に
知
識
の
抽
象
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
称
す
る
如
く
実
践
の

立
場
に
立
っ
て
い
る
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
物
は
単
に
意
識
の
外
に
あ
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
身
体
の
外
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
認
識
も
世
界
に
お
け
る
存
在
と
存
在
と
の
関
係
で
あ

る
。
我
々
と
物
と
の
基
本
的
な
関
係
は
行
為
の
関
係
で
あ
っ
て
、
認
識
の
問
題
も
行
為
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

認
識
は
一
方
主
観
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
共
に
他
方
客
観
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
主
観
か
ら
規
定
さ
れ

る
限
り
に
お
い
て
認
識
は
構
成
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
客
観
か
ら
規
定
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
認
識
は
模
写
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
認
識
は
模
写
的
で
あ
る
と
同
時
に
構
成
的
で
あ
り
、模
写
と
構
成
と
の
統
一
で
あ
る
。
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か
よ
う
に
対
立
す
る
も
の
の
統
一
と
し
て
認
識
は
形
成
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
の
立
場
に
お
い
て

見
る
と
き
、
認
識
も
ま
た
ひ
と
つ
の
形
成
作
用
で
あ
る
。
こ
こ
に
形
成
説
と
名
付
け
よ
う
と
欲
す
る
も
の
は
、
構

成
説
と
模
写
説
と
の
統
一
で
あ
り
、
主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
が
、

次
に
確
か
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

三　
経
験
的
と
先
験
的

す
べ
て
の
知
識
が
経
験
に
始
ま
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
経
験
の
問
題
に
戻
っ
て
考

え
て
み
よ
う
。
知
識
は
す
べ
て
経
験
か
ら
来
る
と
い
う
説
は
経
験
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
前
に
述
べ
た

如
く
、
経
験
論
の
哲
学
は
経
験
を
主
観
的
な
も
の
、
心
理
的
な
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
経
験
は
主
体
に
関
係
付

け
ら
れ
て
経
験
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
主
体
が
心
或
い
は
意
識
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
経
験
す
る

と
は
意
識
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
経
験
論
の
哲
学
は
も
と
、
経
験
を
重
ん
ず
る
近
代
科

学
の
影
響
の
も
と
に
興
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
経
験
に
お
い
て
客
観
的
な
も
の
、
実
証
的
な
も
の
を
見
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
そ
こ
で
は
感
覚
と
か
印
象
と
か
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
経
験
論
に
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対
す
る
合
理
論
に
お
い
て
は
こ
れ
に
反
し
知
識
の
源
泉
が
理
性
に
求
め
ら
れ
る
。
経
験
論
者
ロ
ッ
ク
に
依
る
と
、

我
々
の
心
は
白
紙
の
如
き
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
観
念
は
経
験
か
ら
来
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
知
識
は
た
だ
そ

の
よ
う
な
観
念
に
関
係
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
肯
定
判
断
に
お
い
て
は
一
致
せ
る
も
の
と
し
て
、
否
定
判
断
に
お

い
て
は
一
致
せ
ざ
る
も
の
と
し
て
、
相
互
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
た
だ
我
々
の
観
念
で
あ
り
得
る
の
み
で

あ
る
。
そ
の
一
致
も
し
く
は
不
一
致
の
把
捉
が
知
識
で
あ
る
が
、
こ
の
把
捉
は
判
断
で
あ
り
、
す
べ
て
の
判
断
は

言
葉
に
お
い
て
命
題
と
し
て
表
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
命
題
の
真
理
に
つ
い
て
は
、
そ
の
言
葉
が
そ
こ
に
思
念
さ
れ

た
観
念
相
互
の
間
に
あ
る
の
と
同
じ
肯
定
的
も
し
く
は
否
定
的
関
係
に
あ
る
と
き
、
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
名
目
的
真
理
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
判
断
の
実
質
的
な
真
理
性
は
何
処
に
あ
る
か
と
問
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
に
対
し
て
は
、
我
々
の
観
念
と
我
々
の
心
の
外
に
存
在
す
る
物
と
が
、
言
葉
と
観
念
と
の
間

に
あ
る
の
と
同
じ
関
係
に
お
か
れ
、
観
念
の
結
合
は
、
観
念
に
よ
っ
て
現
さ
れ
た
物
の
結
合
と
一
致
し
て
い
る
と

き
、
真
で
あ
る
と
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ロ
ッ
ク
は
観
念
は
「
物
の
記
号
或
い
は
代
表
」
と
考
え
た
。
こ
の
い

わ
ゆ
る
代
表
説
は
心
の
外
に
物
の
存
在
を
前
提
す
る
模
写
説
の
一
変
形
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
観
念

が
心
に
直
接
に
現
れ
る
唯
一
の
対
象
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
我
々
は
我
々
の
観
念
と
そ
の
原
物
と

を
比
較
し
、
か
く
し
て
我
々
の
観
念
と
物
の
実
際
と
の
一
致
を
確
か
め
得
る
で
あ
ろ
う
か
。「
心
は
知
覚
以
外
の
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何
物
を
も
自
己
に
現
前
す
る
も
の
と
し
て
有
せ
ず
、
そ
し
て
恐
ら
く
は
そ
れ
と
物
と
の
結
び
付
き
の
何
等
の
経
験

に
も
達
し
得
な
い
」、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
い
っ
て
い
る
。
実
際
、
も
し
も
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
経
験
さ
れ
る
こ

と
で
あ
り
、
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
は
観
念
の
ほ
か
の

何
物
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ー
ク
リ
の
有
名
な
言
葉
に
依
る
と
、「
存
在
す
る
と
は
知
覚

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」。
桜
の
実
は
そ
の
色
、
香
、
味
、
等
の
表
象
複
合
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
存
在
は
知
覚
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。「
実
に
物
と
感
覚
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
」、と
さ
え
バ
ー
ク
リ
は
い
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
知
覚
す
る
の
は
私
の
心
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
観
念
論
即
ち
存
在
を
観
念
と
見
る
立
場
は
、
ひ
と
り

我
の
み
が
存
在
し
、
他
の
も
の
は
す
べ
て
我
の
観
念
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
独
我
論
に
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
バ
ー
ク
リ

が
な
お
自
我
と
い
う
心
的
実
体
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
、
一
歩
を
進
め
、
バ
ー
ク
リ
が
桜
の
実
に

つ
い
て
い
っ
た
こ
と
は
自
我
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
得
る
と
考
え
た
。
我
々
の
内
的
知
覚
も
自
我
の
実
体
に
つ
い
て

教
え
る
も
の
で
な
く
、
た
だ
そ
の
活
動
、
状
態
、
属
性
を
示
す
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
す
べ
て
取
り
去

る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
自
我
に
つ
い
て
何
物
も
残
ら
な
い
、
自
我
も
ま
た
「
観
念
の
束
」
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に

か
よ
う
に
し
て
一
切
が
観
念
で
あ
る
か
観
念
の
複
合
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
純
粋
な
内
在
論
に
と
っ
て
知
識
の

客
観
性
の
基
準
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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経
験
論
は
知
識
の
普
遍
性
と
必
然
性
を
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
知
識
が
経
験
か
ら
の
み
来
る
も
の
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
蓋
然
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
我
々
は
太
陽
が
東
か
ら
出
て
西
に
没
す
る
こ
と
を
経

験
的
に
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
従
来
の
経
験
に
お
い
て
は
い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
明
日
も
必
ず
そ
の

通
り
で
あ
る
と
は
経
験
の
立
場
か
ら
は
い
い
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
我
々
は
明
日
も
そ
う
で
あ
ろ
う
と
習
慣

的
に
信
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ヒ
ュ
ー
ム
は
物
の
因
果
関
係
の
知
識
も
習
慣
に
基
づ
く
信
仰
に
過

ぎ
ぬ
と
論
じ
た
。
我
々
が
経
験
す
る
の
は
甲
の
後
に
乙
が
起
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
甲
が
乙

の
原
因
で
あ
っ
て
、
甲
に
よ
っ
て
必
ず
乙
が
起
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
る
に
そ
の
場
合
甲
に
よ
っ
て

乙
が
起
る
と
我
々
が
考
え
る
の
は
、
甲
の
後
に
乙
が
起
る
こ
と
を
我
々
が
繰
り
返
し
て
経
験
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

習
慣
に
よ
っ
て
甲
の
後
に
は
必
ず
乙
を
表
象
し
期
待
す
る
よ
う
に
内
的
に
強
要
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
一
つ

の
表
象
が
他
の
表
象
を
喚
び
超
す
こ
の
心
理
的
必
然
性
が
実
在
的
必
然
性
と
し
て
把
捉
さ
れ
た
も
の
が
因
果
の
観

念
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
物
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
識
は
主
観
的
な
も
の
、
蓋
然

的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
よ
う
に
し
て
普
遍
的
な
必
然
的
な
知
識
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
経
験
論

は
ヒ
ュ
ー
ム
に
お
い
て
懐
疑
論
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
そ
の
認
識
論
の
根
本
問
題
は
経
験
で
あ
っ
た
。
彼
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
独
断
の
眠
か
ら
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醒
ま
さ
れ
た
と
告
白
し
て
い
る
。
彼
も
す
べ
て
の
認
識
が
経
験
と
共
に
始
ま
る
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
経
験
の
制
約

の
も
と
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
認
め
た
。
し
か
る
に
、「
我
々
の
す
べ
て
の
認
識
は
経
験
と
共
に
0

0

始
ま
る
に

し
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
は
す
べ
て
経
験
か
ら
0

0

生
ず
る
の
で
は
な
い
」、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
も

し
す
べ
て
の
知
識
が
経
験
か
ら
来
る
も
の
と
す
れ
ば
、
普
遍
的
な
必
然
的
な
知
識
の
存
し
な
い
こ
と
は
、
経
験
論

が
教
え
る
通
り
で
あ
る
。
知
識
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
に
は
何
か
経
験
か
ら
生
ず
る
と
い
わ
れ
な
い
も
の
が
あ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
も
の
は
、
経
験
か
ら
生
ず
る
も
の
が
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
（
後
天
的
、
経
験
的
）

と
い
わ
れ
る
に
対
し
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
（
先
天
的
、
先
験
的
）i i

と
称
せ
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
知
識
の

内
容
は
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
形
式
は
先
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
知
識
の
形
式
は
主
観
に
具
わ
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
合
理
論
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
如
く
、思
惟
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
知
識
を
生
ず
る
の
で
な
く
、

経
験
に
関
係
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
い
思
惟
は
経
験
の
範
囲
を
越
え
て
そ
れ
自
身
の
認
識
を
自
由

に
拡
張
し
得
る
に
し
て
も
、
か
よ
う
な
知
識
は
真
の
知
識
で
な
く
、
知
識
は
経
験
の
制
約
の
も
と
に
、
従
っ
て
感

覚
の
制
約
の
も
と
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
が
先
験
的
と
い
う
の
は
経
験
を
超
絶
し
た
も
の
で
な
く
、
却
っ

i
　a priori 

の
訳
語
「
先
験
的
」
はtranszendental

を
「
先
験
的
」
と
訳
す
例
と
混
同
さ
れ
る
。
以
下
の
説
明
も
紛
ら
わ
し
い
。「
先

験
的
統
覚
」
と
云
う
と
き
はtranszendental A

pperzeption

を
指
す
。
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て
経
験
を
基
礎
付
け
る
も
の
、
言
い
換
え
る
と
、
普
遍
的
な
必
然
的
な
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で

に
述
べ
た
如
く
、
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
我
々
は
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
。
経
験
の
対

象
は
、
直
観
に
与
え
ら
れ
た
多
様
な
も
の
を
主
観
が
そ
の
先
験
的
形
式
に
よ
っ
て
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
生
じ
た
も

の
で
あ
る
。
因
果
の
範
疇
の
如
き
も
か
よ
う
な
先
験
的
形
式
に
属
す
る
故
に
、
我
々
の
経
験
に
お
け
る
因
果
の
認

識
は
普
遍
性
と
必
然
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
経
験
を
因
果
の
範
疇
で
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験

に
お
け
る
因
果
関
係
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。「
我
々
の
経
験
の
う
ち
に
は
そ
の
先
験
的
起
原
を
も
た
ね
ば
な
ら

ぬ
認
識
が
混
合
し
て
い
る
」、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
経
験
は
単
に
経
験
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
経
験

的
な
も
の
と
先
験
的
な
も
の
と
の
綜
合
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
の
立
場
は
経
験
論
と
合
理
論
と
を
綜
合

す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
立
場
は
批
判
論
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
批
判
と
い
う
の
は
、
事
実
の
問

題
と
権
利
の
問
題
を
区
別
し
、
如
何
に
し
て
普
遍
妥
当
的
な
知
識
は
可
能
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
。
カ
ン
ト
は
知
識
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
を
主
と
し
て
知
識
の
形
式
の
先
験
性
に
求
め
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

批
判
論
は
先
験
主
義
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
合
理
的
色
彩
が
強
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
の
先
験
的
形
式

は
そ
れ
に
よ
っ
て
直
観
に
与
え
ら
れ
た
内
容
を
統
一
す
る
主
観
の
形
式
で
あ
る
故
に
、
彼
の
批
判
論
は
ま
た
主
観

主
義
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
主
観
は
も
と
よ
り
個
人
的
な
経
験
的
自
我
で
な
く
、超
個
人
的
な
先
験
的
自
我
で
あ
り
、
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そ
の
根
本
的
な
作
用
は
先
験
的
統
覚
と
呼
ば
れ
て
い
る
。あ
ら
ゆ
る
表
象
は
我
の
意
識
に
属
す
る
以
上
、「
我
考
う
」

と
い
う
こ
と
に
伴
わ
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
考
う
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
ゆ
る
我
の
表
象
に
伴
う
と
い

う
の
は
我
が
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
自
覚
は
我
は
我
で
あ
る
と
い
う
分
析
的
統
一
で
な
く
、

与
え
ら
れ
た
多
様
な
内
容
に
即
し
て
成
立
す
る
綜
合
的
統
一
で
あ
る
。
直
観
の
多
様
は
こ
の
先
験
的
統
覚
の
も
と

に
範
疇
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
、
我
に
と
っ
て
対
象
と
し
て
現
れ
る
。「
意
識
の
綜
合
的
統
一
は
、
従
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
認
識
の
客
観
的
制
約
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
客
観
を
認
識
す
る
た
め
に
、
私
自
身
が
必
要
と
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
が
私
に
対
し
て
客
観
と
な
る
た
め
に
、
そ
の
も
と
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
制
約
な
の

で
あ
る
」。
先
験
的
統
覚
は
客
観
が
客
観
と
し
て
私
に
対
し
て
現
れ
る
条
件
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
自
我
は

客
観
を
そ
の
存
在
に
関
し
て
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
な
く
、そ
の
客
観
性
に
関
し
て
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
、

自
我
は
存
在
を
産
出
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
対
象
性
を
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
客
観
が
そ
の
客

観
性
に
お
い
て
顕
わ
に
な
る
に
は
主
体
の
一
定
の
条
件
が
、
ま
さ
に
そ
の
先
験
性
或
い
は
超
越
性
が
必
要
で
あ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
の
功
績
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
彼
の
自
我
は
す
べ
て
の
人
に
共
通
な

も
の
と
考
え
ら
れ
た
抽
象
的
な
形
式
的
な
自
我
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
論
は
経
験
論
の
懐
疑
論
的
帰
結
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
な
お
経
験
論
と
同
じ
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前
提
に
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
彼
に
お
い
て
も
、
経
験
論
に
お
い
て
と
同
様
、
経
験
は
何
よ

り
も
知
識
の
問
題
と
し
て
知
識
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
た
。
そ
こ
で
彼
に
お
い
て
も
認
識
の
主
体
は
意
識
と
考
え

ら
れ
、
経
験
に
与
え
ら
れ
る
と
は
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
お
け
る
不
可
知
論
と
い
わ
れ

る
も
の
も
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
い
る
。
即
ち
彼
に
依
る
と
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る
も
の
は
、
先
ず
空
間
と
時
間
と

い
う
直
観
の
形
式
に
入
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
か
よ
う
な
も
の
は
現
象
で
あ
っ
て
、
現
象
の
背
後
に
あ

る
本
体
と
い
う
べ
き
物
そ
の
も
の
、
い
わ
ゆ
る
物
自
体
は
空
間
と
時
間
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
。
我
々
の
認
識
は

経
験
の
制
約
の
も
と
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
故
に
、
物
自
体
は
認
識
に
と
っ
て
限
界
を
な
し
、
我
々
は
そ
れ
を
知
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
我
々
が
物
の
本
体
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
単
な

る
知
識
の
立
場
に
お
い
て
は
決
定
し
難
い
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
け
れ
ど
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
明
瞭

で
あ
る
。
我
々
の
も
っ
て
い
る
知
識
に
従
っ
て
我
々
が
物
を
変
化
し
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
我
々
は

物
そ
の
も
の
を
知
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
実
践
が
真
理
の
基
準
で
あ
る
。「
総
体
の
、
生
け

る
、
人
間
的
実
践
が
認
識
論
の
中
へ
押
し
入
り
、
真
理
の
客
観
的
基
準
を
提
供
す
る
」、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
知

識
は
実
践
に
お
い
て
そ
の
真
理
性
を
証
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
に
対
す
る
人
間
の
働
き
か
け
の
範
囲
が
広
け
れ
ば

広
い
ほ
ど
、
自
然
に
関
す
る
人
間
の
知
識
も
一
層
広
く
、
一
層
正
し
く
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
単
な
る
自
然
と
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し
て
の
自
然
で
な
く
、
人
間
に
よ
る
自
然
の
変
化
こ
そ
、
人
間
の
思
惟
の
最
も
本
質
的
な
、
最
も
重
要
な
基
礎
で

あ
る
」。
マ
ル
ク
ス
は
、
感
性
も
単
に
直
観
と
し
て
で
な
く
、
実
践
的
な
人
間
的
感
性
的
活
動
と
し
て
捉
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
書
い
て
い
る
。
尤
も
、
真
理
の
基
準
を
単
に
実
践
に
求
め
る
こ
と
は
、
知
識
の
内
在
的
な
基
準
を

否
定
し
、
そ
の
自
律
性
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
は
そ
れ
自
身
の
基
準
を
も
っ
て
お
り
、
行
為

と
対
立
し
て
い
る
。
し
か
し
両
者
は
ま
た
統
一
を
な
し
て
い
る
。
経
験
と
い
う
も
の
が
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
経
験
論
の
偏
見
を
離
れ
て
み
る
と
、
経
験
は
単
に
知
識
の
事
柄
で
な
く
て
行
為
の
事
柄
で
あ
る
。
経
験

す
る
と
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
、
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
働
く
こ
と
で
あ
る
。
近
代
科
学
に
お
け
る
実
証

的
精
神
と
い
う
も
の
の
本
質
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
実
験
的
方
法
は
経
験
の
自
覚
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。

さ
き
に
述
べ
た
如
く
、
カ
ン
ト
は
自
己
の
哲
学
的
方
法
を
自
然
科
学
に
お
け
る
実
験
的
方
法
に
比
較
し
た
。
彼

が
経
験
の
う
ち
に
先
験
的
要
素
を
認
め
た
の
も
、そ
れ
に
関
聯
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。実
験
に
お
い
て
我
々

は
た
だ
偶
然
に
経
験
す
る
の
で
な
く
、方
法
的
に
、組
織
的
に
、計
画
的
に
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
我
々

は
一
定
の
観
念
を
も
っ
て
臨
み
、
こ
の
観
念
に
従
っ
て
現
象
を
意
識
的
に
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
を
観

察
す
る
。
即
ち
実
験
は
単
に
経
験
的
で
な
く
て
先
験
的
な
要
素
を
含
む
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
験
的
と
は
経
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験
か
ら
超
絶
し
て
経
験
と
無
関
係
な
も
の
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
が
可
能
に
な
る
も
の
で

あ
る
。「
だ
か
ら
こ
の
自
然
研
究
者
を
真
似
た
方
法
は
、
純
粋
理
性
の
諸
要
素
を
実
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
も
し

く
は
反
駁
さ
れ
得
る
も
の
の
う
ち
に
求
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
」、
と
カ
ン
ト
は
書
い
て
い
る
。
理
性
の
先
験
的
な

要
素
は
実
験
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
も
し
く
は
反
駁
さ
れ
得
る
も
の
、
即
ち
経
験
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
経
験
は
単
に
経
験
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
先
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
単
に
経
験
的
で
あ
る
こ
と
は
真
に

経
験
的
で
あ
る
こ
と
で
な
く
、
単
に
実
証
的
で
あ
る
こ
と
は
真
に
実
証
的
で
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
る
に
実

験
は
操
作
で
あ
り
、
認
識
の
主
体
も
す
で
に
行
為
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
証
的
知
識
は
一
定
の
操
作

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
概
念
は
そ
の
獲
得
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
操
作
と
当
値
で
あ
っ
て
、
操
作
的

概
念
と
称
せ
ら
れ
る
。
例
え
ば
一
メ
ー
ト
ル
と
い
う
長
さ
の
概
念
は
、
こ
の
長
さ
の
測
定
を
離
れ
て
な
く
、
そ
の

測
定
と
同
義
で
あ
る
。
ブ
リ
ッ
ヂ
マ
ン
は
物
理
的
概
念
は
操
作
的
概
念
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
操
作
は
客
観
的

に
知
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
操
作
は
ま
た
主
観
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
知
識
は
主
観
的
・
客
観
的
な

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
操
作
的
に
得
ら
れ
る
と
い
う
の
は
技
術
的
に
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
識
も
形

成
作
用
の
一
種
で
あ
る
。
概
念
は
操
作
的
概
念
と
し
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
実
験
に
依
る
と
い
わ
れ
な
い

認
識
に
お
い
て
も
、
認
識
の
対
象
は
認
識
の
方
法
に
制
約
さ
れ
、
逆
に
認
識
の
方
法
は
認
識
の
対
象
に
制
約
さ
れ
、
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方
法
と
対
象
と
い
う
対
立
物
の
統
一
と
し
て
認
識
は
形
成
さ
れ
る
。
先
験
的
と
経
験
的
、
合
理
的
と
実
証
的
、
構

成
的
と
模
写
的
、
主
観
的
と
客
観
的
と
い
う
よ
う
に
対
立
し
た
も
の
は
認
識
に
お
い
て
形
成
作
用
的
に
、
弁
証
法

的
に
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
先
験
的
方
法
は
実
験
的
方
法
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
認
識

の
静
的
な
分
析
に
と
ど
ま
っ
て
、
そ
の
現
実
的
な
歴
史
的
な
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。

カ
ン
ト
の
批
判
論
は
、
経
験
を
主
と
し
て
知
識
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
直
観
に

与
え
ら
れ
た
も
の
を
ば
ら
ば
ら
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
経
験
論
に
類
似
し
て
い
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
は
観

念
を
原
子
の
如
く
分
離
し
た
個
々
非
連
続
的
な
も
の
と
見
て
、
か
よ
う
な
要
素
の
機
械
的
な
法
則
に
よ
る
結
合
か

ら
複
雑
な
心
理
現
象
を
考
え
た
。
同
様
の
前
提
が
カ
ン
ト
に
も
附
き
纏
っ
て
い
る
。
彼
に
お
い
て
も
、
直
接
に
与

え
ら
れ
た
も
の
は
「
直
観
の
多
様
な
も
の
」、「
現
象
の
雑
沓
」
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
の
知
識
の

関
心
す
る
普
遍
的
な
も
の
、
統
一
的
な
も
の
は
、
我
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
そ
の
も
の
の
う
ち
に
は
な
く
、
我
々

自
身
が
そ
れ
に
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。「
我
々
は
物
に
つ
い
て
た
だ
我
々
自
身
が
そ
の
中
へ

入
れ
る
も
の
の
み
を
先
験
的
に
認
識
す
る
」、
と
カ
ン
ト
は
い
っ
て
い
る
。
統
一
的
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
は

す
べ
て
主
観
の
側
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
論
が
構
成
説
で
あ
り
、
主
観
主
義
で
あ
り
、
先

験
主
義
で
あ
る
理
由
が
そ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
主
観
の
形
式
で
あ
る
範
疇
も
対
象
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の
と
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し
て
範
疇
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
カ
ン
ト
の
範
疇
も
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
い
わ
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ

の
も
の
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
は
直
観
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
単
に
多
様
な
も
の
と

見
る
立
場
に
お
い
て
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
子
論
的
見
方
に
対
し

て
、
単
に
要
素
の
み
で
な
く
、
要
素
間
の
関
係
そ
の
も
の
も
ま
た
経
験
さ
れ
る
と
い
い
、
そ
の
立
場
を
「
根
本
的

経
験
論
」
と
名
付
け
た
。
分
離
と
共
に
結
合
が
、
非
連
続
と
共
に
連
続
が
経
験
さ
れ
る
。
表
象
と
い
う
も
の
も
一

に
お
い
て
多
を
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
。
直
観
に
お
い
て
我
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
「
盲
目
的
」
な
も
の
で
な

く
、
そ
れ
自
身
す
で
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
意
味
と
い
う
の
は
単
に
主
観
的

な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
も
の
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
認
識
作
用
は
全
く
無
意
味
な
も
の
に
対
し
て

始
ま
る
の
で
な
く
、
表
現
的
な
も
の
に
対
し
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
恰
も
画
家
が
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
対
象
を
画
く

の
で
な
く
却
っ
て
芸
術
的
意
味
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
彼
に
呼
び
掛
け
る
も
の
を
画
く
よ
う
に
、
物
理
学
者
も

あ
ら
ゆ
る
任
意
の
対
象
を
研
究
す
る
の
で
な
く
却
っ
て
物
理
的
意
味
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
彼
に
呼
び
掛
け
る

も
の
を
研
究
す
る
。
ラ
ッ
セ
ル
が
い
っ
た
如
く
、
物
理
的
認
識
に
お
い
て
「
有
意
味
の
事
実
」
と
い
う
も
の
は
重

要
な
関
係
を
も
ち
、
何
が
有
意
味
の
事
実
と
考
え
ら
れ
る
か
は
歴
史
的
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
定
の
物
理

法
則
に
関
し
て
表
現
的
な
事
実
を
い
い
、物
理
学
者
は
主
と
し
て
か
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
研
究
す
る
の
で
あ
る
。
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表
現
的
な
も
の
の
呼
び
掛
け
に
応
え
て
起
る
主
体
の
活
動
が
一
般
に
表
現
作
用
で
あ
り
、
芸
術
的
活
動
の
み
で
な

く
、
我
々
の
す
べ
て
の
行
為
は
表
現
的
で
あ
り
、
認
識
も
表
現
作
用
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
の
行
為
は

単
に
自
己
か
ら
起
る
の
で
な
く
、
世
界
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
は
た
だ
主
観
の
う
ち
に
あ
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
物
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
り
、
客
観
的
表
現
的
な
も
の
が
理
性
で
あ
る
。
真
に
自
己
自
身
に
内
在

的
な
も
の
は
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
理
性
を
意
味
す
る
と
共
に
、
言
葉

を
、
客
観
的
表
現
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。
科
学
も
元
来
環
境
に
お
い
て
生
活
す
る
人
間
の
行
為
と
し
て
起
っ
た

も
の
で
あ
り
、
環
境
と
し
て
の
自
然
は
単
な
る
客
観
と
し
て
の
自
然
で
な
く
、
表
現
的
な
世
界
で
あ
る
。
我
々
は

表
現
的
世
界
の
う
ち
に
あ
り
、
我
々
の
行
為
は
こ
の
世
界
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
、
認
識
作
用
も
ま
た
か
く
の
如
き

も
の
で
あ
る
。
表
現
作
用
は
表
現
的
な
も
の
に
対
し
て
起
る
。
認
識
が
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
模
写
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
な
く
、
構
成
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
表
現
作
用
は
形
成
作
用
で
あ
り
、
主
観
的
・
客
観

的
な
作
用
で
あ
る
、
そ
れ
は
模
写
的
で
あ
る
と
同
時
に
構
成
的
で
あ
り
、
構
成
的
で
あ
る
と
同
時
に
模
写
的
で
あ

る
。
認
識
を
形
成
と
考
え
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
単
に
主
観
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
で
は
な
い
。
却
っ
て
客
観
は

操
作
的
な
主
体
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
本
質
を
顕
わ
に
し
、
真
の
客
観
性
に
お
い
て
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
技
術
は
物
を
し
て
そ
の
本
質
を
発
揮
さ
せ
る
、認
識
も
形
成
と
し
て
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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認
識
が
主
観
的
・
客
観
的
な
形
成
作
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
認
識
が
発
見
或
い
は
発
明
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
は
そ
の
際
生
産
的
で
あ
る
。
真
理
は
単
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
歴
史
的

に
発
見
或
い
は
発
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
論
理
の
如
き
も
の
も
歴
史
的
に
発
展
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
我
々
が

機
械
を
創
造
す
る
よ
う
に
、
我
々
は
真
理
を
発
明
す
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
認
識
が
形
成

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
も
と
表
現
的
な
歴
史
的
な
世
界
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

四　
物　

関
係　

形

現
象
を
説
明
す
る
に
あ
た
っ
て
先
ず
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
一
は
物
概
念
に
よ
る
説
明
で
あ
り
、
他
は
関
係
概

念
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。
物
概
念
と
関
係
概
念
と
は
思
惟
の
方
法
或
い
は
思
惟
の
理
念
に
お
け
る
二
つ
の
根
本
的

な
方
向
を
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
古
代
的
思
惟
か
ら
近
代
的
思
惟
へ
の
推
移
は
、
物
概
念
か
ら
関
係
概
念
へ
の
推

移
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

物
と
は
何
で
あ
る
か
。
物
は
一
定
の
性
質
、
一
定
の
量
を
有
し
、
ま
た
一
定
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
性
質
や

量
、
関
係
等
は
物
そ
の
も
の
で
な
く
、
物
に
附
帯
し
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
物
と
は
そ
れ
ら
性
質
、
量
、
関
係
等
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の
基
底
に
横
た
わ
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
そ
の
基
底
に
横
た
わ
る
も
の
は
哲
学
上
の
言
葉
で
実
体
と
い
わ
れ

る
。
物
概
念
は
実
体
概
念
で
あ
る
。
実
体
は
性
質
等
が
変
化
し
て
も
つ
ね
に
同
一
に
と
ど
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
る
と
、
実
体
と
は
「
第
一
次
的
な
存
在
」
で
あ
る
。
性
質
と
か
量
と
か
の
範

疇
で
現
さ
れ
る
も
の
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
実
体
に
附
帯
し
て
存
在
す
る
に
過

ぎ
ぬ
。
性
質
と
か
量
と
か
は
実
体
が
あ
っ
て
初
め
て
そ
れ
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
実
体
は
性
質
、
量
、

状
態
、
関
係
等
よ
り
も
本
性
上
よ
り
先
な
る
も
の
、
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
実
体
概
念
に
よ
っ
て
考
え
る
と
い
う

の
は
、
こ
の
よ
う
に
第
一
次
的
な
存
在
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
実
体
と
こ
れ
に
附
帯
す

る
も
の
と
い
う
秩
序
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
考
え
方
は
我
々
の
自
然
的
な
考
え
方
、
日
常
的

な
世
界
像
に
一
致
し
て
い
る
。
そ
し
て
認
識
論
上
の
模
写
説
が
ま
た
か
よ
う
な
自
然
的
な
考
え
方
に
一
致
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
認
識
が
模
写
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
の
模
写
で
も
が
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
な
く
、
物
の
実
体
的
本
質
の
模
写
が
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
に
依

る
と
、
真
の
知
識
は
た
だ
真
の
存
在
（
彼
の
い
う
イ
デ
ア
）
に
つ
い
て
の
み
成
立
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

反
し
存
在
と
非
存
在
と
の
混
合
で
あ
る
現
象
の
世
界
に
つ
い
て
は
単
に
意
見
が
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。

ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
形
式
論
理
に
お
い
て
、
概
念
と
は
か
よ
う
な
物
の
本
質
、
実
体
を
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現
す
も
の
で
あ
る
。
概
念
は
我
々
の
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
個
々
の
特
殊
的
な
も
の
か
ら
、
そ
れ
ら
に
共
通
に
属
す

る
も
の
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
思
惟
の
機
能
は
感
覚
の
多
様
な
も
の
に
対
し
て
、
主

と
し
て
、
比
較
す
る
こ
と
、
区
別
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
殊
的
な
対
象
の
間
を
往
来
す
る
反
省
は
抽
象
作
用
に
導

き
、
こ
れ
に
よ
っ
て
特
殊
的
な
対
象
に
お
け
る
類
似
の
要
素
は
他
の
す
べ
て
の
類
似
な
ら
ぬ
要
素
の
夾
雑
物
か
ら

解
き
離
さ
れ
て
純
粋
に
そ
れ
だ
け
と
し
て
抽
出
さ
れ
る
。概
念
は
感
覚
的
実
在
に
対
し
て
無
関
係
な
も
の
で
な
く
、

こ
の
実
在
そ
の
も
の
の
一
つ
の
部
分
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
は
感
覚
的
実
在
の
う
ち
に
直
接
に
含
ま
れ
て
い
る
も

の
が
抽
出
さ
れ
た
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
こ
の
概
念
構
成
に
よ
っ
て
は
我
々
の
自
然
的
な
世
界
像
の
統

一
は
何
処
に
お
い
て
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
危
く
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
、
そ
の
点
に
形
式
論
理
に
お
け
る
概

念
構
成
の
固
有
の
長
所
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
の
い
わ
ゆ
る
認
識
論
が
実
体
概
念
の
批
評
を
も
っ
て
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
は
特
徴
的
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー

ム
は
そ
れ
を
次
の
如
く
批
評
し
た
。
物
と
い
う
も
の
を
分
析
す
る
と
、
種
々
の
観
念
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ

こ
に
は
色
の
観
念
と
か
大
い
さ
の
観
念
と
か
堅
さ
の
観
念
と
か
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
観
念
と
は
別
に
物
と
い
う
べ

き
も
の
は
な
い
。
従
っ
て
ヒ
ュ
ー
ム
に
依
る
と
、
物
と
は
観
念
の
束
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に
な
お
物
と
い
う
も
の

が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
或
る
一
定
の
観
念
が
繰
り
返
し
結
合
し
て
経
験
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
習
慣
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に
よ
っ
て
我
々
は
そ
こ
に
物
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
に
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
よ
う
に
物
が

観
念
結
合
の
習
慣
に
過
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、そ
の
知
識
は
普
遍
性
も
必
然
性
も
も
た
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

実
体
は
観
念
の
結
合
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
結
合
は
普
遍
的
で
必
然
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る

に
経
験
論
は
観
念
結
合
の
普
遍
妥
当
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
実
体
を
一
つ
の

範
疇
、
言
い
換
え
る
と
思
惟
の
先
験
的
形
式
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
物
と
は
直
観
に
与
え
ら
れ
た
多
様
な
も
の
が

実
体
と
属
性
と
い
う
範
疇
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
我
々
は
物
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

物
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
先
験
論
理
は
経
験
構
成
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
の
対
象

を
可
能
な
ら
し
め
る
と
共
に
対
象
の
認
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
論
理
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
既
に
い
っ
た
如
く
、
カ
ン
ト
の
構
成
主
義
の
認
識
論
は
近
代
の
自
然
科
学
的
思
惟
に
影
響
さ
れ
、
こ

れ
に
相
応
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
実
体
が
先
の
も
の
で
あ
り
、
関
係
は
性
質
、
量
、
状
態

等
と
共
に
実
体
に
附
帯
す
る
も
の
と
し
て
従
属
的
な
地
位
に
あ
る
。
関
係
は
本
来
の
本
質
概
念
に
対
し
て
依
存
的

な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
概
念
構
成
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
に
お
け
る
指
導
的
な
見
地
は
、
属

性
に
対
す
る
実
体
の
優
位
の
関
係
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
。
し
か
る
に
自
然
科
学
的
思
惟
に
お
い
て
は
実
体
概
念

に
代
っ
て
関
係
概
念
が
指
導
的
な
地
位
を
占
む
る
に
至
っ
た
。
実
体
概
念
と
関
係
概
念
と
の
間
に
想
定
さ
れ
る
価
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値
関
係
の
相
違
に
従
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
と
カ
ン
ト
的
論
理
と
の
二
つ
の
典
型
的
な
形
態
が
区
別
さ

れ
る
。
自
然
科
学
的
見
方
に
お
い
て
は
物
は
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
諸
関
係
の
網
の
い
わ
ば
結
び
目

で
あ
る
。

近
代
自
然
科
学
に
特
徴
的
な
認
識
論
は
カ
ン
ト
主
義
者
で
あ
っ
た
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
記
号
説
に
お
い
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
知
識
は
記
号
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
記
号
は
物
的
な
類
似
で
な
く
て
た
だ
双
方
の
側
の
構
造
の
函

数
的
対
応
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
記
号
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
記
号
さ
れ
た
物
の
特
殊
な
固
有
性
で
な

く
、
そ
れ
が
他
の
類
似
の
も
の
に
対
し
て
立
っ
て
い
る
客
観
的
な
関
係
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
表
象
に
よ
っ
て

現
実
そ
の
も
の
を
そ
の
孤
立
し
た
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
性
質
に
お
い
て
認
識
す
る
の
で
な
く
、
現
実
が
そ
の

も
と
に
立
ち
そ
れ
に
従
っ
て
変
化
す
る
と
こ
ろ
の
規
則
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
一
義
的
に
見
出
し
得
る

の
は
現
象
に
お
け
る
法
則
で
あ
り
、
こ
の
法
則
は
函
数
概
念
に
お
い
て
現
さ
れ
る
。
関
係
概
念
に
よ
っ
て
考
え
る

こ
と
は
函
数
概
念
に
よ
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
法
則
性
は
我
々
に
と
っ
て
現
象
が
理
解
さ
れ
得
る
も
の
に
な

る
条
件
で
あ
り
、
法
則
性
は
我
々
が
物
そ
の
も
の
に
移
し
得
る
唯
一
の
属
性
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
の

い
っ
た
如
く
、
自
然
と
は
「
現
象
の
、
そ
の
現
存
在
に
従
っ
て
の
、
必
然
的
な
規
則
即
ち
法
則
に
従
っ
て
の
聯
関
」

に
ほ
か
な
ら
ず
、言
い
換
え
る
と
、空
間
と
時
間
と
に
お
け
る
現
象
の
規
則
性
で
あ
る
。物
は
諸
関
係
に
分
解
さ
れ
、
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諸
関
係
、
諸
法
則
か
ら
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
物
概
念
或
い
は
実
体
概
念
に
対
す
る
関
係
概
念
或
い
は

函
数
概
念
の
優
位
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
精
神
に
つ
い
て
も
、
従
来
の
心
的
実
体
を
考
え
た
心
理
学
に
対
し
て
い

わ
ゆ
る
「
心
の
な
い
心
理
学
」
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た
物
理
学
に
お
い
て
も
「
物
質
は
消
滅
し
た
」
と
さ
え
い
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
自
然
科
学
か
ら
あ
ら
ゆ
る
物
的
要
素
を
排
除
し
得
る
か
の
如
く
考
え
る
こ
と

は
間
違
っ
て
い
る
。
関
係
概
念
的
見
方
は
、
我
々
は
た
だ
存
在
要
素
の
間
の
関
係
を
の
み
思
惟
的
に
把
握
し
得
る

と
い
う
意
味
で
な
く
、
我
々
は
た
だ
関
係
の
範
疇
を
通
じ
て
の
み
物
の
範
疇
に
達
し
得
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
か
る
に
現
代
に
至
っ
て
、
自
然
科
学
的
認
識
に
対
す
る
歴
史
的
認
識
の
特
殊
性
が
注
目
さ
れ
、
両
者
に
お
け

る
概
念
構
成
の
相
違
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
然
科
学
の
認
識
目
的
が
法
則
で
あ
る
に
反
し
、
歴
史
学

の
認
識
目
的
は
法
則
で
な
く
て
個
性
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
自
然
科
学
と
歴
史
学
と
の
区

別
を
論
じ
て
、
自
然
科
学
が
法
則
定
立
的
で
あ
る
に
反
し
、
歴
史
学
は
個
性
記
述
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
個

性
と
い
う
の
は
個
人
の
こ
と
ば
か
り
で
な
く
、
社
会
に
し
て
も
文
化
に
し
て
も
個
性
を
も
っ
て
い
る
。
す
べ
て
歴

史
的
な
も
の
は
個
性
的
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
お
い
て
は
個
々
の
特
殊
的
な
も
の
は
一
般
法
則
の
例
と
し
て
そ
の

も
と
に
包
摂
さ
れ
る
。
し
か
る
に
個
性
は
一
般
法
則
の
例
に
過
ぎ
ぬ
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
他
に
換
え

る
こ
と
の
で
き
ぬ
独
自
性
を
具
え
て
い
る
。
ま
た
自
然
現
象
は
繰
り
返
す
と
考
え
ら
れ
る
に
反
し
、
歴
史
的
な
も
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の
は
一
回
的
な
も
の
で
あ
る
。
更
に
自
然
科
学
が
対
象
を
意
味
と
か
価
値
と
か
か
ら
離
れ
て
取
扱
う
に
反
し
て
、

歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
意
味
と
か
価
値
と
か
に
関
係
し
て
考
え
ら
れ
る
。
生
理
学
の
対
象
と
し
て
は
仮
に
天
才

と
狂
人
と
は
同
じ
で
あ
る
と
し
て
も
、
文
化
価
値
に
関
係
さ
せ
て
見
れ
ば
全
く
違
い
、
天
才
は
芸
術
的
価
値
と
い

う
が
如
き
文
化
価
値
の
見
地
か
ら
歴
史
学
の
対
象
と
な
る
が
、
狂
人
は
そ
う
で
な
い
。
か
よ
う
な
個
性
は
法
則
に

対
し
て
何
か
と
い
え
ば
、
形
で
あ
る
と
一
般
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
べ
て
歴
史
的
な
も
の
は
形
を
も
っ
て

い
る
。
こ
こ
に
形
と
い
う
の
は
単
な
る
形
式
の
こ
と
で
な
く
、
内
容
を
内
か
ら
生
か
し
て
い
る
も
の
、
内
容
そ
の

も
の
の
内
面
的
統
一
を
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
形
は
、
も
と
よ
り
単
に
内
的
な
も
の
で
な
く
、
外
に
現
れ
た
も

の
、
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
と
は
内
と
外
と
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
味
を
も
っ
た

も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
意
味
は
単
に
内
的
な
も
の
で
な
く
、
物
の
形
に
お
い
て
現
れ
た
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
形
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
、
一
般
的

な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
個
性
と
い
っ
て
も
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
、
特
殊
的
で
あ
る

と
共
に
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
具
体
的
に
は
形
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
歴
史
学
の
認
識
し

よ
う
と
す
る
の
は
個
性
で
な
く
、
型
（
タ
イ
プ
）
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
型
は
或
る
一
般
的
な
も
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
形
式
論
理
に
お
け
る
類
概
念
の
一
般
性
と
は
異
な
っ
て
い
る
、
型
は
む
し
ろ
そ
れ
ぞ
れ
個
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性
的
な
も
の
で
あ
る
。
型
と
い
う
の
は
歴
史
的
な
形
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
或
い
は
歴
史
科
学
は
単
に
個
性
を
捉
え

よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
法
則
、
例
え
ば
、
歴
史
の
発
展
段
階
の
法
則
の
如
き
も
の
を
求
め
る
の
で
あ
る

と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
法
則
も
、
歴
史
の
法
則
と
し
て
、
形
の
変
化
に
関
わ
っ
て
い
る
。
古
代

社
会
に
は
古
代
社
会
の
、
封
建
社
会
に
は
封
建
社
会
の
、
近
代
社
会
に
は
近
代
社
会
の
、
形
が
あ
る
。
歴
史
と
は

形
の
変
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
歴
史
的
範
疇
と
い
う
も
の
も
法
則
で
な
く
て
形
で
あ
る
。
普
通
に
歴
史
と
考
え
ら

れ
る
の
は
人
間
の
歴
史
で
あ
っ
て
、
自
然
は
人
間
の
歴
史
の
舞
台
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
自
然
は
人
間
の

歴
史
的
行
為
に
と
っ
て
環
境
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
環
境
に
お
い
て
あ
る
。
環
境
と
し
て
の
自
然
は

自
然
科
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
客
観
と
し
て
の
自
然
で
な
く
、
そ
れ
自
身
す
で
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ

り
、
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
逆
に
我
々
が
環
境
を
作
っ
て
ゆ
く
。
人
間
は
環
境
を
変

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
変
化
す
る
、
環
境
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
形

は
主
体
と
環
境
と
の
作
用
的
聯
関
か
ら
作
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
変
化
す
る
も
の
、
歴
史
的
な
も
の

で
あ
る
。
環
境
に
お
け
る
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
技
術
的
で
あ
り
、
形
は
技
術
的
に
作
ら
れ
て
く
る
も
の
、
技
術

的
な
形
で
あ
る
。
こ
こ
に
環
境
と
い
う
の
は
、
単
に
自
然
の
こ
と
で
な
く
、
社
会
や
文
化
も
我
々
に
と
っ
て
環
境

で
あ
る
。
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形
は
一
方
或
る
実
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
形
は
単
な
る
形
式
で
は
な
く
、
内
容
を
内
か
ら
生
か
す
も
の
で
あ
っ

て
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
外
の
も
の
で
あ
る
。
形
は
物
を
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
現
す
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

形
は
他
方
或
る
関
係
的
な
も
の
、
函
数
的
な
も
の
、
機
能
的
な
も
の
で
あ
る
。
形
は
主
体
と
環
境
と
の
作
用
的
聯

関
か
ら
作
ら
れ
て
く
る
も
の
と
し
て
技
術
的
な
意
味
を
も
ち
、
機
能
を
組
織
し
た
も
の
、
機
能
を
表
現
す
る
も
の

で
あ
る
。
形
は
働
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
は
時
間
的
に
変
化
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
時
間
的

な
も
の
は
形
と
は
な
ら
ず
、
形
は
ま
た
空
間
的
に
固
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
空

間
的
で
あ
り
、
生
成
と
存
在
と
の
統
一
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
一
言

で
い
う
と
、
形
は
実
体
的
で
あ
る
と
共
に
関
係
的
で
あ
り
、
形
概
念
は
実
体
概
念
と
関
係
概
念
と
の
統
一
で
あ
る
。

歴
史
的
な
も
の
の
認
識
は
形
の
認
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
認
識
が
形
成
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
場
合
特
に
明
瞭
で

あ
ろ
う
。
形
成
と
い
う
言
葉
は
も
と
形
に
関
係
し
て
い
る
。
歴
史
は
記
述
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
形
は
究
極

に
お
い
て
記
述
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
た
め
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
う
ち
に
お
い
て
も
生
命
を
取
扱
う
生
物
学
の
如

き
が
純
粋
な
説
明
科
学
と
な
ら
な
い
で
記
述
的
で
あ
る
の
も
、
す
べ
て
生
命
あ
る
も
の
は
形
の
統
一
を
も
っ
て
い

る
の
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
説
明
と
記
述
と
の
相
違
は
根
本
に
お
い
て
関
係
概
念
と
形
概
念
と
の
相
違
で
あ
る
と
い

う
こ
と
も
で
き
る
。
形
は
全
体
性
で
あ
り
、
創
造
的
綜
合
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
形
は
環
境
と
主
体
と
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の
作
用
的
聯
関
か
ら
作
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
環
境
的
に
限
定
さ
れ
る
と
共
に
主
体
的
に
限
定
さ
れ
、
一
般

的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
を
分
析
的
に
見
て
、
一
般
的
限
定
の
方
向
に
お
い

て
捉
え
る
な
ら
ば
、
歴
史
的
な
も
の
も
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
歴
史
学
が
単
に
記
述
的
で
な
く
説
明
的
で

あ
ろ
う
と
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
歴
史
的
な
も
の
は
、
そ
れ
を
ど
こ
ま
で
も
一
般
的
な
も
の
か
ら
説
明

し
て
ゆ
け
ば
も
は
や
歴
史
的
な
も
の
で
な
く
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
と
き
主
体
は
た
だ
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
た

も
の
と
な
り
、
主
体
の
意
味
を
失
っ
て
し
ま
う
。
主
体
に
は
ど
こ
ま
で
も
自
己
が
自
己
を
限
定
す
る
と
い
う
自
律

的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
な
も
の
の
支
点
は
つ
ね
に
形
で
あ
る
。
形
は
単
に
客
観
的
に
捉
え
ら

れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
形
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
は
純
粋

に
客
観
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、主
体
的
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
は
内
か
ら
主
体
的
に
認
識
さ
れ
る
、

従
っ
て
そ
こ
で
は
知
性
の
み
で
な
く
情
意
の
協
同
が
必
要
で
あ
る
。
型
と
い
っ
て
も
形
式
論
理
に
お
け
る
類
概
念

の
如
き
も
の
で
な
く
、
類
概
念
が
客
観
的
に
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
て
、
型
は
主
体
的
に
形
成
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
の
方
法
が
説
明
で
あ
る
に
対
し
て
歴
史
学
の
方
法
が
理
解
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、

同
じ
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
表
現
的
な
も
の
に
お
い
て
は
主
観
的

な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
、
内
部
と
外
部
と
が
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
認
識
す
る
方
法
が
理
解
で
あ
り
、
理
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解
の
方
法
の
学
問
的
に
組
織
さ
れ
た
も
の
が
解
釈
学
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
解
釈
は
、
外
か
ら
内
を
理
解
す
る
こ

と
で
あ
る
と
共
に
内
か
ら
外
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
一
般
的
な
も
の
か
ら
特
殊
的
な
も
の
を
理
解
す
る
こ
と

で
あ
る
と
共
に
特
殊
的
な
も
の
か
ら
一
般
的
な
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
解
釈
学
に
お
け

る
ア
ポ
リ
ア
（
難
問
）
と
い
っ
た
か
よ
う
な
関
係
は
、
単
な
る
循
環
で
な
く
、
理
解
と
い
う
も
の
が
弁
証
法
的
に

対
立
す
る
も
の
の
間
に
お
け
る
形
成
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
理
解
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ

の
形
成
的
創
造
で
あ
る
。
歴
史
的
認
識
は
主
観
的
・
客
観
的
な
作
用
と
し
て
形
成
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴

史
は
記
述
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
単
な
る
模
写
で
な
く
、
構
成
的
な
と
こ
ろ
を
含
ん
で
い
る
。
尤
も
理
解
と
か
記

述
と
か
と
い
う
こ
と
は
多
く
の
場
合
観
想
の
立
場
に
止
ま
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
歴
史
は
も
と
行
為
の
立
場
か
ら

把
握
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
う
ち
に
一
般
的
な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
も
、
行

為
の
立
場
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
自
然
を
変
化
す
る
に
は
自
然
の
法
則
を
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う

に
、社
会
を
形
成
し
て
ゆ
く
に
も
法
則
の
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
歴
史
の
認
識
は
形
の
認
識
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、

歴
史
学
、
或
い
は
文
化
科
学
、
或
い
は
精
神
科
学
、
或
い
は
社
会
科
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
一
般
的
な
も
の
、

法
則
的
な
も
の
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
理
論
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ

反
対
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
理
論
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
科
学
に
お
い
て
歴
史
と
理
論
と
は
区
別
さ
れ
て
い
る
。
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し
か
も
歴
史
的
な
形
は
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
の
認
識
が
芸
術
と

は
違
っ
て
科
学
的
概
念
的
で
あ
る
限
り
、
歴
史
的
な
概
念
構
成
に
と
っ
て
も
、
一
般
的
な
も
の
、
理
論
的
な
も
の

は
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
基
礎
で
あ
る
。
社
会
科
学
は
歴
史
・
理
論
・
政
策
の
三
部
か
ら
成
る
と
い
わ
れ
る
が
、
政

策
は
特
に
明
瞭
に
行
為
の
立
場
を
現
し
て
い
る
。
政
策
に
お
い
て
は
一
般
的
な
も
の
と
特
殊
的
な
も
の
と
の
統
一

が
求
め
ら
れ
、
こ
の
統
一
は
究
極
は
形
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
歴
史
・
理
論
・
政
策
は
形
概
念
に
お
い
て
統
一

さ
れ
、
形
か
ら
出
て
形
に
還
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
行
為
に
と
っ
て
は
形
の
構
想
が
必

要
で
あ
る
。
理
論
を
そ
の
ま
ま
行
お
う
と
す
る
の
は
抽
象
的
な
公
式
主
義
で
あ
り
、
真
の
実
践
家
は
理
論
の
一
般

性
と
現
実
の
特
殊
性
と
を
形
に
お
い
て
構
想
的
に
統
一
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
記
述
に
お
い
て
古

く
か
ら
型
的
な
人
間
、
型
的
な
文
化
が
絶
え
ず
目
標
と
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
多
く
の
場
合
実
践
的
な
関
心
に

基
づ
い
て
い
る
。
ひ
と
は
過
去
の
歴
史
の
う
ち
に
現
在
の
行
為
の
た
め
の
型
を
求
め
た
、
型
は
行
為
の
模
範
的
な

形
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

形
と
い
う
も
の
は
、
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
は
殆
ど
つ
ね
に
観
想
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
。
そ
れ
が
特
に
芸
術

に
関
係
し
て
理
解
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
形
に
対
す
る
我
々
の
関
心
は
芸
術
的
な
関
心
に
限

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
才
と
か
英
雄
と
か
指
導
者
と
か
と
呼
ば
れ
る
典
型
的
人
物
、
そ
の
ほ
か
一
般
に
歴
史
に
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お
け
る
典
型
的
事
実
に
対
し
て
人
々
が
つ
ね
に
深
い
興
味
を
懐
く
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
の
形
に
対
す
る
彼
等
の

実
践
的
な
関
心
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
形
概
念
の
見
方
は
芸
術
主
義
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
む
し
ろ

芸
術
を
も
、
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
の
如
く
単
に
鑑
賞
或
い
は
享
受
の
立
場
か
ら
見
る
の
で
な
く
、
形
成
作
用
の

一
つ
と
し
て
、
広
く
行
為
の
立
場
か
ら
捉
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
こ
れ
と
関
聯
し
て
、
形
概
念

の
見
方
は
単
な
る
直
観
主
義
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
芸
術
の
如
き
に
し
て
も
単
な
る
直
観
か
ら
は
作
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
芸
術
も
ま
た
技
術
で
あ
る
。
す
べ
て
物
を
作
る
に
は
知
識
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
的
直
観
は
概
念
的
知

識
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
見
る
の
で
な
く
作
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
一
般
的

な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
の
認
識
は
形
成
作
用
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
結
果
は
直
接
的
な

も
の
で
あ
る
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
っ
た
が
、
直
接
的
な
も
の
は
媒
介
を
経
て
出
て
き
た
結
果
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
形
概
念
は
何
よ
り
も
技
術
に
定
位
を
と
る
の
で
あ
る
。
技
術
に
と
っ
て
は
先
ず
客
観
的
な
法
則

の
認
識
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
科
学
は
技
術
の
基
礎
で
あ
る
。
自
然
の
法
則
に
反
し
て
人
間
は
何
物
も
作
る
こ
と

が
で
き
ぬ
。
し
か
し
自
然
の
法
則
は
つ
ね
に
働
い
て
い
る
に
し
て
も
、
こ
の
机
、
こ
の
椅
子
の
如
き
も
の
は
森
の

中
か
ら
出
て
き
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
が
あ
る
た
め
に
は
自
然
の
法
則
に
人
間
の
目
的
が
加
わ
ら
ね
ば
な
ら

ず
、
技
術
は
こ
の
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
主
観
的
な
も
の
と
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客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
が
た
だ
頭
の
中
で
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
技
術
と
は
い
わ
れ
ず
、
技
術
は
こ
の
統
一
を

行
為
的
に
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
技
術
は
物
を
変
化
し
、
物
を
作
る
、
技
術
は
生
産
的
で
あ
る
。
技
術
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
は
す
べ
て
形
を
有
し
、
形
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
を
現
し
て
い
る
。
恰
も

そ
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
形
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
も
技
術
的
に
作
ら
れ
、
社
会
の
制
度
や
組
織
の
如
き
も
技
術
的
に

作
ら
れ
る
。
す
べ
て
歴
史
的
な
も
の
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
環
境
的
に
限
定
さ
れ
る
と
共
に
主

体
的
に
限
定
さ
れ
、
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
な
も
の
、
一
般
的
で
あ
る
と
同
時
に
特
殊
的
な
も
の
で
あ

る
。
歴
史
的
認
識
は
究
極
に
お
い
て
形
を
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
形
成
作
用
で
あ

る
と
い
い
得
る
が
、
飽
く
ま
で
も
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
期
す
る
自
然
科
学
的
認
識
で
さ
え
も
が
、
右
に
述
べ
た

よ
う
に
主
観
的
・
客
観
的
な
形
成
作
用
と
見
ら
れ
得
る
と
い
う
の
は
、
元
来
そ
れ
を
も
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
捉

え
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
も
環
境
の
意
味
に
お
い
て
は
単
な
る
客
観
と
し
て
の
自
然
で
な
く
、
す
で

に
歴
史
的
な
も
の
、
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
の
認
識
も
、
そ
れ
を
環
境
と
し
て
生
活
す
る
歴
史
的
人
間
の

行
為
と
し
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
お
け
る
主
観
も
操
作
的
で
あ
り
、
行
為
に
媒
介
さ
れ
る
の
で
な
け

れ
ば
、
そ
の
求
め
る
客
観
性
に
達
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま
た
自
然
科
学
に
お
け
る
法
則
も
個
々
の
事
実
か
ら
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発
見
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
的
な
も
の
に
媒
介
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
求
め
る
一
般
性
に
達
す
る
こ

と
も
で
き
ぬ
。
し
か
し
自
然
科
学
が
客
観
的
な
一
般
的
な
法
則
を
求
め
て
ゆ
く
に
対
し
て
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る

技
術
に
至
っ
て
再
び
現
実
的
に
形
に
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
技
術
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
は
主
体
か
ら
独
立

な
も
の
と
な
り
、
我
々
の
生
活
に
と
っ
て
新
し
い
環
境
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
論
述
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
存
在
論
、
認
識
論
、
論
理
学
の
統
一

で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
は
形
式
論
理
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
も
と
単
に
形
式
的
で
あ
っ
た
の

で
な
く
、
形
相
を
実
在
と
見
る
ギ
リ
シ
ア
的
存
在
論
と
密
接
に
結
び
付
き
、
そ
し
て
そ
れ
は
認
識
論
に
お
い
て
は

模
写
説
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
形
相
と
は
物
の
形
を
い
い
、
イ
デ
ア
と
か
エ
イ
ド
ス
と
か
と
い
う
言
葉
で
表
さ

れ
た
。
個
々
の
人
間
は
生
れ
て
は
死
ぬ
る
、
け
れ
ど
も
人
間
の
形
相
は
一
に
し
て
同
一
で
あ
り
、
つ
ね
に
変
る
こ

と
な
く
、す
べ
て
の
人
間
は
人
間
で
あ
る
限
り
こ
れ
を
具
え
て
い
る
。形
は
物
の
本
質
、真
の
存
在
と
考
え
ら
れ
た
。

か
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
は
形
式
論
理
に
お
け
る
矛
盾
律
な
い
し
自
同
律
は
単
に
形
式
的
で
な
い
実
質
的
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
矛
盾
律
の
定
式
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
そ
れ
自
身
に
お

い
て
限
定
さ
れ
、
両
義
性
を
排
す
る
、
物
に
お
け
る
不
可
分
の
点
に
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、
物
に
お
け

る
か
よ
う
な
不
可
分
の
点
と
は
物
に
お
け
る
イ
デ
ア
的
な
も
の
、
形
相
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
ま
た
形
式
論
理
に
お
け
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る
推
理
、
い
わ
ゆ
る
三
段
論
法
に
お
い
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
中
概
念
で
あ
り
、
推
理
に
お
い
て
は

中
概
念
が
自
己
同
一
に
止
ま
る
こ
と
が
原
則
的
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
中
概
念
と
な
る
の
は
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
に
依
る
と
、
本
質
或
い
は
形
相
で
あ
る
。「
本
質
が
三
段
論
法
の
原
理
で
あ
る
」、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
カ
ン
ト
の
先
験
論
理
は
、
そ
の
認
識
論
に
お
け
る
構
成
説
と
密
接
に
つ
な
が
り
、
そ
の
場
合
に
考
え
ら

れ
た
存
在
は
客
観
と
し
て
の
自
然
、
法
則
的
な
自
然
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
物
理
学
を
モ
デ
ル
と
し

て
そ
の
認
識
論
を
建
て
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
先
験
論
理
は
形
式
的
な
論
理
で
な
く
、「
対
象
の
論
理
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
対
象
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
を
認
識
す
る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
形
式
論
理
は
与
え
ら

れ
た
も
の
を
分
析
し
て
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
本
質
を
抽
象
し
て
く
る
分
析
論
理
で
あ
る
に
対
し
て
、
先
験
論
理

の
根
本
概
念
は
先
験
的
綜
合
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
真
の
主
観
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を

発
見
し
た
の
は
カ
ン
ト
の
功
績
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
主
観
は
世
界
に
対
し
て
そ
の
外
に
あ
る
。
歴
史
の
世

界
に
お
い
て
は
主
観
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
物
質
的
過
程
と
い
わ
れ
る
経
済
的
生
産
に
お
い

て
も
人
間
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
如
く
「
内
容
の
論
理
」
で
あ
る
が
、
そ
の
内

容
と
い
う
も
の
の
中
に
は
主
体
が
入
っ
て
お
り
、
弁
証
法
は
元
来
主
体
と
客
体
と
の
間
に
成
立
し
、
或
い
は
む
し

ろ
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
の
論
理
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
真
に
客
観
的
な
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
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の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

い
ま
我
々
の
い
う
形
成
説
は
存
在
を
歴
史
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
と
結
び
付
い
て
い
る
。
歴
史
的
世
界
の
論
理

は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
洞
察
し
た
よ
う
に
弁
証
法
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
論
理
は
形
の
論
理
で
あ
っ
た
が
、
弁
証

法
も
或
る
意
味
に
お
い
て
形
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
先
験
論
理
の
媒
介
を
経
た

形
の
論
理
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
形
は
変
化
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
に
反
し
て
、
こ
こ
で
は

形
も
変
化
す
る
も
の
、
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
的
に
見
て
、
人
間
が
生
れ
た
り
死
ん
だ

り
し
て
も
人
間
の
形
相
は
生
ず
る
こ
と
も
滅
す
る
こ
と
も
な
く
、
永
遠
に
自
己
同
一
に
止
ま
る
と
す
れ
ば
、
形
相

は
現
実
の
人
間
か
ら
抽
象
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
歴
史
的
に
見
る
と
、
一
人
の

人
間
と
共
に
そ
の
人
間
の
形
は
滅
ん
で
新
し
い
形
が
生
れ
、
一
個
の
社
会
と
共
に
そ
の
社
会
の
形
は
滅
ん
で
新
し

い
形
に
代
ら
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
生
物
の
種
は
不
変
と
考
え
ら
れ
た
の
に
対
し
て
近
代
の
進
化
論
は
種
の

変
化
を
説
く
よ
う
に
、
形
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
変
化
し
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
運
動

を
通
じ
て
つ
ね
に
自
己
同
一
に
止
ま
る
も
の
を
捉
え
よ
う
と
し
た
に
反
し
て
、
弁
証
法
は
歴
史
の
運
動
を
形
の
変

化
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
運
動
の
論
理
で
あ
る
。
運
動
は
矛
盾
が
あ
る
に
よ
っ
て
起
る
。「
同
一

の
も
の
が
同
時
に
あ
り
且
つ
あ
ら
ぬ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
る
矛
盾
律
の
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表
現
で
あ
る
が
、
こ
の
矛
盾
律
は
運
動
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
物
が
運
動
す
る
と
は
同
一
の

点
に
同
時
に
あ
り
且
つ
あ
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
物
は
、
そ
れ
が
此
の
今
に
は
此
処
に
あ
り
そ
し
て
他

の
今
に
は
彼
処
に
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
同
一
の
今
に
お
い
て
此
処
に
且
つ
此
処

に
で
な
く
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
此
の
此
処
に
お
い
て
同
時
に
あ
り
且
つ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ

っ
て
、
運
動
す
る
の
で
あ
る
。「
矛
盾
は
一
切
の
運
動
及
び
生
命
性
の
根
源
で
あ
る
。
物
は
自
己
自
身
の
う
ち
に

矛
盾
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
の
み
、
運
動
し
、
衝
動
と
活
動
を
有
す
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
。
矛

盾
を
容
れ
ぬ
形
式
論
理
に
対
し
て
、
矛
盾
こ
そ
物
の
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
弁
証
法
の
根
本
思
想
で

あ
る
。
矛
盾
し
対
立
す
る
も
の
は
相
互
に
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
互
に
媒
介
す
る
。
弁
証
法
は
否
定
に
よ
る

媒
介
の
論
理
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
弁
証
法
を
単
に
媒
介
の
論
理
と
考
え
る
と
き
、
そ
れ
は
反
省
の
論
理
に
止

ま
っ
て
行
為
の
論
理
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
媒
介
的
で
あ
る
と
共
に
他
方
ど
こ
ま

で
も
直
接
的
な
も
の
、
直
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
直
接
的
な
も
の
が
媒
介
的
で
あ
り
、
媒
介
的
な
も
の
が
直
接
的

で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
行
為
が
あ
り
、
真
の
弁
証
法
が
あ
る
。
弁
証
法
は
反
省
の
論
理
で
な
く
、
現
実
の
世

界
そ
の
も
の
の
論
理
で
あ
る
。
尤
も
、
我
々
の
行
為
に
と
っ
て
も
反
省
が
必
要
で
あ
る
限
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
抽
象

的
な
「
悟
性
の
論
理
」
と
し
て
軽
蔑
し
た
形
式
論
理
も
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
我
々
の
行
為
は
客
観
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的
な
も
の
に
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
以
上
、
抽
象
的
と
い
わ
れ
る
一
般
的
法
則
の
認
識
も
そ
れ
に
と
っ
て
大
切
で

あ
る
。
抽
象
的
な
も
の
を
軽
蔑
す
る
こ
と
は
却
っ
て
非
弁
証
法
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
は
対
立

す
る
も
の
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
同
一
性
は
形
式
論
理
の
自
同
律
に
い

う
同
一
性
と
は
異
な
り
、
矛
盾
す
る
も
の
が
止
揚
さ
れ
て
一
つ
に
綜
合
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
止
揚
と
い

う
弁
証
法
の
言
葉
は
、
先
ず
無
く
さ
れ
る
こ
と
、
次
に
高
め
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
保
た
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
矛
盾
す
る
も
の
は
否
定
さ
れ
、
同
時
に
よ
り
高
い
も
の
の
う
ち
に
綜
合
さ
れ
て
保
存
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
は
否
定
の
否
定
が
あ
る
。
し
か
も
対
立
す
る
も
の
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
媒
介
的
な
も
の
が
直

接
的
で
あ
り
直
接
的
な
も
の
が
媒
介
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
弁
証
法
は
矛
盾
の

綜
合
に
お
け
る
発
展
の
論
理
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
発
展
の
意
味
は
正
し
く
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
発

展
と
い
う
と
、
自
己
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
が
顕
わ
に
な
っ
て
く
る
こ
と
、
自
己
の
内
在
的
な
本
質
が
顕

現
的
に
な
っ
て
く
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
含
蓄
よ
り
顕
現
へ
と
い
う
過
程
は
、
可
能
性
よ

り
現
実
性
へ
の
過
程
と
し
て
ま
さ
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
の
論
理
に
よ
っ
て
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ

て
、
そ
こ
に
は
何
等
矛
盾
と
い
う
も
の
は
な
く
、
従
っ
て
弁
証
法
は
な
い
。
自
己
の
実
現
す
る
も
の
は
元
来
自
己

が
可
能
的
に
あ
っ
た
も
の
と
同
一
で
あ
る
か
ら
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
運
動
は
可
能
性
よ
り
現
実
性
へ
の
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過
程
を
意
味
し
た
。
弁
証
法
は
単
に
か
く
の
如
き
内
在
的
な
連
続
的
な
発
展
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
に

は
自
己
に
内
在
的
な
も
の
が
同
時
に
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
超
越
的
な
も
の
が
同
時
に
自
己

に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
か
ら
起
る
行
為
が
自
己
に
超
越
的
な
自
己
の

存
在
の
根
拠
で
あ
る
世
界
か
ら
起
る
も
の
で
あ
り
、
行
為
は
同
時
に
出
来
事
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人

間
の
作
る
も
の
が
同
時
に
人
間
を
超
え
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
の
本
質
と
し
て
自

己
の
う
ち
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
理
性
或
い
は
ロ
ゴ
ス
が
単
に
自
己
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
物
の

う
ち
に
、
客
観
的
表
現
的
な
も
の
の
う
ち
に
あ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
に
喚
び
起
さ
れ
て
行
為
す
る
こ
と
が

真
に
自
己
の
内
か
ら
行
為
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
内
在
が
超
越
で
あ

り
超
越
が
内
在
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
弁
証
法
は
あ
る
。
行
為
が
同
時
に
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史

的
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
弁
証
法
は
か
よ
う
な
歴
史
の
論
理
で
あ
る
。

五　
知
識
の
相
対
性
と
絶
対
性

知
識
は
普
遍
性
と
必
然
性
即
ち
普
遍
妥
当
性
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
い
と
真
理
と
は
い
わ
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れ
な
い
。
真
理
は
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
し
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
事
実
を
見
る
と
、
か
く
の
如

き
絶
対
的
真
理
は
む
し
ろ
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
甲
が
真
理
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
も
乙
は
真
理
と
し
て
承

認
せ
ず
、
甲
自
身
に
お
い
て
も
昨
日
真
理
と
考
え
た
こ
と
を
必
ず
し
も
今
日
真
理
と
考
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
か

よ
う
に
し
て
事
実
と
し
て
は
普
遍
妥
当
的
な
絶
対
的
真
理
の
存
在
は
疑
わ
し
く
、
む
し
ろ
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
事
実
の
問
題
と
権
利
の
問
題
を
区
別
す
る
批
判
的
方
法
に
よ
っ
て
、
知
識
の
性
質

を
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
主
義
は
、
知
識
を
心
理
的
事
実
と
し
て
見
て
ゆ
く

心
理
主
義
に
反
対
す
る
。
心
理
主
義
に
よ
っ
て
は
知
識
の
本
質
、
そ
の
普
遍
妥
当
性
、
そ
の
真
理
性
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
尤
も
、
論
理
主
義
は
知
識
の
普
遍
妥
当
性
を
た
だ
形
式
的
に
明
ら
か
に
す
る
の
み
で
あ
っ

て
、
抽
象
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
知
識
の
普
遍
妥
当
性
に
対
す
る
要
求
は
我
々
の
先

験
的
な
自
覚
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
自
覚
な
し
に
は
如
何
な
る
真
理
探
求
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
事
実
と
し
て
は
、
絶
対
的
真
理
は
存
在
し
な
い
よ
う
で
あ
る
。
人
に
よ
り
、
処
に
よ
り
、
時

代
に
よ
っ
て
、
真
理
と
さ
れ
る
も
の
は
違
っ
て
い
る
。
真
理
は
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
、
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ

ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
般
に
真
理
は
な
く
、
知
識
は
可
能
で
な
い
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
真
理
は
そ
の
本
質
上
単
に
相
対
的
な
も
の
で
な
く
て
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
識
は
真
理
と
し
て
単
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に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
相
対
主
義
は
懐
疑
論
に
な
る
。
懐
疑
論
と

は
普
遍
妥
当
的
な
知
識
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
真
埋
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
論
理
主
義
者
は
懐
疑

論
を
反
駁
し
て
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。
懐
疑
論
者
は
真
理
は
な
い
と
主
張
す
る
が
、
彼
は
か
よ
う
に
主
張
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
こ
の
主
張
だ
け
は
真
理
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
少
な
く
と
も
一
つ
は
真

理
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
い
と
彼
が
懐
疑
論
を
唱
え
る
こ
と
も
無
意
味
に
な
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
に
懐
疑
論
は
自
己
矛
盾
で
あ
る
。
こ
の
批
評
は
形
式
的
に
は
正
し
い
に
し
て
も
、
抽
象

的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
と
い
え
る
。
論
理
主
義
者
も
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
絶
対
的
真
理
の
存
在
し
な
い
こ

と
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。他
方
懐
疑
論
者
も
彼
が
み
ず
か
ら
考
え
る
よ
う
に
懐
疑
的
で
あ
る
か
ど
う
か
、

疑
問
で
あ
る
。
彼
等
は
実
際
に
お
い
て
は
む
し
ろ
常
識
に
従
っ
て
生
活
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
懐
疑
論
が

常
識
主
義
に
な
っ
て
い
る
の
は
歴
史
に
お
い
て
つ
ね
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
す
べ
て
は
疑
わ
し
い
と

い
う
立
場
に
お
い
て
は
我
々
は
生
き
て
ゆ
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
生
き
て
い
る
以
上
、
何
か
確
実
な
も
の
が
あ
る

こ
と
、
拠
り
所
と
な
り
得
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
懐
疑
論
は
真
理
は
な
い
と
主
張
す
る

こ
と
に
お
い
て
自
己
矛
盾
で
あ
る
と
批
評
さ
れ
る
が
、
懐
疑
論
は
何
等
主
張
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ピ
ュ
ロ

ン
が
い
っ
た
如
く
、
判
断
中
止
が
懐
疑
論
者
の
態
度
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
判
断
中
止
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に
よ
っ
て
は
我
々
は
行
為
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
行
為
す
る
と
は
決
断
す
る
こ
と
、
意
志
決
定
を
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
懐
疑
論
は
た
か
だ
か
観
想
の
立
場
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
行
為
の
立
場
に
お
い

て
は
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
懐
疑
論
と
い
う
立
場
を
離
れ
て
、
懐
疑
そ
の
も
の
を
考
え

る
と
、
懐
疑
に
は
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
す
べ
て
の
知
的
探
求
は
懐
疑
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
真
理
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
新
し
い
探
求
は
始
ま
り
、
知
識
の
進
歩
が
可
能
に
な
る
。
我
々
が
行

為
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
知
識
的
で
あ
る
こ
と
に
移
る
の
は
懐
疑
に
お
い
て
で
あ
る
。懐
疑
に
よ
っ
て
独
断
を
破
り
、

正
し
い
認
識
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
行
為
に
と
っ
て
も
大
切
で
あ
る
。
懐
疑
は
探
求
の
動
力
で
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
探
求
は
懐
疑
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
に
し
て
も
、
探
求
そ
の
も
の
は
何
等
か
の
真
理
の
あ
る
こ
と
を
予
想
し

て
い
る
。
さ
も
な
い
と
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
無
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
も
し
我
が
汝
に
出
会

っ
た
こ
と
が
な
け
れ
ば
我
は
汝
を
求
め
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
」、
と
パ
ス
カ
ル
は
い
っ
た
。
絶
対
的
真
理
が
あ
る

と
の
自
覚
が
な
け
れ
ば
、
知
的
探
求
は
始
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
懐
疑
論
は
経
験
を
尚
ぶ
と
こ
ろ
に
重
要

性
を
も
っ
て
い
る
。
古
代
の
懐
疑
論
も
、
近
代
の
懐
疑
論
も
、
経
験
に
訴
え
て
論
ず
る
の
を
つ
ね
と
し
た
。
純
粋

に
思
惟
に
よ
っ
て
絶
対
的
真
理
に
達
し
得
る
と
す
る
合
理
主
義
に
経
験
の
立
場
か
ら
反
対
し
た
点
に
、
懐
疑
論
の

真
理
性
が
あ
る
。し
か
し
懐
疑
論
は
経
験
の
意
味
を
深
く
理
解
し
な
か
っ
た
た
め
に
懐
疑
論
に
陥
っ
た
の
で
あ
る
。
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特
に
そ
れ
は
観
想
の
立
場
に
止
ま
っ
て
、
経
験
を
行
為
の
立
場
か
ら
把
握
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
誤
謬
が
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
経
験
的
事
実
と
し
て
知
識
が
相
対
的
で
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
相
対
主

義
に
は
何
等
か
の
真
理
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
も
種
々
の
意
味
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
論
理
主
義
に
対
す
る
も
の
は
心
理
主
義
で
あ
る
。
心
理
主
義
に
も
個
人
心
理
的
見
方
と
社
会
心
理
的
見
方
と

が
あ
り
得
る
が
、
い
ず
れ
も
発
生
的
に
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
論
理
主
義
者
は
自
己
の
批
判
的
方
法
を
心
理
主
義

の
発
生
的
方
法
か
ら
区
別
し
て
い
る
。
発
生
的
な
見
方
は
自
然
科
学
的
な
客
観
的
な
見
方
で
あ
る
。
心
理
的
に
見

る
と
い
う
こ
と
も
そ
の
場
合
自
然
科
学
的
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
同
じ
く
発
生
的
に
見
て
ゆ
く

に
し
て
も
、
歴
史
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
は
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
。
真
に
歴
史
的
に
見
る
こ
と
は
単
に
客
観
的
に

見
る
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
考
察
は
心
理
主
義
と
同
じ
で
な
い
。
歴

史
的
な
も
の
は
単
に
心
理
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
論
理
主
義
者
は
歴
史
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と

を
も
心
理
主
義
の
如
く
考
え
て
一
様
に
非
難
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
歴
史
的
と
い
う
こ
と
と
心
理
的
と

い
う
こ
と
と
が
同
じ
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
、
彼
は
ま
だ
歴
史
の
本
質
に
つ
い
て
深
い
認
識
に
達
し
て
い
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
ま
さ
に
歴
史
が
絶
対
的
真
理
の
な
い
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
よ
う
で
あ
る
。
知
識
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
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代
に
相
対
的
で
あ
る
。
哲
学
に
し
て
も
時
代
の
子
で
あ
る
。
懐
疑
論
も
、
絶
対
論
で
さ
え
も
、
そ
の
時
代
の
産
物

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
、
す
べ
て
の
も
の
は
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
歴

史
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
歴
史
主
義
は
相
対
主
義
で
あ
り
、
そ
し
て
す
べ
て
の
相
対
主
義
の
如
く
、
そ
れ
は
懐
疑

論
と
虚
無
主
義
に
陥
る
と
批
評
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
も
し
真
理
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
相
対
的
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
絶
対
的
真
理
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
場
合
先
ず
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
心
理

主
義
が
普
通
に
個
人
主
義
的
、
主
観
主
義
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
歴
史
主
義
は
何
等
か
超
個
人
的
な
も
の
、
民
族

と
か
時
代
と
か
と
い
う
も
の
を
基
礎
と
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
歴
史
の
主
体
は
個
人
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、

そ
れ
は
何
等
か
超
個
人
的
な
も
の
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
精
神
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
客
観
的
精
神
は

個
人
的
な
主
観
的
精
神
に
対
し
、
個
人
が
そ
こ
か
ら
現
れ
そ
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
民
族
の
如
き
も
の
で
あ
り
、

「
こ
の
も
の
が
各
人
に
お
い
て
客
観
性
を
形
作
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
従
っ
て
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か

よ
う
に
超
個
人
的
な
客
観
的
な
も
の
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
歴
史
主
義
は
、
相
対
主
義
で
あ
る
と
し
て

も
、
主
観
主
義
的
心
理
主
義
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
も
し
事
実
と
し
て
絶
対
的
真
理
は
な
い
と
す
れ
ば
、
論
理
主

義
は
そ
れ
を
当
為
な
い
し
規
範
と
し
て
、
即
ち
あ
る
0

0

も
の
と
し
て
で
な
く
あ
る
べ
き

0

0

0

0

も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
主
義
は
か
よ
う
な
当
為
の
思
想
を
主
観
主
義
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
反
対
す
る
と
い
う
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意
味
に
お
い
て
ま
た
客
観
主
義
で
あ
る
。「
あ
る
0

0

こ
と
な
く
し
て
単
に
あ
る
べ
き

0

0

0

0

も
の
は
何
等
真
理
性
を
有
し
な

い
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
。
歴
史
主
義
は
歴
史
に
お
い
て
最
も
客
観
的
な
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
が
知
識
の
歴
史
的
制
約
を
考
え
る
こ
と
は
単
な
る
相
対
主
義
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
相
対
主

義
を
含
む
が
、
相
対
主
義
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
立
場
は
我
々
の
す
べ
て
の
知
識
が
相
対
的

で
あ
る
こ
と
を
承
認
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
絶
対
的
真
理
が
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
な
く
、
我
々
の
知

識
の
こ
の
真
理
へ
の
接
近
の
諸
限
界
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
依
る
と
、
絶
対
的
真
理
は
無
条
件
に
存
在
す
る
が
、
我
々
の
認
識

は
歴
史
的
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
か
ら
一
度
に
そ
れ
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
相
対
的
真
理
で
あ

り
、
し
か
し
絶
対
的
真
理
は
「
も
ろ
も
ろ
の
相
対
的
真
理
の
総
計
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
科
学
の
発
展
に
お
け
る
お

の
お
の
の
段
階
は
か
よ
う
な
全
体
に
新
し
い
一
粒
を
附
け
加
え
る
の
で
あ
る
。
人
類
は
そ
の
歴
史
的
発
展
の
全
体

に
お
い
て
、
こ
の
発
展
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
い
て
発
見
さ
れ
た
相
対
的
真
理
の
総
和
と
し
て
、
絶
対
的
真
理

に
到
達
す
る
。「
た
だ
総
体
の
人
間
の
み
が
自
然
を
認
識
す
る
、
た
だ
総
体
の
人
間
の
み
が
人
間
的
な
も
の
を
生

活
す
る
」、と
ゲ
ー
テ
も
い
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
も
絶
対
的
真
理
を
全
体
的
真
理
と
考
え
た
。
真
理
は
全
体
的
な
も
の
、

具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
一
度
に
自
己
の
す
べ
て
を
現
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
に
お
い
て
、
そ
の
発
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展
の
過
程
の
全
体
に
お
い
て
初
め
て
剰
す
と
こ
ろ
な
く
自
己
を
現
す
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
一
般
に
歴
史
主

義
は
、
発
展
の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
方
知
識
の
相
対
性
を
承
認
す
る
と
共
に
、
他
方
絶
対
的

真
理
を
保
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
際
更
に
歴
史
主
義
は
、
諸
時
代
の
知
識
の
間
に
一
定
の
聯
関
、
発
展
的

聯
関
が
存
在
す
る
と
見
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
で
、
そ
れ
は
ま
た
懐
疑
論
が
知
識
の
相
対
性
を
ば
ら
ば
ら
に
考
え

る
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
知
識
の
発
展
の
う
ち
に
論
理
的
聯
関
を
認
め
、
一
つ
の
時
代
の
真
理
は

一
面
的
で
あ
り
、
従
っ
て
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
非
真
理
で
あ
る
た
め
に
否
定
さ
れ
、
そ
れ
に
対
立
す
る
も

の
が
現
れ
る
が
、
こ
の
も
の
も
前
者
に
単
に
否
定
的
に
対
立
す
る
限
り
一
面
的
で
抽
象
的
で
あ
り
、
や
が
て
そ
の

否
定
の
否
定
と
し
て
そ
れ
ら
の
真
理
契
機
を
自
己
の
う
ち
に
高
め
て
綜
合
す
る
一
層
具
体
的
な
真
理
が
現
れ
る
と

い
う
よ
う
に
、
弁
証
法
の
論
理
に
従
っ
て
発
展
す
る
と
考
え
た
。
か
く
て
相
対
的
真
理
は
部
分
的
真
理
と
し
て
全

体
的
真
理
の
体
系
の
う
ち
に
お
い
て
意
味
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

知
識
の
相
対
性
と
絶
対
性
の
問
題
は
歴
史
の
う
ち
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
か
よ
う
に
考
え

る
に
し
て
も
、
そ
の
歴
史
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
で
あ
ろ
う
。
も
し
歴
史
が
単
に
客
観
的
な
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
類
が
何
時
か
わ
か
ら
な
い
時
に
お
い
て
達
し
得
る
と
想
像
さ
れ
る
全
体
的
真
理
は
絶
対
的

な
も
の
で
あ
り
得
る
に
し
て
も
、
我
々
が
現
に
把
握
す
る
知
識
が
絶
対
的
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
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あ
ろ
う
。
ま
た
歴
史
の
発
展
が
純
粋
に
内
在
的
で
連
続
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の

真
理
が
絶
対
的
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
絶
対
的
意
味
を
も
た
な
い

も
の
は
真
理
と
は
い
わ
れ
な
い
。
我
々
の
捉
え
得
る
も
の
が
絶
対
的
意
味
を
も
つ
の
で
な
け
れ
ば
、
我
々
が
真
理

を
探
求
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
絶
対
的
意
味
が
な
く
、
我
々
は
た
だ
い
つ
か
後
の
時
代
に
達
せ
ら
れ
る
か
も
知
れ

な
い
絶
対
的
真
理
の
た
め
に
道
具
と
な
る
に
過
ぎ
ず
、
真
理
の
探
求
も
我
々
に
と
っ
て
人
格
的
価
値
を
も
つ
こ
と

な
く
、
そ
の
場
合
か
よ
う
な
真
理
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
に
も
絶
対
的
意
味
が
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

客
観
的
に
見
て
ゆ
く
と
相
対
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
知
識
の
絶
対
性
が
示
さ
れ
る
た
め
に
は
、
主

体
的
な
見
方
が
必
要
で
あ
る
。
事
実
と
し
て
も
、
知
識
の
絶
対
性
が
問
題
に
な
る
の
は
主
体
的
な
立
場
に
お
い
て

で
あ
り
、
主
体
的
な
知
識
に
関
し
て
で
あ
る
。
客
観
的
な
知
識
に
関
し
て
は
、
相
対
的
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
当
然

の
こ
と
と
さ
れ
、
そ
れ
を
率
直
に
認
め
る
こ
と
が
学
者
に
ふ
さ
わ
し
い
態
度
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
自
己
の
説

を
絶
対
的
と
主
張
す
る
科
学
者
は
疑
い
の
眼
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
哲
学
の
如
き
、
客
観
的

に
見
る
と
最
も
多
く
異
な
る
思
想
が
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
却
っ
て
知
識
の
絶
対
性
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
は
知
識
の
絶
対
性
が
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
哲
学
は
行
為
の
立

場
に
お
け
る
主
体
的
知
識
で
あ
る
。
主
体
的
に
見
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
の
外
部
か
ら
歴
史
を
単
に
主
観
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的
に
見
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
、
却
っ
て
歴
史
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
主
体
的
に
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
。科
学
の
如
き
客
観
的
な
知
識
の
探
求
も
歴
史
的
人
間
の
行
為
と
し
て
は
か
よ
う
に
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
探
求
に
絶
対
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
。
客
観
的
に
見
て
ゆ
く
と
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ

な
い
に
し
て
も
、
行
為
の
立
場
に
立
て
ば
、
そ
の
時
そ
の
状
況
に
お
い
て
絶
対
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
、
永
遠
の
将
来
が
、
そ
の
将
来
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
る
絶
対
的
真
理
が
問
題
で
あ
る

の
で
な
く
、
ま
さ
に
現
在
が
、
こ
の
現
在
の
問
題
を
解
決
し
得
る
知
識
が
絶
対
的
な
問
題
で
あ
る
。
行
為
が
必
要

と
す
る
の
は
抽
象
的
に
絶
対
的
な
真
理
で
な
く
、
そ
の
行
為
的
瞬
間
に
お
い
て
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
。
真
に
絶

対
的
な
も
の
と
は
抽
象
的
に
永
遠
な
も
の
、
無
時
間
的
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
瞬
間
と
い
っ
て
も
、
普
通
に

考
え
ら
れ
る
時
間
の
点
の
如
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
永
遠
の
原
子
で
あ
り
、
時
間
と
永
遠
と
の
統
一
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
行
為
は
現
在
か
ら
起
る
が
、
こ
の
現
在
は
過
去
か
ら
現
在
、
現
在
か
ら
未
来
と
表
象
さ
れ

る
時
間
の
現
在
で
な
く
、
却
っ
て
過
去
現
在
未
来
が
そ
こ
に
同
時
存
在
的
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
現
在
で
あ
り
、

永
遠
の
今
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
は
こ
の
現
在
か
ら
生
じ
、
こ
の
現
在
に
お
い
て
あ
る
。
真
に
歴
史
的
な
も
の
と

は
単
に
歴
史
的
な
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。「
お
の
お
の
の
時
代
は

直
接
に
神
に
属
す
る
、
そ
し
て
そ
の
価
値
は
決
し
て
そ
れ
か
ら
生
れ
出
る
も
の
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
そ
の
存
在
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そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
そ
れ
自
身
の
自
己
の
う
ち
に
あ
る
」、
と
ラ
ン
ケ
は
い
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
は
そ
れ

ぞ
れ
絶
対
に
独
立
な
も
の
と
し
て
非
連
続
的
で
あ
り
、
非
連
続
的
で
あ
る
と
同
時
に
連
続
的
で
あ
る
。
世
界
は
多

で
あ
っ
て
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
ど
こ
ま
で
も
動
い
て
ゆ
く
と
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
止
ま
っ
て
い
る
、
動

即
静
、
静
即
動
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
は
世
界
か
ら
作
ら
れ
、
世
界
を
表
現
し
、
世
界
に
お
い
て

あ
る
。
そ
れ
ら
は
多
で
あ
っ
て
同
時
に
一
な
る
も
の
と
し
て
表
現
的
で
あ
る
。
一
切
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で

あ
り
な
が
ら
互
い
に
他
を
指
示
し
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
は
多
様
の
統
一
で
あ
り
、
一
即
多
、
多
即
一
と
い
う

こ
と
を
原
理
と
し
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
は
超
越
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
も
ま
た
世
界
の
外
に
あ
る
も

の
で
な
く
、
世
界
の
一
物
と
し
て
世
界
に
お
い
て
あ
る
。
認
識
と
い
う
も
の
も
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
歴
史
的
物

と
し
て
の
人
間
の
表
現
作
用
の
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
の
行
為
は
自
己
か
ら
起
る
と
共
に
世
界
か
ら
起
る

の
で
あ
る
。
我
々
が
自
然
を
見
る
眼
は
自
然
が
我
々
を
見
る
眼
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
現
的
世
界
か
ら
喚
び
起
さ
れ

る
表
現
作
用
に
属
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
の
認
識
は
絶
対
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
と

よ
り
我
々
の
知
識
に
相
対
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
、
し
か
し
相
対
と
抽
象
的
に
対
立
し
て
考
え

ら
れ
る
絶
対
は
真
の
絶
対
で
な
く
、
真
の
絶
対
と
は
却
っ
て
相
対
と
絶
対
と
の
統
一
で
あ
る
。
世
界
は
歴
史
的
創

造
的
世
界
と
し
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
考
え
た
如
く
、
先
験
的
に
論
理
的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
の
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認
識
作
用
も
歴
史
的
創
造
的
で
あ
り
、
既
に
あ
る
真
理
を
た
だ
発
見
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
恰
も
機
械
が
我
々

の
発
明
に
属
す
る
如
く
、
発
明
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
知
識
と
行
為
と
の
関
係
を
強
調
す
る
も
の
に
実
用
主
義
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
が
あ
る
。
実
用
主

義
は
経
験
論
の
発
展
で
あ
る
が
、
経
験
を
行
為
的
な
も
の
と
見
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
。
か
く
て
実
用
主
義
は

真
理
を
動
的
過
程
的
に
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
発
生
的
な
見
方
に
立
っ
て
い
る
。
主
知
主
義
者
が
真
理
を

本
質
的
に
固
定
的
な
も
の
静
的
な
も
の
と
考
え
る
に
反
し
て
、
実
用
主
義
者
は
先
験
的
な
原
理
、
閉
鎖
さ
れ
た
体

系
、
い
わ
ゆ
る
絶
対
者
を
認
め
な
い
。「
真
理
は
真
と
成
る
、
も
ろ
も
ろ
の
出
来
事
に
よ
っ
て
真
と
な
さ
れ
る
。

そ
れ
の
真
理
性
は
常
に
ひ
と
つ
の
出
来
事
で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
過
程
で
あ
る
、
即
ち
そ
れ
が
自
己
を
実
証
し
て
ゆ

く
過
程
、
そ
れ
の
実
証
・
過
程
で
あ
る
」、
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
い
っ
て
い
る
。
我
々
の
観
念
は
そ
れ
が
喚
び
起
す

行
為
や
他
の
観
念
を
通
じ
て
我
々
を
経
験
の
他
の
部
分
へ
導
い
て
ゆ
く
。
こ
の
結
合
と
移
動
が
一
点
か
ら
一
点
へ

と
進
行
し
、
ど
こ
ま
で
も
調
和
と
一
致
が
存
す
る
場
合
、
そ
の
観
念
は
証
明
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
の
如
く

実
証
さ
れ
た
指
導
が
真
埋
・
過
程
の
原
型
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
が
言
葉
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
知
識
の
実
際
的

効
果
を
試
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
理
と
い
う
の
は
か
よ
う
な
実
際
的
効
果
、紙
幣
に
対
す
る
正
金
の
値
で
あ
る
。

或
る
観
念
も
し
く
は
理
論
の
真
理
性
は
そ
の
論
理
的
帰
結
に
よ
っ
て
で
な
く
、
そ
の
実
践
的
帰
結
に
よ
っ
て
判
定
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さ
れ
る
。
知
識
は
解
決
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
一
層
多
く
の
仕
事
に
対
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
特
に
現
存
の

存
在
が
変
化
さ
れ
得
る
よ
う
な
道
へ
の
指
示
で
あ
る
。
そ
こ
で
理
論
は
道
具
と
な
る
。
実
用
主
義
は
強
張
っ
た
理

論
を
嫋た
お
やか
に
し
て
仕
事
に
着
か
せ
る
方
法
で
あ
る
。
或
る
思
想
の
意
味
を
展
開
し
よ
う
と
思
え
ば
、
我
々
は
た
だ

そ
れ
が
如
何
な
る
行
為
を
作
り
出
す
に
適
し
て
い
る
か
を
決
定
し
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
そ
の
行
為
が
我
々
に
と
っ

て
そ
の
思
想
の
も
っ
て
い
る
唯
一
の
意
味
で
あ
る
。
実
用
主
義
は
方
法
と
し
て
、
特
殊
な
結
論
で
な
く
、
却
っ
て

一
定
の
態
度
で
あ
る
、
第
一
の
事
物
、
原
理
、
範
疇
、
必
然
性
か
ら
眼
を
背
け
て
、
最
後
の
事
物
、
結
実
、
帰
結
、

事
実
へ
眼
を
向
け
る
と
こ
ろ
の
態
度
で
あ
る
。
か
く
て
実
用
主
義
の
足
場
は
経
験
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
が
一
の

全
体
と
し
て
自
己
包
括
的
で
他
の
何
物
に
も
凭よ

り
懸
ら
な
い
と
考
え
る
。
知
る
も
の
も
知
ら
れ
る
も
の
も
共
に
経

験
の
部
分
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
我
々
の
経
験
の
部
分
で
あ
る
観
念
は
、
我
々
を
助
け
て
我
々
の
経
験
の
他
の
部
分
と

満
足
な
関
係
に
入
ら
せ
る
限
り
、
真
と
な
る
。
我
々
が
真
と
す
る
思
想
は
、
ま
さ
に
我
々
の
経
験
の
一
契
機
で
あ

る
故
に
、
経
験
の
中
で
働
く
こ
と
が
で
き
、
我
々
は
そ
の
思
想
の
指
導
に
よ
っ
て
経
験
の
中
に
入
り
、
こ
の
も
の

と
有
利
な
結
合
を
な
し
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
実
用
主
義
は
現
代
の
多
く
の
「
生
の
哲
学
」
と
共
通
の
原
理
に

立
っ
て
い
る
。
生
の
哲
学
の
根
本
原
理
は
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
い

っ
た
が
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
的
な
も
の
を
斥
け
て
純
粋
に
内
在
的
な
立
場
に
止
ま
ろ
う
と
す
る
の
が
生
の
哲
学
の
一
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般
的
傾
向
で
あ
る
。
実
用
主
義
に
と
っ
て
は
認
識
も
ま
た
我
々
の
生
の
機
能
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
真
理
性
は
そ

れ
が
我
々
の
生
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。「
真
理
は
、
普
通
に
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
善
か

ら
区
別
さ
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
と
対
等
な
範
疇
で
な
く
、
善
の
一
種
で
あ
る
」、
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
い
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
か
よ
う
に
超
越
的
な
も
の
を
排
し
て
生
の
内
在
的
な
立
場
に
立
つ
実
用
主
義
は
、
真
理
を
人
生
に
対
す

る
有
用
性
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
識
そ
の
も
の
に
関
し
て
は
却
っ
て
そ
の
内
在
的
基
準
を
認
め
な
い
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
知
識
に
は
そ
の
論
理
性
の
如
き
内
在
的
基
準
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
知
識
は
有
用
で
あ

る
故
に
真
理
で
あ
る
の
で
な
く
、
逆
に
、
真
理
で
あ
る
故
に
有
用
な
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

更
に
既
に
論
じ
た
よ
う
に
、
経
験
に
し
て
も
単
に
経
験
的
な
も
の
で
な
く
、
経
験
的
な
も
の
と
先
験
的
な
も
の
と

の
統
一
で
あ
り
、
単
に
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
内
在
的
な
も
の
と
超
越
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
純
粋
に

内
在
的
な
立
場
に
お
い
て
は
行
為
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
な
い
、
行
為
は
二
重
の
超
越
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
。
真
に
自
己
に
内
在
的
な
も
の
は
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒

介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
が
真
に
自
己
に
内
在
的
で
あ
る
と
い
う
と

こ
ろ
に
、
人
間
的
生
は
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
生
を
た
だ
内
在
的
に
見
る
実
用
主
義
に
と
っ
て
は
、
知
識
の

有
用
性
は
単
に
心
理
的
な
い
し
生
物
学
的
意
味
の
も
の
と
な
り
、
従
っ
て
相
対
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
尤
も
行
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為
の
立
場
に
お
い
て
は
、
知
識
は
何
等
か
実
用
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
実
用
性
を
全
く

無
視
す
る
こ
と
は
、
知
識
を
単
に
観
想
の
立
場
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
真
理
は
生
産
的
な
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
生
産
的
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
的
に
生
産
的
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史

は
単
に
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
単
に
心
理
的
な
も
の
で
は
な
い
。
実
用
主
義
に
欠
け
て
い
る
の
は
歴
史
的
見
方

で
あ
る
。
実
用
主
義
は
今
日
、
行
為
を
環
境
に
お
け
る
行
為
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
次
第
に
歴
史
的
見
方

に
近
づ
い
て
き
た
が
、
な
お
真
に
歴
史
の
意
味
を
把
握
し
な
い
で
止
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
実
用
主
義
が
知
識
を
行
為
に
関
係
付
け
、
真
理
は
発
明
さ
れ
る
と
考
え
た
と
い
う
こ
と
に
は
、

正
し
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
普
通
に
、
真
理
は
既
に
存
在
す
る
も
の
と
の
一
致
と
定
義
さ
れ
て
い
る
、
し

か
る
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
、
そ
れ
を
未
だ
存
在
し
な
い
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
真
理
は
、

彼
に
依
る
と
、
既
に
存
在
す
る
或
る
も
の
を
模
写
す
る
の
で
な
く
、
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
も
の
を
告
知
す
る
の
で

あ
り
、
将
に
存
在
せ
ん
と
す
る
も
の
に
対
し
て
我
々
の
行
為
を
準
備
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
真
理
が
後
方
を
見

る
こ
と
を
欲
す
る
と
い
う
自
然
的
性
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
に
と
っ
て
は
真
理
は
前
方
を
見

る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
他
の
多
く
の
説
は
真
理
を
ば
、
そ
れ
を
初
め
て
定
式
化
す
る
人
間
の
特
定
の
行

為
に
先
立
つ
或
る
も
の
と
見
て
い
る
。
恰
も
ア
メ
リ
カ
が
コ
ロ
ン
ブ
ス
を
待
っ
て
い
た
如
く
、
真
理
は
そ
れ
を
見
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出
す
人
を
待
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
真
理
は
以
前
か
ら
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の

仕
事
は
た
だ
そ
の
隠
さ
れ
て
い
た
の
を
発
見
0

0

す
る
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
し
か
る
に
実
用
主
義
に
と
っ
て
は
、
恰

も
我
々
が
自
然
の
力
を
利
用
す
る
た
め
に
機
械
を
創
造
す
る
如
く
、
我
々
は
実
在
を
利
用
す
る
た
め
に
真
理
を
発0

明0

す
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
真
理
は
発
見
で
な
く
て
発
明
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
真
理
に
関
す
る
実
用
主
義
の
根

本
的
見
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
に
は
確
か
に
正
当
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
真
理
を
発
明
と
見

る
こ
と
は
、
そ
れ
を
真
に
歴
史
的
に
見
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
発
明
と
い
っ
て
も
固
よ
り
単
に
主
観
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
す
べ
て
の
発
明
は
発
見
の
要
素
を
も
っ
て
お
り
、
ま
た
す
べ
て
の
発
見
は
発
明
の

要
素
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
認
識
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
右
に
い
っ
た
よ

う
に
形
成
で
あ
る
。

六　
知
識
の
倫
理

我
々
は
既
に
し
ば
し
ば
知
識
と
行
為
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
知
識
と
行
為
と
は
単
に
外
面
的
に
結

び
付
く
の
で
な
く
、
内
面
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
認
識
す
る
主
観
そ
の
も
の
が
行
為
的
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
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我
々
を
知
識
の
倫
理
の
問
題
に
連
れ
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。

知
識
の
倫
理
の
問
題
は
認
識
の
根
柢
に
は
意
志
が
あ
る
と
い
う
主
張
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
主
張
は
認
識
は
判
断
で
あ
る
と
い
う
説
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
依
る
と
、
本
来
の
意
味
に
お
い

て
知
識
で
あ
る
の
は
表
象
で
な
く
、
判
断
で
あ
る
。
判
断
の
み
が
本
来
の
意
味
に
お
い
て
真
も
し
く
は
偽
と
い
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
判
断
は
表
象
で
な
く
表
象
の
結
合
で
あ
る
。
し
か
し
判
断
は
表
象
の
結
合
で
あ
る
と
い
う
の
み

で
な
く
、
判
断
に
は
肯
定
と
否
定
或
い
は
承
認
と
否
認
が
あ
り
、
こ
の
も
の
が
判
断
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
に
依
る
と
、
判
断
は
表
象
の
結
合
と
同
じ
で
な
く
、
表
象
に
と
っ
て
は
認
識
と
か
誤
謬
と
か
は
内
的

に
無
関
係
で
あ
っ
て
、
判
断
に
固
有
な
承
認
も
し
く
は
否
認
に
関
し
て
認
識
も
し
く
は
誤
謬
は
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
尤
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
如
く
、
真
偽
は
本
来
は
判
断
に
つ
い
て
の
み
語
ら
れ
る
が
、
類
比
的
に
は

表
象
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
表
象
と
判
断
と
の
区
別
は
、
表
象
が
そ
れ
自
身
と
し
て
つ
ね
に
単
純
に

真
で
あ
る
に
反
し
て
、
判
断
は
誤
謬
に
陥
り
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
虚
偽
な
い

し
誤
謬
の
問
題
は
知
識
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
如
何
に
し
て
誤
謬
は
存
在
す
る
か
の
問
題
が
認
識
論
に
と
っ
て
試

金
石
で
あ
る
と
さ
え
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
デ
カ
ル
ト
に
依
る
と
、
誤
謬
は
二
つ
の
原
因
の
協
同
か
ら
、
即
ち
知

性
と
同
時
に
意
志
が
働
く
こ
と
か
ら
生
ず
る
。
知
性
の
み
に
よ
っ
て
観
念
を
捉
え
、
こ
の
概
念
に
つ
い
て
判
断
を
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下
す
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
誤
謬
は
見
出
さ
れ
な
い
。
意
志
の
能
力
は
或
る
こ
と
を
為
し
も
し
く
は
為
さ
ぬ
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
、
或
る
こ
と
を
肯
定
し
も
し
く
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は

知
性
に
よ
っ
て
我
々
に
供
せ
ら
れ
た
も
の
を
肯
定
し
も
し
く
は
否
定
す
る
と
き
我
々
が
何
等
外
的
な
力
に
よ
っ
て

決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
て
行
動
す
る
と
い
う
事
実
に
存
し
て
い
る
。
そ
し
て
誤
謬
は
、
意
志
の
及
ぶ
と
こ
ろ

が
悟
性
よ
り
も
広
く
、
私
が
意
志
を
悟
性
の
範
囲
内
に
拘
束
し
な
い
で
、
私
の
理
解
し
な
い
も
の
に
ま
で
拡
げ
る

こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
判
断
に
固
有
な
も
の
が
肯
定
と
否
定
、
承
認
と
否
認
に
あ
る
と
す

れ
ば
、
認
識
は
意
志
に
関
わ
り
、
そ
こ
に
誤
謬
の
根
源
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ベ
ル
ク
マ
ン
は
、
判
断
に

お
け
る
肯
定
と
否
定
を
、
主
語
と
述
語
の
間
の
単
に
表
象
さ
れ
た
関
係
を
ば
判
断
に
化
す
る
と
こ
ろ
の
、
批
評
的

態
度
と
考
え
た
。
そ
こ
か
ら
彼
は
、
判
断
を
単
な
る
理
論
的
態
度
と
見
な
い
で
、
実
践
的
性
質
を
帯
び
、
意
欲
的

能
力
の
共
存
す
る
精
神
の
発
現
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
依

る
と
、
真
理
は
も
と
、
言
語
的
に
は
文
章
に
お
い
て
表
現
さ
れ
、
論
理
的
に
は
判
断
と
称
せ
ら
れ
る
表
象
の
結
合

に
の
み
関
わ
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
判
断
は
心
理
的
過
程
と
し
て
極
め
て
特
色
あ
る
構
造
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

で
は
我
々
の
心
の
全
体
が
、
そ
の
理
論
的
機
能
並
び
に
実
践
的
機
能
が
、
最
も
判
明
に
、
最
も
完
全
に
現
れ
る
。

判
断
す
る
と
い
う
の
は
、
単
に
表
象
を
結
合
す
る
こ
と
で
な
く
、
こ
の
結
合
を
妥
当
な
も
の
或
い
は
真
と
し
て
主



一
五
一

第
一
章
　
知
識
の
問
題

張
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
方
否
定
判
断
に
お
い
て
は
、
こ
の
結
合
を
偽
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う

に
し
て
判
断
の
う
ち
に
は
種
々
の
内
容
を
一
定
の
関
係
に
お
い
て
思
惟
す
る
知
的
契
機
の
み
で
な
く
、
こ
の
関
係

を
肯
定
も
し
く
は
否
定
す
る
意
志
的
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
意
志
決
定
な
し
に
は
判
断
は
成
立
せ
ず
、
従
っ
て

意
志
は
認
識
に
対
し
て
責
任
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
認
識
の
根
柢
に
は
「
真
理
へ
の
意
志
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
し
か
く
の
如
く
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
認
識
に
も
そ
の
倫
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
れ
は
認
識
論
に
お
い
て
主
知
主
義
を
と
る
か
主
意
主
義
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
差
当
り
無
関
係
で
あ

る
。
主
知
主
義
の
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
、
我
々
が
誤
謬
に
陥
る
の
は
我
々
が
意
志
を
悟
性
の
明
晰
判
明
に
理
解

す
る
も
の
以
外
に
拡
げ
て
判
断
を
下
す
こ
と
か
ら
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
我
々
の
意
志
を
悟
性

の
範
囲
内
に
拘
束
す
る
と
い
う
こ
と
が
知
識
の
倫
理
と
し
て
要
求
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
か
よ
う
に
意
志
を
制
限
す

る
こ
と
が
知
識
の
倫
理
で
あ
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
認
識
論
上
の
主
知
主
義
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

知
識
の
倫
理
の
問
題
は
ま
た
認
識
の
主
体
が
単
に
表
象
的
・
思
惟
的
な
も
の
で
な
く
全
体
の
人
間
で
あ
る
と
主
張

す
る
立
場
と
も
差
当
り
無
関
係
で
あ
る
。
認
識
が
思
惟
の
作
用
に
属
す
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
思
惟

は
現
実
に
お
い
て
人
間
の
他
の
も
ろ
も
ろ
の
心
的
活
動
と
結
び
付
い
て
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
す
れ
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ば
、
思
惟
が
完
全
に
働
き
得
る
た
め
に
は
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
心
的
括
動
が
一
定
の
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
知
主
義
者
の
考
え
る
如
く
他
の
も
ろ
も
ろ
の
心
的
活
動
が
す
べ
て
鎮
静
に
帰
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
限
ら
れ
な
い
。
或
る
一
定
の
心
的
活
動
は
抑
止
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
他
の
一
定

の
心
的
活
動
は
む
し
ろ
活
発
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
の
心
の
う
ち

に
一
定
の
秩
序
の
生
ず
る
こ
と
が
認
識
に
と
っ
て
必
要
で
あ
り
、
徳
と
は
ま
さ
に
か
く
の
如
き
心
の
う
ち
に
お
け

る
秩
序
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
客
観
主
義
の
立
場
に
お
い
て
、
認
識
す
る
こ
と
は
対
象
に
純
粋
に
身
を
委
ね
る

こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
も
、
主
観
の
か
よ
う
な
態
度
は
決
し
て
単
に
投
遣
り
の
態
度
で
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

単
に
受
動
的
な
態
度
で
も
な
く
、
道
徳
的
な
心
の
準
備
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
の

い
う
如
く
、
本
来
の
認
識
で
あ
る
判
断
に
は
知
的
契
機
と
共
に
意
志
的
契
機
が
含
ま
れ
る
と
す
れ
ば
、
意
志
の
一

定
の
状
態
な
い
し
態
度
が
認
識
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
真
理
へ
の
意
志
は
知
識
の
倫
理
の

問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

い
ま
古
代
及
び
中
世
の
哲
学
を
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
近
世
哲
学
に
お
け
る
の
と
は
異
な
り
、
知
識
の
倫
理
に

つ
い
て
極
め
て
熱
心
に
説
か
れ
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
近
世
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
認
識

論
の
特
色
は
、
知
識
の
問
題
か
ら
そ
の
倫
理
の
問
題
を
抽
象
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
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ソ
ク
ラ
テ
ス
は
克
己
と
愛
と
を
真
の
知
識
を
得
る
た
め
の
道
徳
的
条
件
と
考
え
た
。
か
よ
う
な
愛
の
思
想
は
プ
ラ

ト
ン
に
お
い
て
発
展
さ
れ
、彼
の
形
而
上
学
的
認
識
の
説
と
深
く
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
依
る
と
、

哲
学
者
は
愛
に
よ
っ
て
、
生
成
消
滅
の
世
界
に
執
着
す
る
人
間
の
自
然
知
か
ら
永
遠
な
存
在
即
ち
イ
デ
ア
の
世
界

に
つ
い
て
の
真
知
へ
高
め
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
魂
の
翼
の
運
動
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、「
魂
の
転
向
」
が
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
転
向
は
単
に
知
的
な
意
味
の
も
の
で
な
く
、
全
体
の
人
格
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
は
、
知
識
は
ま
さ
に
「
知
性
的
徳
」
と
し
て
人
間
の
生
活
の
最
高
の
形
態
で
あ
り
、

こ
の
徳
に
至
る
た
め
に
は
段
階
的
に
「
倫
理
的
徳
」
即
ち
魂
の
非
理
性
的
な
部
分
に
対
す
る
理
性
的
部
分
の
支
配

と
秩
序
付
け
が
前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
が
、
最
高
の
認
識
は
神
の
認
識
で
あ
る
と

す
る
立
場
に
お
い
て
、知
識
の
倫
理
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
認
識
の
道
徳
的
条
件
が
考
え
ら
れ
、

真
の
認
識
に
達
す
る
た
め
に
は
一
定
の
徳
が
必
要
と
さ
れ
、
禁
欲
等
の
道
徳
的
行
為
が
勧
め
ら
れ
た
。
神
の
認
識

そ
の
も
の
が
直
ち
に
道
徳
的
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。か
よ
う
に
し
て
古
代
及
び
中
世
の
哲
学
者
た
ち
は
、

認
識
の
道
徳
的
制
約
に
つ
い
て
絶
え
ず
語
っ
て
い
る
。

そ
の
際
最
も
し
ば
し
ば
愛
と
認
識
と
の
関
係
が
問
題
に
さ
れ
た
。
そ
し
て
主
知
主
義
的
な
ギ
リ
シ
ア
哲
学
で
は

愛
は
根
本
に
お
い
て
認
識
に
依
存
的
な
機
能
で
あ
っ
た
の
に
反
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
は
認
識
に
対
す
る
愛
の
優
位
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が
説
か
れ
た
。
こ
の
差
異
は
、
前
者
に
お
い
て
は
、
愛
は
真
の
存
在
に
対
す
る
非
存
在
的
存
在
の
、
自
己
自
身
は

愛
す
る
こ
と
の
な
い
イ
デ
ア
に
対
す
る
人
間
の
、
希
求
を
意
味
し
た
の
に
対
し
、
後
者
に
お
い
て
は
、
愛
は
根
本

に
お
い
て
よ
り
高
い
も
の
が
よ
り
低
い
も
の
に
、
神
が
人
間
に
降
り
て
く
る
こ
と
、
身
を
卑
し
め
る
こ
と
を
意
味

し
た
と
こ
ろ
か
ら
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
愛
の
優
位
の
思
想
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
っ
て
心
理
学
と
認
識

論
の
う
ち
に
展
開
さ
れ
た
。
す
べ
て
の
知
的
作
用
及
び
そ
れ
に
属
す
る
形
象
並
び
に
意
味
内
容
は
、
最
も
単
純
な

感
性
知
覚
か
ら
最
も
複
雑
な
表
象
や
思
惟
の
構
成
物
に
至
る
ま
で
、
単
に
外
的
対
象
及
び
そ
れ
に
由
来
す
る
感
官

刺
戟
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
そ
の
ほ
か
に
、
関
心
を
も
つ
と
い
う
作
用
及
び
こ
れ
に
規
定
さ
れ
た

注
意
作
用
に
、
そ
し
て
究
極
は
愛
憎
の
作
用
に
本
質
的
に
必
然
的
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
用
は
、
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
、
既
に
あ
ら
か
じ
め
意
識
に
与
え
ら
れ
た
感
覚
内
容
、
知
覚
内
容
等
に
単
に
附
け
加

わ
っ
て
く
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
い
。
或
る
も
の
へ
の
関
心
、
或
る
も
の
に
対
す
る
愛
は
最
も
根
源
的
な
作
用

で
あ
り
、一
般
に
我
々
の
精
神
が
可
能
な
る
対
象
を
把
捉
す
る
あ
ら
ゆ
る
他
の
作
用
を
土
台
付
け
る
作
用
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
先
ず
、
或
る
も
の
に
つ
い
て
関
心
を
も
つ
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
も
の
の
如
何
な
る
感
覚
も
、

表
象
も
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
次
に
客
観
的
に
知
覚
さ
れ
得
る
対
象
の
範
囲
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
事
実

上
何
が
我
々
の
知
覚
に
入
っ
て
く
る
か
の
選
択
は
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
我
々
の
関
心
、
従
っ
て
愛
に
よ
っ
て
導
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か
れ
る
。
即
ち
我
々
の
表
象
や
知
覚
の
方
向
は
我
々
の
愛
憎
の
方
向
に
従
う
の
で
あ
る
。
更
に
対
象
が
我
々
の
意

識
に
現
れ
る
直
観
や
意
味
充
実
作
用
の
高
昇
は
対
象
に
対
す
る
我
々
の
関
心
や
愛
の
高
昇
に
依
存
す
る
結
果
で
あ

る
。「
ひ
と
は
愛
す
る
も
の
の
ほ
か
知
ら
な
い
、知
識
が
よ
り
深
く
、よ
り
完
全
に
な
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、愛
、

い
な
激
情
は
、
よ
り
強
く
、
よ
り
烈
し
く
、
よ
り
活
発
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
ゲ
ー
テ
も
書
い
て
い
る
。
し

か
し
か
よ
う
な
見
解
は
、
認
識
を
主
観
化
し
人
間
化
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
彼
の
心
理
学
に
彼
の
創
造
説
並
び
に
啓
示
説
と
結
び
付
い
た
存
在
論
的
基
礎
を
与
え
て
い
る
。
愛

と
関
心
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
す
で
に
単
純
な
知
覚
の
如
き
知
的
作
用
の
う
ち
に
形
象
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

彼
に
依
る
と
、
た
だ
出
来
上
っ
た
対
象
の
う
ち
に
侵
入
す
る
認
識
主
観
の
活
動
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
同
時

に
対
象
そ
の
も
の
が
そ
れ
に
応
じ
て
答
え
る
こ
と
、
対
象
が
自
己
を
与
え
る
こ
と
、
自
己
を
顕
わ
に
す
る
こ
と
、

即
ち
対
象
の
自
己
啓
示
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
愛
の
問
に
対
し
て
世
界
が
答
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
世
界
は
自
己
を
開
示
し
て
そ
の
完
全
な
存
在
と
価
値
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と

っ
て
世
界
の
「
自
然
的
」
認
識
は
、
そ
の
対
象
的
制
約
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
ひ
と
つ
の
啓
示
の
性
格
を
も
っ
て
い

る
。
こ
の
「
自
然
的
啓
示
」
は
究
極
に
お
い
て
は
永
遠
の
愛
で
あ
る
と
こ
ろ
の
神
の
ひ
と
つ
の
啓
示
で
あ
る
。
す

べ
て
の
主
観
的
な
作
用
が
愛
に
よ
っ
て
土
台
付
け
ら
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
認
識
さ
れ
た
物
そ
の
も
の
も
こ
の



一
五
六

哲
学
入
門

愛
に
応
え
る
自
己
啓
示
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
完
全
な
存
在
と
価
値
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ

ィ
ヌ
ス
は
、
例
え
ば
植
物
は
人
間
か
ら
見
ら
れ
、
見
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
そ
の
特
殊
的
な
、
自
己
に
閉
じ
込
め

ら
れ
た
存
在
か
ら
い
わ
ば
救
済
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
性
を
も
っ
て
い
る
と
語
っ
て
い
る
。
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
は
関

心
や
注
意
を
「
魂
の
自
然
的
な
祈
り
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
場
合
に
も
祈
り
と
い
う
言
葉
は
、
主
観
的
な
人
間
精
神

の
活
動
の
意
味
の
み
で
な
く
、
関
心
と
愛
を
も
っ
て
見
ら
れ
た
対
象
の
自
己
開
示
の
う
ち
に
存
す
る
答
を
一
緒
に

体
験
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
パ
ス
カ
ル
は
、「
愛
と
理
性
と
は
同
じ
も
の
で
あ
る
」、
と
い
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
か
よ
う
に
知
識
の
倫
理
が
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
た
知
識
が
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー

ラ
ー
の
区
別
に
従
え
ば
、
救
済
の
知
識
な
い
し
教
養
の
知
識
で
あ
っ
て
、
仕
事
の
知
識
で
な
い
た
め
で
あ
る
と
い

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
コ
ン
ト
が
人
知
は
神
学
的
段
階
か
ら
形
而
上
学
的
段
階
へ
、
更
に
実
証
的

段
階
へ
と
順
次
に
進
歩
し
て
き
た
と
考
え
た
の
に
反
対
し
、宗
教
的
・
神
学
的
認
識（
救
済
の
知
識
）、形
而
上
学
的
・

哲
学
的
認
識
（
教
養
の
知
識
）、
実
証
的
・
科
学
的
認
識
（
仕
事
の
知
識
）
は
、
知
識
の
発
達
の
三
つ
の
歴
史
的

段
階
で
な
く
、
人
間
精
神
そ
の
も
の
の
本
質
と
共
に
与
え
ら
れ
た
持
続
的
な
三
つ
の
精
神
の
態
度
で
あ
り
、
認
識

の
形
態
で
あ
っ
て
、
そ
の
如
何
な
る
一
つ
も
、
他
に
代
置
さ
れ
る
こ
と
も
他
を
代
表
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
主

張
し
た
。
そ
れ
ら
は
認
識
す
る
精
神
の
三
つ
の
違
っ
た
作
用
、
違
っ
た
目
的
、
違
っ
た
人
間
の
型
に
属
す
る
の
で
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あ
る
。

ま
こ
と
に
近
代
科
学
は
知
識
を
世
俗
化
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
哲
学
も
世
俗
化
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ

と
共
に
知
識
の
倫
理
は
も
は
や
問
題
で
な
く
な
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
知
識
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
知
識
の

倫
理
が
な
く
な
っ
た
の
で
な
い
。そ
の
世
俗
化
そ
の
も
の
が
実
は
近
代
の
初
め
に
お
け
る
知
識
人
の
情
熱
で
あ
り
、

彼
等
の
知
識
の
倫
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
す
べ
て
が
世
俗
化
し
て
し
ま
っ
た
後
に
は
、
世
俗
化
が
ひ

と
つ
の
倫
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
知
識
の
倫
理
そ
の
も
の
も
問
題
に
さ
れ
な
く
な
っ
た
の

で
あ
る
。
科
学
は
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
に
認
識
し
て
ゆ
く
。
そ
の
た
め
に
は
自
己
の
主
観
的
な
観
念
や
意
図
に
束

縛
さ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
倫
理
的
態
度
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
す
べ
て
の
研
究
者
は
良
心
的
で

あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
知
識
の
倫
理
が
あ
る
。
知
識
を
求
め
る
者
に
は
真
理
に
対
す
る
熾
烈
な

愛
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
愛
は
人
生
の
幸
福
に
つ
い
て
の
高
い
見
方
を
必
要
と
す
る
。
真
理
は
個
人
に
と
っ

て
必
ず
し
も
有
利
な
も
の
で
な
く
、
人
間
を
不
幸
に
す
る
場
合
さ
え
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
人
間
は
し

ば
し
ば
真
埋
を
蔽
い
隠
そ
う
と
す
る
。
そ
れ
故
に
真
理
を
知
ろ
う
と
す
る
者
は
真
実
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

て
哲
学
的
認
識
に
お
け
る
如
く
、
単
に
客
観
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
主
体
の
自
己
開
示
に
俟
た
ね
ば

な
ら
ぬ
も
の
、
か
よ
う
な
も
の
の
認
識
は
特
に
倫
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
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認
識
の
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
我
々
は
つ
ね
に
良
心
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
良
心
は
人
間
の

客
観
に
対
す
る
関
係
で
な
く
、
主
体
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。
倫
理
は
主
体
の
主
体
に
対
す
る
関
係
の
う
ち
に
あ

る
。
良
心
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
知
識
の
倫
理
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
良
心
を
人
間
に
お

け
る
内
的
法
廷
の
意
識
と
称
し
た
。
し
か
る
に
良
心
と
呼
ば
れ
る
根
源
的
な
、
知
的
で
道
徳
的
な
素
質
は
、
そ
の

仕
事
が
人
間
の
自
己
自
身
に
対
す
る
仕
事
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
そ
れ
を
或
る
他
の
人
間
の
命
令
で
行
う
も

の
と
見
る
よ
う
に
彼
の
理
性
に
よ
っ
て
強
要
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
仕
事
は
法
廷
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
良

心
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
者
と
裁
判
官
と
が
同
一
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
法
廷
の
観
念
に
適
し
な
い

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
に
し
て
一
人
の
人
間
の
う
ち
に
か
よ
う
に
二
重
の
人
格
を
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
は
現
象
と
本
体
と
を
区
別
す
る
彼
の
認
識
論
に
相
応
し
て
、
そ
の
よ
う
な
裁
判
官
を
経
験
的
人
間
に
対
す

る
本
体
的
人
間
と
考
え
た
。
良
心
は
単
に
内
在
的
な
も
の
で
は
な
い
、
そ
れ
は
人
間
の
主
体
的
超
越
性
を
現
し
て

い
る
。
し
か
し
単
に
内
に
超
越
的
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
神
秘
主
義
に
終
る
か
、
我
々
を
偶
像
崇
拝
者
に
す
る

こ
と
で
あ
る
。
真
に
内
に
超
越
す
る
こ
と
は
外
に
真
に
超
越
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
良

心
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
単
に
内
な
る
呼
び
掛
け
に
応
え
る
こ
と
で
な
く
、
外
な
る
呼
び
掛
け
に
応
え
る
こ
と

で
あ
る
。
外
な
る
呼
び
掛
け
が
内
な
る
呼
び
掛
け
で
あ
り
、
内
な
る
呼
び
掛
け
が
外
な
る
呼
び
掛
け
で
あ
る
と
こ
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ろ
に
、
良
心
が
あ
る
。
物
が
表
現
的
に
我
に
臨
む
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
的
な
我
を
否
定
す
べ
く
我
に
迫
る
こ
と

で
あ
る
。
知
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
と
物
的
表
現
の
世
界
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
主
観
的
な
我
を
否

定
し
て
物
を
そ
の
も
の
と
し
て
認
め
る
と
こ
ろ
に
、
対
象
の
要
求
に
従
う
と
こ
ろ
に
、
認
識
が
あ
る
。
知
る
と
い

う
こ
と
は
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
る
こ
と
が
認
め
る
こ
と
で
あ
る
の
は
物
が
元
来
表
現
的
な
も
の
で
あ

る
た
め
で
あ
る
。
対
象
が
リ
ッ
プ
ス
の
い
わ
ゆ
る
「
対
象
の
要
求
」
を
も
っ
て
我
に
臨
む
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が

表
現
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が
良
心
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
は
我
々
に
対
し
て
真
に

表
現
的
に
顕
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
認
識
に
と
っ
て
は
単
に
良
心
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
識
を
得
る

に
は
そ
の
能
力
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、従
っ
て
有
能
性
が
問
題
で
あ
る
。
有
能
性
は
技
術
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。

知
識
を
得
る
に
は
方
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
方
法
な
し
に
は
学
問
は
な
い
。
学
問
と
は
方
法
的
に
得
ら
れ
る

知
識
で
あ
る
。
方
法
は
一
方
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
対
象
は
方
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
し
か
し
方
法
は
ま

た
対
象
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
方
法
は
対
象
に
適
し
た
方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
方
法
は
主

観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
技
術
的
で
あ
る
。
有
能
性
と
は
方
法
に
お
け
る
練
達
、

優
秀
な
技
術
を
意
味
し
、
こ
れ
を
欠
い
て
は
知
識
の
倫
理
は
抽
象
的
な
も
の
に
止
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
方
法
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或
い
は
技
術
は
悪
用
さ
れ
、
真
理
に
達
す
る
た
め
に
用
い
ら
る
べ
き
も
の
が
却
っ
て
真
理
を
歪
曲
す
る
た
め
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
欠
け
て
い
る
の
は
良
心
で
あ
る
。
認
識
も
あ
ら
ゆ
る
表
現
作
用
の
如
く
形
成

的
で
あ
り
、
技
術
的
で
あ
る
。
技
術
は
物
を
し
て
そ
の
本
質
を
発
揮
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
植
物
は
見
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
い
わ
ば
救
済
さ
れ
る
と
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
い
っ
た
如
く
、
物
は
認
識
と
い
う
形
成
作
用
に
よ
っ

て
そ
の
真
の
存
在
と
価
値
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
更
に
、
真
理
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
々
を
行
為
に

動
か
し
、
自
己
と
世
界
と
を
実
践
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
的
な
も
の
か
ら
喚
び
起
さ

れ
た
認
識
は
、
そ
れ
が
我
々
の
実
践
的
な
形
成
作
用
を
通
じ
て
存
在
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に

表
現
的
に
な
る
の
で
あ
る
。
真
理
に
従
っ
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
倫
理
で
あ
る
。
真
理
は
知
識
の
問

題
で
あ
る
と
同
時
に
か
よ
う
な
倫
理
の
問
題
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
知
識
と
倫
理
と
の
究
極
の
結
合
が
あ
る
の
で
あ

る
。
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問
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一　
道
徳
的
行
為

行
為
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
は
、
実
践
哲
学
、
或
い
は
道
徳
哲
学
、
或
い
は
ま
た
倫
理
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

行
為
と
い
う
場
合
、
普
通
に
そ
の
道
徳
性
が
問
題
に
さ
れ
、
行
為
は
お
よ
そ
道
徳
的
行
為
の
意
味
に
理
解
さ
れ
、

そ
の
際
、
道
徳
は
知
識
と
か
芸
術
と
か
と
異
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
既
に
述
べ
た
如
く
、
知
識

の
問
題
も
行
為
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
知
識
の
主
体
も
操
作
的
な
も
の
と
し
て
行
為
的
と
見
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
知
識
に
つ
い
て
も
知
識
の
倫
理
が
あ
る
。
更
に
芸
術
の
如
き
も
、
単
に
享
受
の
立
場
か
ら

で
な
く
、
制
作
の
立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
芸
術
の
主
体
も
制
作
的
な
も
の
と
し
て
行
為
的
と
見
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
、
芸
術
に
つ
い
て
も
制
作
の
倫
理
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
物
を
行
為
の
立
場
に
お

い
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
を
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
は
行
為
の
世
界
で
あ

る
。
従
っ
て
ド
ロ
イ
セ
ン
の
い
う
如
く
、
歴
史
的
世
界
は
道
徳
的
世
界
で
あ
る
。
も
と
よ
り
知
識
、
芸
術
、
道
徳
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の
間
に
は
区
別
が
あ
る
。
知
識
の
根
本
問
題
は
真
理
で
あ
り
、
道
徳
の
そ
れ
は
善
で
あ
り
、
芸
術
の
そ
れ
は
美
で

あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
を
差
別
に
お
い
て
と
同
時
に
統
一
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
。

道
徳
的
と
い
わ
れ
る
行
為
に
固
有
な
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
明
ら
か
に
な
っ
て
初
め
て
、
如
何
な
る

意
味
に
お
い
て
他
の
種
類
の
行
為
も
道
徳
的
と
考
え
ら
れ
る
か
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
、
認
識
は
主
体
の
客

体
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
、そ
れ
は
主
体
に
よ
る
客
体
の
把
捉
で
あ
る
。
科
学
に
お
い
て
は
人
間
も
物
と
見
ら
れ
、

自
然
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
認
識
の
問
題
は
我
と
物
或
い
は
自
然
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
道

徳
は
主
体
の
主
体
に
対
す
る
行
為
的
聯
関
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
と
人
と
の
関
係
、
人
間
的
関
係

を
指
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
が
、
他
の
人
を
物
と
し
て
で
な
く
、
人
格
と
し
て
取
扱
え
、
と
い
う
こ
と
を
道
徳
的
命

令
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、
道
徳
の
根
本
現
象
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
の
根
本
概
念

は
我
と
物
で
な
く
、
我
と
汝
で
あ
る
。

道
徳
は
す
べ
て
我
と
汝
の
関
係
の
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
そ
の
こ
と
は
人
間
を
単
に
他
と
の
間
柄

に
お
い
て
の
み
考
え
て
、
自
己
自
身
と
し
て
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
が
人
格
で
あ
る
の
は
、
自

己
が
自
己
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、他
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
で
は
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
人
間
が
こ
の
よ
う
に
自
己
自
身
に
お
い
て
道
徳
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
自
己
が
自
己
に
対
し
て

我
と
汝
の
関
係
に
立
ち
得
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
私
は
私
自
身
に
対
し
て
汝
と
呼
び
掛
け
る
。「
汝

為
す
べ
し
」
と
い
う
道
徳
的
命
令
は
、
私
が
私
自
身
に
対
し
て
汝
と
呼
び
掛
け
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
道
徳
の
自

律
性
が
あ
る
。
道
徳
を
単
に
自
他
の
間
柄
に
お
い
て
の
み
考
え
る
の
で
は
、
道
徳
の
自
律
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
道
徳
的
に
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
に
、
自
己
を
汝
と
し
て
対
す
る
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
良
心
を
、
主
体
の
主
体
に
対
す
る
関
係
と
し
て
、
法
廷
に
譬
え
、
自
己
の
う
ち
に
訴
え
ら
れ
た
も
の
と

そ
の
裁
判
官
で
あ
る
も
の
と
を
考
え
た
の
も
、
か
よ
う
な
関
係
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
良
心
的
と
は
道

徳
的
に
自
覚
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
過
去
の
私
、
未
来
の
私
、
否
、
現
在
の
私
も
、
私
は
こ
れ
を
汝
と

し
て
こ
れ
に
対
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
に
自
己
が
自
己
に
、過
去
現
在
未
来
の
す
べ
て
に
お
け
る
自
己
に
、

こ
れ
を
汝
と
し
て
こ
れ
に
対
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
存
在
の
超
越
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
超
越
な
し
に
は

道
徳
は
存
し
な
い
。
自
己
が
自
己
に
、
自
己
を
汝
と
し
て
対
し
得
る
自
覚
的
存
在
と
し
て
人
間
は
人
格
で
あ
り
、

か
よ
う
な
人
格
に
と
っ
て
他
の
人
間
も
真
に
汝
で
あ
る
の
で
あ
る
。
汝
が
真
に
汝
と
し
て
我
に
対
す
る
た
め
に
は

我
が
真
に
我
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
「
汝
為
す
べ
し
」
と
い
う
道
徳
的
自
覚
は
、
自
己
が
自
己
に
、
自
己
を
汝
と
し
て
呼
び
掛
け
る
こ
と
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で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
逆
に
、
か
よ
う
に
呼
び
掛
け
る
も
の
が
む
し
ろ
汝
で
あ
り
、
自
己
が
汝
に
呼
び
掛
け

る
の
で
な
く
て
、汝
か
ら
自
己
が
呼
び
掛
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
良
心
を
法
廷
に
譬
え
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、

訴
え
ら
れ
た
も
の
が
自
己
で
あ
っ
て
、
裁
判
官
は
「
他
の
人
間
」
で
あ
っ
た
。
自
覚
は
超
越
に
よ
っ
て
可
能
に
な

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
単
に
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
が
自
己
を
超
え
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
を
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
が
自
己
を
意
識
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
に

な
る
。
自
覚
に
お
い
て
現
れ
る
の
は
単
な
る
我
で
な
く
む
し
ろ
汝
で
あ
り
、
汝
に
よ
っ
て
我
も
喚
び
起
さ
れ
る
の

で
あ
る
。「
我
々
は
反
射
に
よ
っ
て
、
即
ち
我
々
自
身
へ
の
強
要
さ
れ
た
還
帰
に
よ
っ
て
、
目
覚
め
る
。
し
か
る

に
抵
抗
な
く
し
て
還
帰
な
く
、
客
観
な
く
し
て
反
省
は
考
え
ら
れ
な
い
」、
と
シ
ェ
リ
ン
グ
は
い
っ
た
。
私
は
ひ

と
り
で
に
反
省
的
自
覚
的
に
な
る
と
い
う
よ
り
も
、
客
観
の
抵
抗
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
還
る
の
で
あ
る
。
否
、

客
観
か
ら
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
主
体
即
ち
汝
か
ら
、
我
は
自
己
自
身
に
還
る
の
で
あ
る
。
汝
の
命
令
に
よ
っ
て

我
は
喚
び
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
道
徳
的
行
為
の
客
観
性
が
あ
る
。
我
が
良
心
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

汝
の
我
に
対
す
る
呼
び
掛
け
は
い
よ
い
よ
迫
っ
て
く
る
。
も
と
よ
り
単
に
外
か
ら
強
制
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
は
道

徳
で
は
な
い
。
外
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
こ
と
が
内
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
内
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
こ

と
が
外
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
道
徳
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
良
心
を
主
観
的
強
制
と
見
、
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こ
れ
に
対
し
て
実
践
理
性
の
法
則
に
基
づ
く
義
務
を
客
観
的
強
制
と
見
た
が
、
道
徳
を
単
に
良
心
の
問
題
と
考
え

て
は
単
な
る
主
観
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
は
何
か
、
義
務
と
い
う
が
如
き
客
観
的
命
令
的
な
も
の
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
道
徳
法
の
概
念
に
は
歴
史
性
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
時
と
処
と
人
と
に

関
わ
り
の
な
い
一
般
的
法
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
形
式
的
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
る
に

行
為
は
つ
ね
に
歴
史
的
で
あ
る
、
特
定
の
状
況
の
も
と
に
お
け
る
特
定
の
主
体
に
依
る
行
為
が
あ
る
の
み
で
あ
っ

て
、
抽
象
的
一
般
的
な
行
為
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
道
徳
は
主
体
の
主
体
に
対
す
る
行
為
的
聯
関
と
し

て
つ
ね
に
歴
史
的
で
あ
る
。

道
徳
的
行
為
の
歴
史
性
は
、
道
徳
的
要
求
に
お
け
る
真
理
の
性
質
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
真
理

は
単
に
知
識
に
の
み
関
す
る
も
の
で
な
く
、
道
徳
に
も
真
理
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
フ
ィ
ー

ド
レ
ル
の
い
っ
た
如
く
、
芸
術
に
お
い
て
も
真
理
が
そ
の
中
心
問
題
で
あ
り
、
芸
術
的
真
理
に
お
け
る
実
質
の
み

が
芸
術
作
品
の
永
続
的
価
値
を
決
定
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
性
質
は
副
次
的
で
あ
り
、
一
時
的
な
効

果
を
基
礎
付
け
る
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
フ
ィ
ー
ド
レ
ル
は
芸
術
的
真
理
の
問

題
を
観
照
の
立
場
で
な
く
芸
術
的
生
産
の
立
場
か
ら
考
え
た
が
、
道
徳
的
真
理
は
も
と
よ
り
行
為
の
立
場
か
ら
考

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
道
徳
に
お
け
る
真
理
は
客
体
の
真
理
、
自
然
の
真
理
で
な
く
、
主
体
の
真
理
、
人
間
そ
の
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も
の
の
真
理
で
あ
る
。
自
然
の
真
理
は
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
も
の
の
真
理
で
あ
り
、
人
間
か
ら
認
識
さ
れ
る

と
否
と
に
拘
ら
ず
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
す
る

0

0

0

0

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
道
徳
の
真
理
は
歴
史
的

真
理
で
あ
り
、
主
体
と
主
体
と
の
間
に
生
起
す
る

0

0

0

0

も
の
で
あ
る
。
自
体
に
お
い
て
あ
る
も
の
の
真
理
に
関
わ
る
主

観
は
、
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
の
如
く
、
抽
象
的
一
般
的
な
、
非
歴
史
的
な
も
の
と
考
え
得
る
に
し
て
も
、
歴
史
的

な
道
徳
的
真
理
は
つ
ね
に
現
実
の
具
体
的
な
人
間
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
と
人
と
の
間
に
起
る
も
の
で

あ
り
、
従
っ
て
起
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
、
そ
の
と
き
真
理
の
代
り
に
虚
偽
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
真

理
は
起
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
起
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
故
に
、
そ
れ
は
命
令
或
い
は
当
為
（
ゾ
ル
レ
ン
）

の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
自
然
の
真
理
は
命
令
で
な
く
必
然
（
ミ
ュ
ッ
セ
ン
）
で
あ
る
、
し
か
し
世
界
に
つ
い
て

0

0

0

の
真
理
も
世
界
に
お
け
る

0

0

0

真
理
の
問
題
と
見
ら
れ
る
と
き
我
々
に
対
し
て
命
令
の
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
道
徳
的

真
理
が
当
為
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
単
な
る
形
式
で
あ
る
と
か
単
な
る
理
想
で
あ
る
と
か
と
い
う
こ
と

で
な
く
、
む
し
ろ
逆
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
的
真
理
と
し
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
単
な
る
意
味
と
い
う
が
如

き
も
の
で
な
く
、却
っ
て
意
味
と
存
在
と
の
統
一
で
あ
る
。道
徳
的
真
理
は
人
間
の
真
理
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、「
人

間
」
と
い
う
も
の
の
一
般
的
本
質
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
が
そ
れ
に
従
っ
て
他
の
者
に
対
す
る

態
度
を
作
る
べ
き
人
間
一
般
の
真
の
像
と
い
う
が
如
き
も
の
で
も
な
い
。
道
徳
に
お
い
て
は
私
自
身
の
真
理
が
問
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わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
真
理
は
主
体
的
な
真
理
、
言
い
換
え
る
と
、
真
実
、
人
間
の
ま
こ
と
で
あ
る
。
人

間
の
ま
こ
と
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
我
が
汝
か
ら
喚
び
起
さ
れ
、汝
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
く
応
え
る
こ
と
に
お
い
て
我
の
ま
こ
と
は
顕
わ
に
な
り
、
真
理
は
起
る
、
即
ち
そ
の
真
理
は
歴
史
的
で
あ
る
。

そ
れ
が
道
徳
の
存
在
の
真
相
で
あ
る
。
呼
び
掛
け
は
つ
ね
に
具
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
応
え
る
行
為
も
つ

ね
に
具
体
的
で
あ
る
。
汝
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
た
め
に
は
、
我
は
純
粋
で
、
ま
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た

我
を
喚
び
起
す
た
め
に
は
、
汝
は
純
粋
で
、
ま
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
本
質
的
に
歴
史
的
な
行
為
的
な
道
徳

的
真
理
は
、
具
体
的
に
は
、
単
に
我
の
ま
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
単
に
汝
の
ま
こ
と
に
あ
る
の
で
も
な
く
、

我
と
汝
と
の
間
に
あ
る
の
で
あ
る
。

道
徳
的
真
理
即
ち
真
実
が
信
頼
を
基
礎
付
け
る
。信
頼
は
、元
来
、主
体
と
主
体
と
の
間
に
成
立
つ
関
係
で
あ
る
。

自
己
の
呼
び
掛
け
に
対
し
て
他
が
必
ず
応
え
る
で
あ
ろ
う
と
信
頼
す
る
、
そ
の
際
他
の
ま
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
て
お

り
、
ま
た
応
え
る
側
に
お
い
て
も
自
己
に
呼
び
掛
け
る
者
の
ま
こ
と
が
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
、
即
ち
信
頼
は
人
と
人

と
の
間
に
真
理
が
起
る
と
い
う
こ
と
を
土
台
と
し
て
い
る
。
信
頼
は
単
に
他
が
変
ら
ぬ
こ
と
、
彼
の
人
格
の
同
一

性
を
信
ず
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
正
直
と
い
う
徳
を
、
不
正
直
で
あ
る
こ
と
は
自
己
矛
盾

に
陥
る
と
し
て
説
明
し
た
が
、
す
べ
て
道
徳
は
か
よ
う
に
形
式
論
理
を
も
っ
て
説
明
し
得
る
も
の
で
な
い
。
道
徳
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的
真
理
は
我
と
汝
と
い
う
全
く
独
立
な
も
の
、
対
立
す
る
も
の
の
統
一
の
上
に
成
立
つ
の
で
あ
る
が
、
道
徳
は
す

べ
て
か
く
の
如
く
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
他
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
こ
と
は
責
任
を
と
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
え
な
い
こ
と
は
無
責
任
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
責
任
を
も
つ
と
い
う
の
は
他
の
信
頼
に

報
い
る
こ
と
で
あ
り
、
無
責
任
で
あ
る
と
い
う
の
は
他
の
信
頼
を
裏
切
る
こ
と
で
あ
る
。
信
頼
と
同
じ
く
責
任
の

観
念
は
道
徳
的
行
為
の
基
礎
で
あ
る
。
も
し
信
頼
が
た
だ
他
を
信
頼
す
る
の
み
で
同
時
に
自
己
を
信
頼
す
る
こ
と

で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
己
の
ま
こ
と
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
無
責
任
な
こ
と
に
な
る
。
責
任
も
ま
た
単
に

自
己
の
他
に
対
す
る
責
任
で
な
く
、
自
己
の
自
己
に
対
す
る
責
任
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
に
対
し
て
責
任
を
負

う
こ
と
が
同
時
に
自
己
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
り
、
自
己
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
が
同
時
に
他
に

対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
ま
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
格
の
観
念

と
責
任
の
観
念
と
は
本
質
的
に
結
び
付
い
て
い
る
。
人
格
と
は
責
任
の
主
体
で
あ
る
。
責
任
の
主
体
は
自
由
で
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
由
な
も
の
で
あ
っ
て
責
任
の
主
体
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。「
汝
為
す
べ
し
」
と
呼
び
掛
け

ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
人
間
は
、
ま
さ
に
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
自
己
が
自
由
な
も
の
と
し
て
、
自
己
の
道
徳
的
自

由
に
向
っ
て
呼
び
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
を
知
る
の
で
あ
る
。
自
由
と
責
任
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
他
が
自
己
に
呼
び
掛
け
る
と
い
う
の
は
他
が
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
汝
と
し
て
我
に
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対
す
る
も
の
は
表
現
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
汝
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
我
の
行
為
を
喚
び
起
す
の
で

あ
る
。
人
間
の
真
理
と
虚
偽
が
、
ほ
ん
と
と
う
そ
と
し
て
、
特
に
言
葉
に
関
し
て
理
解
さ
れ
る
の
も
、
そ
の
た
め

で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
表
現
的
な
も
の
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
表

現
的
で
あ
る
。
主
体
と
主
体
と
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
相
対
し
、
そ
の
行
為
的
聯
関
は
表
現
的
聯
関
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
論
じ
た
如
く
、
主
体
と
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
表
現
と
い
う
の
は
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
が
、
内
と
外
と
が
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
。
表
現
に
お
い
て
、
内
部
が
外
部
に
表
現
さ
れ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
内
な
る
も
の
は
単
に
主
観
的
な
も

の
、
単
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
却
っ
て
我
々
は
己
れ
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
表
現
的
に

な
り
得
る
の
で
あ
る
。
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
は
表
現
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
そ
の
場
合
、
も
し
我
々
の

意
欲
が
単
に
主
観
的
な
も
の
、
肆し

い意
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
自
然
の
客
観
的
な
法
則
が
こ
れ
に
向
っ

て
反
逆
し
、
こ
れ
と
一
つ
に
結
び
付
い
て
物
が
作
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
技
術
に

お
け
る
人
間
の
意
欲
は
客
観
的
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
は
技
術
に
お
い
て
自
己
の
主
観

的
な
意
欲
を
制
し
、
こ
れ
を
客
観
的
な
も
の
に
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
っ
て
、
技
術
が
道
徳
的
教
育
的
意
味
を

も
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
我
々
の
意
欲
が
或
る
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
は
成
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立
す
る
の
で
あ
り
、
人
間
の
技
術
が
自
然
の
技
術
を
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
た
め
に
い
わ
れ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
技
術
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
な
く
、
や
は
り
主
観
的
な
も
の
と
客

観
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
単
に
主
観
的
な
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
真
に
主
体
的
に
な
る

の
で
あ
り
、
人
間
の
ま
こ
と
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
超
越
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
表
現
に
お
い
て

表
現
さ
れ
る
も
の
は
単
に
心
理
的
な
も
の
、
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
超
越
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
イ

デ
ー
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
に
自
己
に
内
在
的
な
も
の
は
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
が
真
に
自
己
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
人
間
の
存
在
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
こ
と
は
表
現
作
用
が
単
に
理
性
（
ロ
ゴ
ス
）
か
ら
起
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。「
デ
ー
モ
ン
の
協
力
な
し
に
は
芸
術
作
品
は
な
い
」
と
ジ
イ
ド
が
い
っ
た
如
く
、

我
々
の
表
現
作
用
の
根
柢
に
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
、
大
い
な
る
パ
ト
ス
（
感
情
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

「
世
界
に
お
け
る
如
何
な
る
偉
大
な
こ
と
も
激
情
な
し
に
は
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
」、
と
理
性
主
義
者
ヘ
ー
ゲ
ル
で

さ
え
い
っ
て
い
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
は
無
限
性
を
帯
び
た
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
動
物
的

衝
動
と
い
う
言
葉
は
、
比
喩
的
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
不
正
確
に
語
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
。
我
々

は
動
物
的
衝
動
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
た
だ
人
間
的
衝
動
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
外
的
機
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能
に
お
い
て
如
何
に
動
物
的
衝
動
と
類
似
し
て
い
る
に
し
て
も
、
性
格
的
に
は
そ
れ
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
人

間
的
衝
動
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
あ
り
、
ま
た
人
格
化
さ
れ
て
い
る
。
人
間
が
超
越
的
で
あ
る
の
は
単
に
理
性
に

お
い
て
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
全
存
在
に
お
い
て
で
あ
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
神
話
が
象
徴
し
て
い
る
如
く
、
技

術
と
い
う
も
の
も
し
ば
し
ば
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
世
界
の
根
柢
に
は
無
限
の
闇
、
無
限

の
衝
動
が
あ
る
。
も
と
よ
り
パ
ト
ス
的
な
も
の
は
無
限
定
な
も
の
で
あ
り
、
し
か
る
に
表
現
作
用
は
形
成
作
用
と

し
て
限
定
作
用
で
あ
る
、
そ
こ
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
中
か
ら
イ
デ
ー
が
生
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
パ
ト
ス
が
衝
動
的
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
れ
自
身
は
無
限
定
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
す
で
に
そ
れ
自
身

の
う
ち
に
限
定
へ
の
、
イ
デ
ー
へ
の
、
形
へ
の
無
限
の
希
求
を
含
む
た
め
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
表
現
に
お
け
る

イ
デ
ー
は
抽
象
概
念
の
如
き
も
の
で
な
く
、
パ
ト
ス
の
中
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
抽
象
的
に
理
性
的

な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
感
情
的
・
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
形
は
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
単
に
客
観
的

な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
イ
デ
ー
は
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る

も
の
、
作
る
こ
と
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
に
対
し
て
先
在
的
に
あ
る
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
歴
史
的
な
も
の
、
歴
史
に
お
い
て
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
真
に
歴
史
的
な
も
の
は
単
に
歴
史
的

な
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
な
も
の
と
超
歴
史
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
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人
間
が
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
簡
単
に
い
う
と
、
人
間
が
世
界
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
恰
も
、
薔
薇
が
自
然
を
表
現
す
る
と
い
わ
れ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
自
然
と
は
生
む
も
の

で
あ
り
、
薔
薇
は
自
然
か
ら
生
れ
た
も
の
と
し
て
自
然
を
表
現
し
て
い
る
。
人
間
も
世
界
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
と

し
て
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
を
自
然
と
い
い
物
質
と
い
う
に
し
て
も
、そ
れ
は
歴
史
的
自
然
で
あ
り
、

歴
史
的
物
質
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
歴
史
的
・
形
成
的
世
界

の
形
成
物
と
し
て
表
現
的
で
あ
る
。
す
べ
て
表
現
的
な
も
の
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
特
殊
的
な

も
の
は
表
現
的
で
な
く
、
表
現
的
な
も
の
は
一
般
的
意
味
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
世
界
的
意

味
を
も
つ
も
の
と
し
て
表
現
的
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
世
界
は
客
観
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

表
現
的
な
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
内
部
が

外
部
に
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
内
部
は
単
に
心
理
的
・
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
超
越

的
意
味
を
も
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
真
に
内
な
る
も
の
は
真
に
外
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

も
と
よ
り
我
々
は
無
限
定
に
世
界
を
表
現
す
る
の
で
は
な
い
。表
現
す
る
と
は
却
っ
て
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、

形
成
す
る
と
は
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
単
に
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
特
殊
的
に
限
定
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
世
界
一
般
を
表
現
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
個
々
の
個
別
的
社
会
を
表
現
す
る
の
で
あ
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り
、個
別
的
社
会
に
お
け
る
個
々
の
個
別
的
関
係
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
い
て
、

或
い
は
親
子
と
し
て
、
或
い
は
友
人
と
し
て
、
或
い
は
学
生
と
教
師
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
社
会
的
関
係

を
表
現
し
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
は
単
に
特
殊
的
な
も
の
で
な
く
、
自
己
が
そ
れ
に
お
い
て
他
と
関
係
す
る
一

般
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
な
も
の
は
特
殊
的
な
も
の

と
一
般
的
な
も
の
と
の
統
一
と
し
て
、
特
殊
的
・
一
般
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
汝
は
表
現
的
な
も
の
と

し
て
我
に
呼
び
掛
け
、
我
は
汝
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
、
道
徳
的
命
令
は
つ
ね
に
具
体
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。「
汝
為
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
一
定
の
歴
史
的
・
社
会
的
関
係
か
ら
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
社
会
的
意
味
で
あ
り
、
道
徳
的
意
味
充
実
は
つ
ね
に
社
会
的
意
味
充
実
で
あ
る
。
汝
は

汝
自
身
を
表
現
す
る
と
共
に
社
会
を
表
現
す
る
。
社
会
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
大
な
る
汝
で
あ
る
。
社
会
は

し
ば
し
ば
「
大
な
る
我
」
と
看み

な做
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
か
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
社
会
を
単
に
我
に
内
在
的

な
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
は
超
越
的
な
も
の
と
し
て
む
し
ろ
「
大
な
る
汝
」
で
あ
り
、
我

も
汝
も
社
会
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
我
で
あ
り
汝
で
あ
る
。
我
と
汝
と
の
行
為
的
聯
関
の
基
礎
に
は
つ
ね
に
我

と
汝
と
が
そ
れ
に
お
い
て
関
係
す
る
場
所
と
し
て
の
社
会
が
あ
る
。
我
と
汝
と
は
一
つ
の
環
境
、
一
つ
の
社
会
、

一
つ
の
場
所
に
あ
っ
て
働
き
合
う
の
で
あ
り
、
我
々
は
つ
ね
に
環
境
的
に
限
定
さ
れ
、
環
境
を
表
現
し
て
い
る
。
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社
会
は
我
々
が
そ
こ
に
お
い
て
あ
る
場
所
と
し
て
、
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
る
に
個
別
的
社
会
も
、
単
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
の
で
な
く
、
同
時
に
自
己
を
超
え
た
社
会
、
自
己
が
そ
れ

に
お
い
て
あ
る
環
境
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
表
現
的
と
い
い
得
る
の
で
あ
る
。

民
族
の
如
き
も
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
共
に
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。

世
界
と
い
っ
て
も
、
世
界
一
般
が
あ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お
け
る
世
界
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
個
々
の
世
界
が
そ
れ
に
お
い
て
あ
る
世
界
、
絶
対
的
場
所
と
し
て
の
世
界
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
世
界
は

絶
対
的
に
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
過
去
現
在
未
来
に
お
け
る
一
切
の
も
の
が
そ
こ
か
ら
生
じ
、
そ
れ
に
お
い
て

あ
る
真
の
現
在
で
あ
る
。
す
べ
て
の
歴
史
的
行
為
は
か
よ
う
な
現
在
か
ら
起
り
、
こ
の
世
界
を
表
現
す
る
。
一
切

の
歴
史
的
な
も
の
は
こ
の
世
界
の
主
観
的
・
客
観
的
自
己
限
定
、
特
殊
的
・
一
般
的
自
己
限
定
と
し
て
作
ら
れ
、

こ
の
世
界
に
お
い
て
あ
る
。か
く
し
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は
歴
史
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
歴
史
的
で
あ
る
。

我
々
は
民
族
的
で
あ
る
と
共
に
世
界
的
で
あ
り
、
民
族
に
属
す
る
と
同
時
に
直
接
に
世
界
に
お
い
て
あ
る
の
で
あ

る
。人

間
は
世
界
か
ら
作
ら
れ
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
、
逆
に
世
界
を
作
っ
て
ゆ
く
。

人
間
は
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
と
し
て
、世
界
が
世
界
を
作
っ
て
ゆ
く
中
に
お
い
て
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
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我
々
の
道
徳
的
行
為
も
か
よ
う
な
世
界
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
は
、
道
徳
と
い
う
も
の
が
従
来

単
に
主
観
的
に
理
解
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
特
に
強
調
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

単
な
る
客
観
主
義
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
は
な
い
。
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
が
そ
こ
か
ら
作
ら
れ
、
そ
こ
に

あ
る
世
界
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。世
界
的
立
場
は
主
体
を
超
え
た
主
体
の
立
場
で
あ
り
、

か
よ
う
な
も
の
と
し
て
ま
た
最
も
客
観
的
な
立
場
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。世
界
は
歴
史
的
で
あ
る
故
に
、

世
界
的
立
場
は
世
界
史
的
立
場
で
あ
る
。
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
歴
史
的
で
あ
る
、
そ
れ
が
歴
史
的
で
あ
る
と

い
う
の
は
、
行
為
が
出
来
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
行
為
が
同
時
に
生
成
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

我
々
の
為
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
成
る
も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間

は
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
と
し
て
、
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
か
く
の
如
き
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
の
行

為
は
我
々
自
身
か
ら
起
る
と
同
時
に
世
界
か
ら
起
る
の
で
あ
る
。
道
徳
的
行
為
の
問
題
も
単
な
る
意
志
の
問
題
で

な
く
、
形
成
的
・
表
現
的
行
為
の
問
題
で
あ
る
。
主
体
と
主
体
と
の
表
現
的
聯
関
は
行
為
的
・
形
成
的
に
捉
え
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
単
に
解
釈
す
る
立
場
は
道
徳
的
立
場
で
は
な
い
。
道
徳
の
立
場
は
本
来
行
為
の

立
場
で
あ
る
。主
体
が
道
徳
的
に
表
現
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
的
に
表
現
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

他
の
行
為
を
喚
び
起
す
も
の
と
し
て
、
ま
た
他
の
呼
び
掛
け
に
行
為
的
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
主
体
は
道
徳
的
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に
表
現
的
で
あ
る
。
主
体
と
主
体
と
の
表
現
的
聯
関
は
、
た
だ
理
解
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
、
既
に
出
来
上
っ

た
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
の
で
な
く
、絶
え
ず
新
た
に
歴
史
的
行
為
的
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。

道
徳
は
人
と
人
と
の
行
為
的
聯
関
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
つ
ね
に
物
を
媒
介
と
し
て
い
る
。
物
の
媒
介
を

離
れ
て
人
と
人
と
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
物
は
単
な
る
物
で
な
く
、
却
っ
て
表

現
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
と
人
と
は
表
現
的
な
物
を
媒
介
と
し
て
結
び
付
く
の
で
あ
る
。
文
化
と
い
う
も
の
は
一

般
に
か
く
の
如
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
文
化
と
い
う
も
の
は
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
作
る
主
体
か

ら
離
れ
て
独
立
な
も
の
と
な
り
、
作
る
主
体
に
向
っ
て
逆
に
働
き
か
け
る
。
文
化
は
人
間
か
ら
作
ら
れ
、
逆
に
文

化
が
人
間
を
作
る
の
で
あ
る
。
文
化
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
超
越
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
私
の
作
る

も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
私
か
ら
離
れ
て
、
も
は
や
私
の
も
の
で
な
く
、
公
共
的
な
表
現
的
な
世
界
に
属
し
て
い
る
。

人
と
人
と
は
文
化
を
媒
介
と
し
て
結
び
付
い
て
い
る
。
物
の
形
成
、
文
化
の
形
成
を
離
れ
て
人
と
人
と
の
行
為
的

聯
関
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

世
界
的
立
場
は
も
と
よ
り
抽
象
的
な
世
界
主
義
の
立
場
で
は
な
い
。
世
界
は
歴
史
的
で
あ
り
、
世
界
的
立
場
は

世
界
史
的
立
場
で
あ
る
が
、
世
界
は
民
族
を
媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
民
族
は
ま
た
世
界
を

媒
介
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
歴
史
的
な
も
の
は
環
境
に
お
い
て
あ
り
、
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
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る
と
共
に
逆
に
環
境
を
限
定
す
る
。
個
人
は
民
族
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
逆
に
民
族
を
限
定
す
る
。
民
族
は
個

人
の
行
為
を
媒
介
と
し
て
世
界
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
民
族
が
世
界
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
自
己
の
本
質

を
失
う
こ
と
で
な
く
、却
っ
て
そ
れ
は
自
己
の
本
質
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
世
界
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

個
人
も
ま
た
自
己
の
本
質
を
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
民
族
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
真
に
世
界
的

に
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
別
的
な
も
の
は
一
般
的
な
も
の
と
個

別
的
な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
個
人
、
民
族
、
世
界
は
相
互
に
否
定
的
に
対
立
し
て
い
る
、
し
か
も
否
定
は
媒

介
で
あ
り
、
否
定
の
媒
介
に
よ
っ
て
物
は
具
体
的
現
実
的
に
な
る
と
い
う
の
が
弁
証
法
の
論
理
で
あ
る
。
歴
史
は

媒
介
的
に
動
い
て
ゆ
く
の
で
あ
り
、
弁
証
法
的
に
媒
介
的
で
あ
る
故
に
、
そ
こ
に
歴
史
的
運
動
が
あ
る
の
で
あ
る
。

二　
徳

す
べ
て
の
道
徳
は
、
ひ
と
が
徳
の
あ
る
人
間
に
な
る
べ
き
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
徳
の
あ
る
人
間
と
は
、
徳

の
あ
る
行
為
を
す
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
徳
は
何
よ
り
も
働
き
に
属
し
て
い
る
。
有
徳
の
人
も
、働
か
な
い
場
合
、

た
だ
可
能
的
に
徳
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
現
実
的
に
徳
が
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ア
リ



一
七
八

哲
学
入
門

ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
た
よ
う
に
、
徳
は
活
動
で
あ
る
。
ひ
と
が
徳
の
あ
る
人
間
と
な
る
の
も
、
徳
の
あ
る
行
為
を

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
如
何
な
る
活
動
、
如
何
な
る
行
為
が
徳
の
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
抽
象
的
に
答
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
人
間
的
行
為
の
性
質
を
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

人
間
は
つ
ね
に
環
境
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
。
か
く
て
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
技
術
的
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
と
、
我
々
の
行
為
は
単
に
我
々
自
身
か
ら
出
る
も
の
で
な
く
、
同
時
に
環
境
か
ら
出
る
も
の
で
あ
る
、
単
に

能
動
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
受
動
的
な
も
の
で
あ
る
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
同
時
に
客
観
的
な
も

の
で
あ
る
。
そ
し
て
主
体
と
環
境
と
を
媒
介
す
る
も
の
が
技
術
で
あ
る
。
人
間
の
行
為
が
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
徳
は
有
能
で
あ
る
こ
と
、
技
術
的
に
卓
越
し
て
い
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
徳
の
あ
る
大
工
と

い
う
の
は
有
能
な
大
工
、
立
派
に
家
を
建
て
る
こ
と
の
で
き
る
大
工
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
あ
る
べ
き
よ
う
に

家
を
建
て
る
こ
と
の
で
き
ぬ
大
工
は
大
工
の
徳
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
徳
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、

何
か
受
取
り
難
い
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
今
日
普
通
に
、
道
徳
は
意
志
の
問
題
と
考
え
ら
れ
、
徳

と
い
う
も
の
も
従
っ
て
主
観
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
、
徳
は
ま
さ

に
有
能
性
、
働
き
の
立
派
さ
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
は
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
再
び
現
れ
た
。
徳
は
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力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
同
様
の
見
方
に
属
し
て
い
る
。
実
際
、
人
間
の
行
為
は
つ
ね
に
環
境
に
お
け
る
活
動
で

あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
本
質
的
に
技
術
的
で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
徳
を
有
能
性
と
考
え
る
こ
と
、

そ
れ
を
力
と
考
え
る
こ
と
で
さ
え
も
、
理
由
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
は
単
に
意
識
の
問
題
で
な
く
、

む
し
ろ
身
体
に
よ
っ
て
意
識
か
ら
脱
け
出
る
と
こ
ろ
に
行
為
が
あ
る
。
従
っ
て
徳
と
い
う
も
の
も
単
に
意
識
に
関

係
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
芸
術
を
制
作
的
活
動
か
ら
出
立
し
て
考
察
し
、
そ
の
一
般
的

原
理
は
美
で
な
く
却
っ
て
真
理
で
あ
る
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ド
レ
ル
は
、
芸
術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
、
意
図
の
、

意
欲
の
問
題
で
な
く
、
才
能
の
、
能
力
の
問
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
我
々
は
道
徳
的
真
理
に
つ
い
て
、
同
じ

よ
う
に
、
道
徳
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
、
単
に
意
志
の
問
題
で
な
く
、
有
能
性
の
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

尤
も
、
行
為
は
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
の
技
術
的
行
為
が
道
徳
的
行
為
と
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
固
有
な
意
味
に
お
け
る
技
術
は
物
の
生
産
の
技
術
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
技
術
的
行
為
は

そ
れ
自
身
と
し
て
は
道
徳
的
と
見
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
。
道
徳
的
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
物
に
で
な
く
人

間
に
、
客
体
に
で
な
く
主
体
に
、
関
係
し
て
い
る
。
技
術
的
行
為
に
つ
い
て
徳
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て

も
、
そ
れ
は
主
体
或
い
は
人
間
に
関
係
し
て
問
題
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
が
そ
の
仕
事
に
お
い
て
忠
実
で
あ
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る
こ
と
、
良
心
的
で
あ
る
こ
と
は
、
道
徳
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
の
と
き
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、
彼
の

仕
事
で
な
く
、彼
の
人
間
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
、如
何
な
る
人
間
の
行
為
も
物
に
関
係
し
て
い
る
。
我
々

自
身
或
る
意
味
で
は
物
で
あ
り
、
人
と
人
と
の
行
為
的
聯
関
は
物
を
媒
介
と
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
人
間
の
徳

を
彼
の
仕
事
に
お
け
る
有
能
性
か
ら
離
れ
て
考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
の
み
で
な
く
、
技
術
の
意
味
を
広
く
理
解
し
て
、
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、

徳
と
有
能
性
と
の
密
接
な
関
係
は
一
層
明
瞭
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
従
来
技
術
と
い
わ
れ
た
の
は
主
と
し
て
経
済
的

技
術
で
あ
る
。
か
よ
う
に
技
術
と
い
う
と
直
ち
に
物
質
的
生
産
の
技
術
を
考
え
る
こ
と
は
、
近
代
に
お
け
る
自
然

科
学
及
び
こ
れ
を
基
礎
と
す
る
技
術
の
飛
躍
的
発
達
、
そ
れ
が
人
間
生
活
に
も
た
ら
し
た
顕
著
な
効
果
の
影
響
の

も
と
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
芸
術
と
技
術
と
が
一
つ
に
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
一

切
の
文
化
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
独
立
な
主
体
と
主
体
と
は
、
客
観
的
に
表
現
さ
れ
た

文
化
を
通
じ
て
結
合
さ
れ
る
。
主
体
と
主
体
と
は
す
べ
て
表
現
を
通
じ
て
行
為
的
に
関
係
す
る
。
人
と
人
と
が
挨

拶
を
交
す
と
き
、
そ
の
言
葉
は
す
で
に
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
挨
拶
は
修
辞
学
的
で
あ
り
、
修
辞
学

は
言
葉
の
技
術
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
彼
等
が
帽
子
を
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
ま
た
す
で
に
一
つ
の
技
術
が
あ

る
。
一
般
に
礼
儀
作
法
と
い
う
も
の
は
技
術
に
属
し
て
い
る
。
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
行
為
は
表
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現
的
に
な
る
。
礼
儀
作
法
は
道
徳
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
道
徳
的
行
為
は
技
術
と
つ

な
が
っ
て
い
る
。
礼
儀
作
法
は
一
つ
の
文
化
と
見
ら
れ
る
が
、
一
切
の
文
化
は
技
術
的
に
作
ら
れ
、
主
体
と
主
体

と
の
行
為
的
聯
関
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
経
済
は
も
と
よ
り
、
社
会
の
諸
組
織
、
諸
制
度
も
技
術
的
に
作
ら
れ

る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
人
間
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
。
人
間
は
自
然
的
・
社
会
的
環
境

に
お
い
て
、
こ
れ
に
行
為
的
に
適
応
し
つ
つ
生
活
し
て
い
る
。
自
然
に
対
す
る
適
応
と
社
会
に
対
す
る
適
応
と
は

相
互
に
制
約
す
る
。
自
然
に
対
す
る
適
応
の
仕
方
が
社
会
の
組
織
や
制
度
を
規
定
し
、
逆
に
ま
た
後
者
が
前
者
を

規
定
す
る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
と
社
会
に
対
す
る
技
術
と
は
相
互
に
聯
関
し
て
い
る
。
そ
し
て
歴
史
的
に
見
る

と
、
近
代
社
会
に
お
け
る
中
心
的
な
問
題
は
自
然
に
対
す
る
技
術
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
産
業
革
命
と
な
り
、
そ

の
後
そ
の
影
響
か
ら
重
大
な
社
会
問
題
が
生
ず
る
に
至
り
、
現
代
に
お
い
て
は
社
会
に
対
す
る
技
術
が
中
心
的
な

問
題
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
道
徳
は
外
的
な
も
の
で
な
く
、
心
の
問
題
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
更
に
心
の
技
術
と

い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
心
の
徳
も
技
術
的
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
心
は
理
性
的
な
部
分

と
非
理
性
的
な
部
分
と
か
ら
成
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
理
性
が
完
全
に
働
き
得
る
た
め
に
は
非
理
性
的
な
部
分
に

対
す
る
理
性
の
支
配
が
完
全
に
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
支
配
に
は
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
生



一
八
二

哲
学
入
門

活
の
目
的
は
非
理
性
的
な
も
の
を
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
と
理
性
的
な
も
の
と
を
調
和
さ

せ
て
美
し
き
魂
を
作
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
は
一
層
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
心
の
技
術

は
物
の
技
術
と
違
っ
て
心
を
対
象
と
す
る
技
術
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
心
に
の
み
関
係
す
る
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
技
術
も
ま
た
一
定
の
仕
方
で
環
境
に
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
物
の
技
術
に
お
い
て
は
、
技
術
の
本
質

で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
観
と
客
観
と
の
媒
介
的
統
一
は
、
物
を
変
化
し
、
物
の
形
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
に

お
い
て
実
現
さ
れ
る
、
そ
こ
に
出
来
て
く
る
の
は
物
で
あ
る
。
心
の
技
術
に
お
い
て
も
環
境
が
問
題
で
な
い
の
で

な
く
、
た
だ
そ
の
場
合
主
観
と
客
観
と
の
媒
介
的
統
一
は
、
心
を
変
化
し
、
心
の
形
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
主

体
の
側
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
か
く
し
て
「
人
間
」
が
作
ら
れ
る
と
き
、
我
々
は
環
境
の
如
何
な
る
変
化
に
対

し
て
も
自
己
を
平
静
に
保
ち
、
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
人
間
を
作
る
こ
と
が
修
養
と

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
修
養
は
修
業
と
し
て
技
術
的
に
行
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
の
技
術
は
社
会
か
ら
逃

避
す
る
た
め
の
技
術
と
な
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
身
を
修
め
る
こ
と
は
社
会
に
お
い
て
働
く
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
修
業
は
む
し
ろ
社
会
的
活
動
の
う
ち
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
環
境
を
形
成
し
て
ゆ

く
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
修
業
も
特
定
の
仕
方
に
お
い
て
主
体

と
環
境
と
を
技
術
的
に
媒
介
し
て
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
心
の
技
術
は
そ
れ
自
身
に
止
ま
る
限
り
個
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人
的
で
あ
る
、
そ
れ
は
物
の
技
術
と
結
び
付
く
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
現
実
的
に
社
会
的
意
味
を
生
じ
て
く
る
の
で

あ
る
。

技
術
的
行
為
は
専
門
的
に
分
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
自
己
の
固
有
の
活
動
に
応
じ
て
各
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固

有
の
徳
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
大
工
に
は
大
工
の
徳
が
あ
り
、
彫
刻
家
に
は
彫
刻
家
の
徳
が
あ
る
。
徳

と
は
自
己
の
固
有
の
活
動
に
お
け
る
有
能
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
そ
れ
ぞ
れ
の
徳
が
徳
と
い
わ
れ
る
の

は
、
そ
の
活
動
が
社
会
と
い
う
全
体
の
う
ち
に
お
い
て
も
つ
機
能
に
従
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
各
人
は
社
会

に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
有
し
て
い
る
。
人
間
は
つ
ね
に
役
割
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
各
人
が
自
己
の
固

有
の
活
動
に
お
い
て
有
能
で
あ
る
こ
と
が
徳
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
各
人
は
社
会
に
お
け
る
自
己
の
役
割

を
完
全
に
果
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
無
能
な
者
は
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
す
こ
と
が
で
き
ぬ
故
に
、
彼

に
は
徳
が
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
徳
が
有
能
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
社
会
的
存
在

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
徳
の
重
要
な
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
が
社
会
に
お
い
て
果
す
役
割
は
彼

の
職
能
を
意
味
し
て
い
る
。
自
己
の
職
能
に
お
い
て
有
能
で
あ
る
こ
と
は
社
会
に
対
す
る
我
々
の
責
任
で
あ
る
。

物
の
技
術
に
お
い
て
有
能
で
あ
る
こ
と
も
、
社
会
に
関
係
付
け
ら
れ
る
と
き
、
主
体
に
関
係
付
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
り
、
道
徳
的
意
味
を
も
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。
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各
人
が
専
門
に
従
っ
て
有
す
る
徳
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
徳
は
か
よ
う
に
特
殊
的

な
も
の
で
な
く
普
遍
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
大
工
が
大
工
と
し
て
有
す
る
徳
が
徳

で
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
彼
が
人
間
と
し
て
有
す
べ
き
も
の
が
徳
で
あ
る
。
か
よ
う
な
徳
は
、
彼
の
専
門
の
活

動
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
で
あ
る
。
例
え
ば
、
正
直
で
あ
る
こ
と
は
、
大
工
に

と
っ
て
必
要
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
商
人
に
と
っ
て
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
に
技
術
的
徳
と
固
有
な
意
味
に
お

け
る
徳
と
が
区
別
さ
れ
る
。
徳
は
人
間
性
に
関
わ
る
も
の
、
普
遍
人
間
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
各
人

の
固
有
な
活
動
に
関
わ
る
も
の
で
な
く
、
人
間
の
人
間
と
し
て
の
固
有
な
活
動
に
関
わ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
プ
ラ
ト
ン
が
技
術
的
徳
に
対
し
て
「
魂
の
徳
」
と
い
っ
た
の
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
道
徳
は
主
体
的
な

も
の
に
関
係
し
、
人
間
性
と
い
う
の
も
か
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
的
徳
か
ら
区
別
し
て
魂
の

徳
と
い
う
が
如
き
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
は
或
る
重
要
な
意
味
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の

活
動
に
従
事
す
る
人
間
を
離
れ
て
人
間
一
般
を
考
え
る
こ
と
は
抽
象
的
で
あ
る
。
大
工
の
人
間
は
彼
の
大
工
と
し

て
の
活
動
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
ず
、
芸
術
家
の
人
間
は
彼
の
芸
術
家
と
し
て
の
活
動
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
。

各
人
の
固
有
な
徳
か
ら
抽
象
し
て
人
間
性
一
般
の
徳
を
考
え
る
こ
と
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
技
術
的
徳
と
は
別
に

徳
そ
の
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
、
道
徳
を
単
に
意
識
の
問
題
と
見
て
、
行
為
の
立
場
か
ら
見
な
い
抽
象
的
な
見
方
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に
陥
り
易
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ゲ
ー
テ
が
考
え
た
よ
う
に
、
技
術
は
人
間
に
対
し
て
道
徳
的
教

育
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
彼
の
技
術
に
深
く
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
も
完
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
他
方
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
職
能
的
専
門
家
と
人
間
と
が
区
別
さ
れ
、
技
術
的
徳
と
魂
の
徳
と

い
う
が
如
き
も
の
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
道
徳
の
一
つ
の
重
要
な
根
拠
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
は
道
徳
の
根
拠
が
抽
象
的
な
人
間
性
一
般
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。人
間
は
す
べ
て
個
性
で
あ
る
。

そ
し
て
専
門
家
と
し
て
技
術
的
徳
を
具
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
人
の
個
性
は
形
成
さ
れ
発
達
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
自
己
の
専
門
は
自
己
の
個
性
に
応
じ
て
自
己
み
ず
か
ら
が
決
定
し
得
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
個
性
の
意
味
は
専
門
家
の
意
味
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
人
間
の
人

格
は
役
割
に
お
け
る
人
間
の
意
味
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
役
割
に
お
け
る
人
間
の
意
味
を
超
え
た
個
性
が
人
格

と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
格
と
い
っ
て
も
、
す
べ
て
の
人
に
抽
象
的
に
共
通
な
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。

人
格
は
つ
ね
に
個
性
的
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
単
に
役
割
に
お
け
る
人
間
と
の
み
見
ら
れ
な
い
超
越
的
意
味
を
も

っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
人
格
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
主
体
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
意
味
で
あ
る
。
人

間
存
在
の
超
越
性
に
お
い
て
人
格
が
成
立
す
る
。
人
格
が
或
る
超
個
人
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
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も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
に
技
術
的
徳
と
は
異
な
る
魂
の
徳
と
い
う
が
如
き
も
の
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
人
格
的
徳
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
主
体
性
の
自
覚
に
お
い
て
ペ
ル
ソ
ナ
（
格
人
）
と

は
異
な
る
ペ
ル
ゼ
ー
ン
リ
ヒ
カ
イ
ト
（
人
格
）i i

が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ペ
ル
ソ
ナ
は
も
と
俳
優
が
自
己
の
演
ず

る
役
割
に
従
っ
て
被
る
面
を
意
味
し
、
従
っ
て
役
割
に
お
け
る
人
間
の
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
単
に
役
割
に
お
け

る
人
間
で
な
く
、
人
格
で
あ
る
。
人
格
と
し
て
人
間
は
単
な
る
職
能
的
人
間
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
。
専
門
家
と

し
て
通
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
の
人
間
は
作
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
、
彼
が
単
に
専
門
家
に
止
ま
っ
て
い
る
限
り

そ
れ
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
専
門
に
あ
り
な
が
ら
専
門
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
こ
と
は
人
間
存
在
の
超
越
性
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
技
術
が
人
間
の
作
る
も
の
で
あ

り
な
が
ら
人
間
を
超
え
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、即
ち
そ
れ
が
単
に
人
間
的
な
も
の
で
な
く
世
界
的
・

歴
史
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
間
の
技
術
は
自
然
の
技
術
を
継
続
す
る
と
い
う
の

も
、
そ
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
ま
た
人
間
は
形
成
的
世
界
の
形
成
的
要
素
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

i
　「
格
人
」
と
い
う
語
は
三
木
の
放
棄
さ
れ
た
原
稿
『
哲
学
的
人
間
学
』（
第18

巻
）
で
も
使
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
造
語
か
？

Persönlichkeit

「
人
格
性
」
と
も
訳
さ
れ
る
が
、
役
割
存
在
（
格
人
）
に
対
し
て
、
人
と
し
て
の
存
在
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
？
。
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か
よ
う
に
し
て
人
間
は
役
割
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
と
同
時
に
人
格
で
あ
る
。
道
徳
は
人
格
的
関
係
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
人
格
的
関
係
は
役
割
の
関
係
か
ら
抽
象
し
て
考
え
ら
れ
ず
、
逆
に
役
割
の
関
係
は
同
時
に
人
格
的
関

係
で
あ
っ
て
道
徳
的
で
あ
る
。役
割
に
お
け
る
人
間
と
し
て
我
々
は
有
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、人
格
と
し
て
我
々

は
良
心
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
二
つ
の
こ
と
は
対
立
で
あ
り
な
が
ら
統
一
で
あ
る
。
我
々
の
役
割
は
社

会
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
、
役
割
は
つ
ね
に
全
体
か
ら
指
し
示
さ
れ
、
全
体
と
部
分
と
の
関
係
を
現
し
て
い
る
。

職
能
的
人
間
と
し
て
我
々
は
社
会
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
人
間
を
単
に
役
割
に
お
け
る
人
間
と
し
て
見

て
ゆ
け
ば
、
社
会
と
個
人
と
の
関
係
は
全
体
と
部
分
と
の
単
に
内
在
的
な
関
係
と
な
り
、
個
人
の
自
由
は
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
個
人
は
社
会
に
と
っ
て
有
機
体
の
器
官
の
如
き
も
の
と
な
り
、
単
な
る
手
段
と

し
て
存
在
す
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
は
人
格
で
あ
る
。
人
格
と
し
て
人
間
は
自
由
で
あ
る
。

彼
の
自
由
は
彼
の
存
在
の
超
越
性
に
お
い
て
成
立
す
る
。
人
間
は
社
会
に
単
に
内
在
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
同
時

に
超
越
的
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
社
会
を
超
え
て
い
る
、
我
々
が
単
に
民
族
的
で
な
く
同

時
に
人
類
的
で
あ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。
社
会
か
ら
い
え
ば
、
社
会
は
個
人
に
対
し
て
単
に
超
越

的
で
あ
る
の
で
な
く
、
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
社
会
は
我
々
の
外
に
あ
る
の
で
な
く
我
々
の
内
に
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
真
に
内
な
る
も
の
は
真
に
外
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
外
な
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る
も
の
よ
り
も
な
お
外
な
る
も
の
と
し
て
真
に
内
な
る
も
の
で
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
内
な
る
人
類
と
い
う
も

の
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
真
に
外
な
る
も
の
と
し
て
最
も
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

は
抽
象
的
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
人
類
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
存
在
の
根
拠
と
し
て
の
世
界
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
我
々
は
人
格
と
し
て
社
会
を
超
え
る
と
い
っ
て
も
、
個
人
的
非
社
会
的
で
あ
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
我
は
汝
に
対
し
て
我
で
あ
り
、
我
の
存
在
根
拠
で
あ
る
も
の
は
同
時
に
汝
の
存
在
根
拠
で
あ
る

こ
と
な
し
に
は
我
の
存
在
根
拠
で
あ
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。し
か
も
真
に
内
な
る
も
の
は
真
に
外
な
る
も
の
で
あ
り
、

外
な
る
も
の
を
離
れ
て
内
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
、現
実
の
世
界
と
は
別
に
世
界
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

世
界
は
自
己
形
成
的
世
界
で
あ
る
、
世
界
は
世
界
を
作
っ
て
ゆ
く
、
人
間
は
創
造
的
世
界
の
創
造
的
要
素
で
あ
る
。

我
々
の
役
割
は
単
に
社
会
か
ら
書
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
他
方
我
々
自
身
が
自
由
に
書
き
得
る
も
の

で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
社
会
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
我
々
自
身
の
定
め
る
も
の
で
あ
る
。

我
々
は
社
会
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
、
逆
に
我
々
が
社
会
を
限
定
す
る
。
我
々
は
社
会
に
働
き
か
け
社
会
を
変

化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
役
割
を
創
造
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
職
能
は
固
定
的
な
も
の
で
な
く
、

歴
史
的
に
、
言
い
換
え
る
と
、
主
観
的
・
客
観
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
役
割
に
お
け
る
人
間
と
し
て
我
々

は
社
会
に
と
っ
て
の
手
段
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
格
と
し
て
我
々
は
自
己
目
的
で
あ
る
。
人
間
は
自
己
目
的
で
あ
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る
と
同
時
に
手
段
で
あ
る
と
い
う
二
重
の
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

さ
て
右
に
述
べ
た
よ
う
に
徳
と
技
術
と
が
結
び
付
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
徳
と
知
と
の
結
合
は
お
の
ず
か
ら
明

瞭
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
技
術
は
知
識
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
行
為
が
技
術
的
で
あ
る
限
り
、
行
為
に
お
け
る
発

展
は
知
識
に
お
け
る
発
展
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る
。
徳
と
知
と
を
分
離
的
に
考
え
る
こ
と
は
、行
為
を
技
術
的
・

形
成
的
行
為
と
し
て
根
本
的
に
把
握
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
技
術
と
い
う
の
は
、
も
と

よ
り
単
に
自
然
に
対
す
る
技
術
を
の
み
意
味
し
な
い
。
む
し
ろ
す
で
に
い
っ
た
如
く
、
社
会
に
対
す
る
技
術
が
今

日
極
め
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
政
治
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
ア
ル
ヒ
テ
ク
ト

ニ
ッ
シ
ュ
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
目
的
と
な
る
よ
う
な
技
術
、
他
の
技
術
に
対

し
て
総
企
画
的
に
そ
の
位
置
と
関
係
を
示
す
指
導
的
な
技
術
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
政
治
学
と
倫

理
学
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
は
本
性
上
「
社
会
的
動
物
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
政
治
学
と
倫
理
学
と

は
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
政
治
の
目
的
は
、
如
何
に
し
て
「
善
い
国

民
」
で
あ
る
こ
と
と
「
善
い
人
間
」
で
あ
る
こ
と
と
を
統
一
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
人
間
は
「
善
い
国

民
」
の
意
味
に
お
い
て
社
会
に
ど
こ
ま
で
も
内
在
的
で
あ
る
。
従
っ
て
仮
に
自
己
の
属
す
る
社
会
が
悪
い
と
し
て

も
、
そ
の
社
会
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
社
会
に
仕
え
る
こ
と
が
彼
の
義
務
で
あ
る
と
い
わ
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れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
は
同
時
に
「
善
い
人
間
」
の
意
味
に
お
い
て
そ
の
社
会
を
超
え
た
も
の
で

あ
る
。
自
己
の
自
発
的
な
行
為
に
よ
っ
て
自
己
が
そ
の
中
に
い
る
社
会
を
善
く
し
て
ゆ
く
こ
と
が
人
間
の
義
務
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
社
会
は
我
々
が
作
る
も

の
で
あ
る
。
人
間
は
閉
じ
た
社
会
に
属
す
る
と
同
時
に
開
い
た
社
会
に
属
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
矛
盾
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
形
成
的
発
展
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
善
い
国
民
で
あ
る
こ
と
と
善
い
人
間
で
あ
る
こ
と
と
が

統
一
さ
れ
て
ゆ
く
に
従
っ
て
、
民
族
は
世
界
的
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
世
界
は
世
界
的
に

な
っ
て
ゆ
く
。
世
界
が
世
界
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
歴
史
の
目
的
で
あ
る
。
世
界
は
開
い
た
も
の
と
し
て
到
る

処
中
心
を
有
す
る
円
の
如
く
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
界
が
世
界
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
無
数
の
独
立
な
も
の

が
独
立
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
一
つ
に
結
び
付
い
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
個
別
的
な
も
の

が
な
く
な
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
「
形
の
多
様
性
」
は
自
然
の
、
歴
史
的
自
然
の
意
志
で
あ
る
。

三　

行
為
の
目
的

行
為
に
は
目
的
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
行
為
は
意
志
に
基
づ
い
て
起
り
、
意
志
は
目
的
を
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も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
一
般
に
知
識
の
目
的
が
真
理
で
あ
る
よ
う
に
、
道
徳
的
行
為
の
目
的
は
善
と
呼
ば
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
善
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
道
徳
の
根
本
問
題
に
な
っ
て
く
る
。

行
為
の
目
的
は
快
楽
で
あ
る
と
す
る
の
は
快
楽
説
で
あ
る
。
そ
れ
と
つ
な
が
っ
て
、
行
為
の
目
的
は
幸
福
で
あ

る
と
す
る
幸
福
説
が
あ
る
。
幸
福
は
何
等
か
の
快
楽
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
快
楽
は
主
観
的
な
も
の
で
あ

り
、
各
個
人
に
よ
っ
て
快
楽
と
す
る
も
の
は
異
な
る
故
に
、
快
楽
を
目
的
と
す
る
場
合
、
道
徳
は
客
観
性
の
な
い

も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
何
等
か
客
観
的
な
標
準
を
求
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
快
楽
と
い
う
も
の
を
量
化
し

て
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
も
し
快
楽
に
肉
体
的
快
楽
と
精
神
的
快
楽
と
い
う
よ
う
な
性
質
的
差
別
を
認
め
、

我
々
の
求
む
べ
き
も
の
は
肉
体
的
快
楽
で
な
く
て
精
神
的
快
楽
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
主
張
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
す
で
に
道
徳
の
基
準
を
快
楽
以
外
の
も
の
か
ら
取
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
快
楽
を
無
差
別
に
た
だ
量
的
に

考
え
る
の
で
な
け
れ
ば
快
楽
説
は
純
粋
で
な
い
。し
か
る
に
心
理
現
象
は
本
来
す
べ
て
性
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

量
的
に
考
え
る
こ
と
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
功
利
主
義
者
ミ
ル
の
如
き
も
、
幸
福
な
豚
に
な
る
よ
り
も
不
幸
な

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
な
る
こ
と
を
選
ぶ
と
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
も
し
か
よ
う
に
考
え
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
快
楽
説

の
自
殺
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
次
に
我
々
は
快
楽
を
求
め
て
快
楽
を
得
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
一
時
の
快
楽
を
否

定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
快
楽
に
達
す
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
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純
粋
な
快
楽
説
に
と
っ
て
は
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
快
楽
説
は
元
来
あ
ら
ゆ
る
超
越
的
な
も
の

を
認
め
な
い
内
在
論
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
快
楽
説
に
と
っ
て
は
刹
那
主
義
が
当
然
の
締
結
で
あ
る
。
一
時
の
快

楽
を
否
定
し
て
後
の
一
層
永
続
的
な
快
楽
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
行
為
に
何
等
か
の
超
越
的
な
目
的

を
認
め
る
こ
と
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
快
楽
に
性
質
的
な
差
別
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
更
に
我
々
の
行
為
が
身

体
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
が
快
楽
を
離
れ
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
身
体
と

い
う
も
の
も
物
体
と
は
異
な
り
、
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
も
ま
た
超
越
的
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
人
間
が
超
越
的
で
あ
る
の
は
単
に
い
わ
ゆ
る
精
神
に
お
い
て
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
全
体
の
存
在
に

お
い
て
で
あ
る
。
人
間
の
感
性
は
ど
こ
ま
で
も
人
間
的
で
あ
っ
て
、
単
に
動
物
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
即
ち
そ

れ
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
つ
ね
に
快
楽
を
求
め
て
行
為
す
る
と
い

う
の
で
な
く
、
む
し
ろ
し
ば
し
ば
悲
劇
的
な
も
の
、
快
楽
や
幸
福
を
否
定
す
る
も
の
を
求
め
て
さ
え
行
為
す
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
快
楽
説
は
、
抽
象
的
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
（
楽
天
説
）
に
立
っ
て
い
る
。
ま
た
更
に
快
楽
は
多

く
の
場
合
我
々
自
身
に
依
存
す
る
の
で
な
く
、
我
々
の
外
部
に
あ
る
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己
の
外

部
に
あ
る
物
に
依
存
し
、
或
い
は
他
の
人
間
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
。
従
っ
て
快
楽
を
目
的
と
す
る
行
為
は
自

律
的
で
な
く
て
他
律
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
行
為
は
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
自
律
的
で
な
い
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と
こ
ろ
に
自
由
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
と
内
在
論
の
上
に
立
つ
快
楽
説
に
お
い
て
は
自
由
は
認
め
ら
れ
な
い
。

自
由
の
根
拠
は
人
間
存
在
の
超
越
性
で
あ
る
。

快
楽
は
生
命
に
対
す
る
功
利
的
価
値
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
快
楽
説
は
功
利
主
義
的
で
あ
る
の
が
つ
ね
で

あ
り
、
功
利
主
義
は
ま
た
快
楽
説
的
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
我
々
の
生
活
は
環
境
に
お
け
る
生
活
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
我
々
の
行
為
が
何
等
か
功
利
性
を
目
差
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
ず
、
そ
の
限
り
功
利
主
義
は

理
由
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
我
々
に
と
っ
て
環
境
で
あ
る
の
は
何
よ
り
も
社
会
で
あ
る
。
我
々
は
本
質
的
に

社
会
的
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
も
と
唯
ひ
と
り
幸
福
に
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
社
会
の
う
ち
に
不
幸
な

人
間
が
存
在
す
る
場
合
、
我
々
は
真
に
幸
福
に
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
快
楽
と
か
幸
福
と
か

と
い
う
も
の
も
社
会
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
功
利
主
義
者
ベ
ン
サ
ム
は
最
大
多
数
の
最
大
幸
福

と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
道
徳
の
原
理
と
し
て
い
る
。
快
楽
説
は
個
人
的
快
楽
説
か
ら
社
会
的
快
楽
説
に
な
っ
た
。

と
こ
ろ
で
先
ず
最
大
幸
福
と
い
う
観
念
は
、
幸
福
を
単
に
量
的
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
快
楽
を

量
的
に
見
る
機
械
的
な
合
理
主
義
に
立
っ
て
い
る
。
次
に
最
大
多
数
と
い
う
観
念
は
、
真
に
社
会
的
な
見
方
に
立

つ
も
の
で
な
く
、
社
会
を
個
人
の
和
と
見
る
個
人
主
義
的
な
見
方
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
個
人
が
め
い

め
い
自
由
に
自
己
の
幸
福
と
考
え
る
も
の
を
飽
く
ま
で
も
追
求
す
る
と
き
、
そ
こ
に
自
然
に
社
会
全
体
の
幸
福
が
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結
果
す
る
と
考
え
る
の
が
ベ
ン
サ
ム
の
社
会
的
快
楽
説
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
根
柢
に
は
予
定
調
和
の
形
而
上
学

の
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
は
、
快
楽
と
か
幸
福
と
か
を
道
徳
の
原
理
と
す
る
こ
と
は
、
道
徳
の
原
理
を
内
容
に
求
め
る

も
の
と
し
て
排
斥
し
た
。
道
徳
は
普
遍
妥
当
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
意
志
の
内
容
は
普
遍
的

な
も
の
で
あ
り
得
ず
、
従
っ
て
そ
れ
を
原
理
と
す
る
と
き
、
道
徳
の
普
遍
妥
当
性
は
基
礎
付
け
ら
れ
な
い
。
快
楽

説
や
功
利
主
義
な
ど
は
相
対
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
道
徳
の
普
遍
妥
当
性
は
内
容
に
で
な
く
形
式
に

求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
カ
ン
ト
は
主
張
し
た
。
知
識
の
場
合
、
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
が
思
惟
の
形
式
に
求

め
ら
れ
た
よ
う
に
、
道
徳
の
場
合
に
も
、
そ
の
普
遍
妥
当
性
の
根
拠
が
意
志
の
形
式
に
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

道
徳
の
形
式
は
意
志
の
形
式
と
し
て
主
観
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式
主
義
は
主
観
主
義
で
あ
る
。
か
よ
う

な
主
観
主
義
は
、
道
徳
に
お
い
て
は
実
際
に
ど
う
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
な
く
、
何
を
為
す
べ
き
か
と
い

う
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
道
徳
は
事
実
に
で
な
く
当
為
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
こ
の
場
合
、
知
識
の
場

合
に
お
け
る
よ
り
も
一
層
理
由
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
道
徳
は
命
令
の
性
質
を
具
え
て
い
る
、
そ
の
命
令

は
絶
対
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
内
容
を
顧
慮
す
れ
ば
、
し
か
じ
か
で
あ
る
な
ら
ば
し
か
じ
か
の
こ
と

を
せ
よ
と
い
う
よ
う
に
、
命
令
は
仮
言
的
に
な
り
、
断
言
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
道
徳
の
命
令
が
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絶
対
的
即
ち
断
言
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
形
式
主
義
の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
は
か
よ
う
な
断
言
的

命
令
と
し
て
、「
汝
の
意
志
の
格
率
が
如
何
な
る
時
に
も
同
時
に
普
遍
的
な
立
法
の
原
理
と
し
て
妥
当
し
得
る
よ

う
に
行
為
せ
よ
」
と
い
う
こ
と
を
掲
げ
た
。
カ
ン
ト
の
形
式
主
義
は
、
快
楽
や
幸
福
が
行
為
の
動
機
と
な
る
こ
と

を
一
切
斥
け
て
、
道
徳
的
行
為
は
純
粋
に
義
務
の
た
め
に
義
務
を
行
う
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
の
倫
理
説
は
厳
粛
主
義
と
称
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
道
徳
に
お
け
る

心
情
の
純
粋
性
を
要
求
す
る
。「
こ
の
世
に
お
い
て
も
、
ま
た
こ
の
世
の
ほ
か
に
お
い
て
も
、
無
制
約
的
に
善
と

呼
ば
る
べ
き
は
、善
な
る
意
志
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
」、と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
彼
の
倫
理
は
「
心
情
の
倫
理
」

で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

心
情
の
倫
理
が
絶
対
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
超
個
人
的
な
普
遍
的
な
理
性
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
依
る
の
で

あ
る
。
カ
ン
ト
に
従
う
と
、
実
践
理
性
は
自
律
的
で
あ
り
、
自
己
が
自
己
の
立
法
者
で
あ
る
。
我
々
の
行
為
は
理

性
の
普
遍
的
法
則
に
対
す
る
尊
敬
の
感
情
か
ら
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
、
も
し
道
徳
の
基
礎
が
か
よ
う

に
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
我
々
が
道
徳
法
に
合
致
す
れ
ば
す
る
だ
け
、
我
々
は
個
性
で
あ
る

こ
と
を
や
め
、
従
っ
て
人
格
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
格
は
ど
こ
ま
で
も
個
性
的
な
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
が
超
個
人
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
性
と
い
う
抽
象
的
一
般
的
な
本
質
に
依
る
の
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で
な
く
、
却
っ
て
人
間
が
そ
の
全
体
の
存
在
に
お
い
て
超
越
的
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
善
な
る
意
志
に
基
づ
い
て

な
さ
れ
る
行
為
が
内
容
的
な
動
機
を
含
ま
ず
、
無
動
機
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
の
も
、
人
間
存
在
の
超
越
性
に

依
っ
て
で
あ
る
。
た
だ
主
観
的
な
動
機
か
ら
で
な
く
、
客
観
的
な
命
令
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
が
道
徳
的
で
あ

る
。
己
れ
を
な
く
す
る
と
き
、
表
現
的
な
も
の
は
そ
の
も
の
と
し
て
顕
わ
に
な
り
、
我
々
に
命
令
的
に
働
き
か
け

て
く
る
。
表
現
的
な
も
の
が
命
令
的
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
超
越
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
外
か
ら
の
命
令
に
従
っ
て
我
々
が
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る
外
的
強
制
に
従
う
と
い
う
こ
と

で
な
く
、
却
っ
て
真
に
内
か
ら
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
真
に
自
己
自
身
に
内
在
的
な
も
の
は
超
越
的
な
も
の

に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
主
観
的
な
自
己
を
殺
し
て
こ
の
も
の
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
は
真
の
自
己
と
な
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
行
為
は
単
に
意
識
の
内
部
に
お
け
る
現
象
で
な
く
、
行
為
す
る
と
は
却
っ
て
意
識
か
ら
脱
け
出
す
こ
と

で
あ
る
。
行
為
す
る
に
は
身
体
が
必
要
で
あ
る
。
我
々
の
自
己
は
身
体
的
な
自
己
で
あ
る
。
従
っ
て
快
楽
と
か
幸

福
と
か
と
い
う
感
性
的
な
も
の
も
、
行
為
に
と
っ
て
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
要
素
で
あ
る
。
パ
ス
カ
ル
の
い
っ

た
如
く
、
す
べ
て
の
人
間
は
幸
福
を
求
め
て
お
り
、
そ
れ
に
は
例
外
が
な
い
。
幸
福
を
軽
ん
ず
る
者
も
、
そ
れ
自

身
の
仕
方
で
幸
福
を
求
め
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
内
容
を
も
た
ぬ
単
に
形
式
的
な
意
志
と
い
う
も
の
は
あ



一
九
七

第
二
章
　
行
為
の
問
題

り
得
な
い
。
我
々
の
行
為
は
つ
ね
に
環
境
に
お
け
る
行
為
で
あ
り
、
環
境
に
適
応
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々

の
生
命
は
維
持
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
す
べ
て
の
行
為
は
生
命
価
値
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
功
利
的
な

も
の
で
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
の
い
っ
た
如
く
、
す
べ
て
の
個
体
は
そ
の
存
在
に
お
い
て
能
う
限
り
持
続
す
る
こ
と
に

努
め
て
い
る
。
我
々
の
行
為
は
一
定
の
環
境
に
お
け
る
行
為
と
し
て
、
単
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き

ず
、
内
容
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
意
志
は
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
現
実
的
に
歴
史
的

に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

と
こ
ろ
で
行
為
は
意
識
の
外
部
に
出
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
つ
ね
に
社
会
的
に
結
果
を
生
ず
る
で
あ
ろ

う
。
我
々
は
社
会
的
存
在
と
し
て
我
々
の
行
為
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
を
単
に
動
機

か
ら
の
み
見
て
、動
機
さ
え
善
け
れ
ば
行
為
は
善
で
あ
る
と
考
え
る
動
機
説
は
、主
観
主
義
、個
人
主
義
で
あ
っ
て
、

行
為
を
本
質
的
に
社
会
的
な
も
の
と
考
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
誤
謬
で
あ
る
。
自
己
の
行
為
を
完
全
に
為
し

能
う
た
め
に
知
識
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
、
我
々
の
社
会
的
責
任
と
し
て
我
々
に
要
求
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
倫
理
は
「
心
情
の
倫
理
」
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、「
責
任
の
倫
理
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
責
任
の

倫
理
は
自
己
の
行
為
の
結
果
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ
と
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
知
識
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い

の
で
あ
る
。
我
々
は
知
識
に
よ
っ
て
我
々
の
行
為
の
社
会
的
結
果
を
で
き
る
だ
け
予
見
し
て
行
為
し
な
け
れ
ば
な
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ら
ぬ
。
責
任
の
倫
理
は
行
為
の
結
果
を
重
ん
ず
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
結
果
さ
え
善
け
れ
ば
行
為
は
善
い

と
考
え
る
い
わ
ゆ
る
結
果
説
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
結
果
説
に
は
人
格
的
な
見
方
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
は
自
己

を
も
他
を
も
人
格
と
し
て
認
め
な
い
と
こ
ろ
か
ら
却
っ
て
最
も
無
責
任
な
こ
と
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
人
格

と
は
或
る
内
面
的
な
も
の
で
あ
り
、
内
面
性
な
く
し
て
人
格
は
な
い
。
結
果
を
考
え
る
こ
と
を
他
律
的
と
し
て
排

斥
す
る
カ
ン
ト
の
倫
理
学
に
お
い
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
は
、
人
格
の
内
面
性
で
あ
る
。
人
格
は
自
由
な
も
の
、
自

律
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
格
は
真
に
責
任
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
我
々

の
行
為
に
お
い
て
社
会
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
い
る
と
共
に
自
己
自
身
に
対
し
て
責
任
を
も
っ
て
い
る
。
自
己

の
人
格
を
尊
重
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
に
対
し
て
責
任
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

倫
理
は
心
情
の
倫
理
と
責
任
の
倫
理
と
の
統
一
で
あ
る
。

し
か
し
我
々
の
行
為
は
単
に
我
々
自
身
か
ら
起
る
も
の
で
な
く
、
環
境
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
て
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
環
境
が
我
々
を
喚
び
起
す
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が

表
現
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
環
境
に
お
い
て
あ
る
も
の
が
表
現
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
主

観
的
に
、
例
え
ば
感
情
移
入
の
作
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
へ
意
味
を
投
入
し
た
と
い
う
が
如
き
こ
と
で
は
な
い
。

表
現
的
な
も
の
の
表
現
す
る
意
味
は
単
に
心
理
的
な
も
の
で
な
く
、
超
越
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
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う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
が
我
々
に
呼
び
掛
け
る
と
い
う
こ
と
は
絶
対
的
な
命
令
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
呼

び
掛
け
に
対
す
る
答
と
し
て
我
々
の
行
為
は
客
観
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
表
現
的
な
も
の
に
呼
び
掛
け
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
我
々
の
行
為
は
そ
れ
自
身
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
表
現
作
用
は
形
成
作
用

で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
行
為
に
よ
っ
て
我
々
の
人
間
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
人
間
は
与
え
ら
れ
た
も
の

で
な
く
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
自
己
形
成
こ
そ
人
間
の
幸
福
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
地
の
子
ら
の
最
大
の

幸
福
は
人
格
で
あ
る
」、
と
ゲ
ー
テ
は
い
っ
た
。
我
々
の
人
格
は
我
々
の
行
為
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
自
己
実
現
と
い
う
が
如
き
こ
と
で
は
な
い
。
道
徳
は
自
己
実
現
で
あ
る
と
考
え
る
い
わ

ゆ
る
自
己
実
現
説
は
、
一
個
の
内
在
論
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
実
現
と
は
自
己
の
う
ち
に
含
蓄
的
に
あ
っ
た
も
の
が
顕

現
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
に
は
超
越
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
人
格
と
い
う
も
の
も
人
間

存
在
の
超
越
性
に
お
い
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
我
々
は
単
に
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
作
る
の
で
は
な

い
、
我
々
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
環
境
は
し
か
し
逆
に
我
々
の
作
る
も
の
で
あ
り
、
我
々
は
環

境
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
自
身
を
形
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

我
々
の
行
為
は
客
観
的
表
現
か
ら
喚
び
起
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
主
体
的
に
見
る
と
、
ど
こ
ま
で
も
無
目
的
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
己
れ
を
空
し
く
す
る
に
従
っ
て
客
観
は
我
々
に
対
し
て
真
に
表
現
的
な
も
の
と
な
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る
の
で
あ
る
。
し
か
し
客
観
的
に
見
る
と
、
我
々
の
行
為
は
つ
ね
に
限
定
さ
れ
た
も
の
に
向
う
も
の
と
し
て
目
的

を
も
っ
て
い
る
。
我
々
の
行
為
に
は
つ
ね
に
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
目
的
が
あ
る
。
目
的
と
い
う
も
の
は
、
主
体

が
作
為
し
て
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
現
実
そ
の
も
の
の
う
ち
に
、
そ
の
客
観
的
表
現
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
は
客
観
的
に
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
現
実
を
科
学
的
に
認
識
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
我
々
の
行
為
の
目
的
を
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
歴
史
の
必
然
的
な
発
展
の
方
向
の
う
ち
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
歴
史
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
単
に
客
観
的
な
も
の
は
目
的
と
い
う
こ
と
も
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
我
々
に
と
っ
て
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
我
々
が
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
の

形
成
的
要
素
と
し
て
、我
々
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
勝
手
に
歴
史
を
作
り
得
る
も
の
で
な
く
、我
々

の
目
的
は
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
成
的
世
界
に
お
け
る
形
成
的
要
素
と
し
て
、
我
々
の
行
為
は

本
来
つ
ね
に
職
能
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
世
界
の
我
々
に
対
す
る
呼
び
掛
け
が
我
々
に
と
っ
て
の
使
命

で
あ
る
。
職
能
は
使
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
使
命
は
ま
た
職
能
に
即
し
て
歴
史
的
・
社
会
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
単
に
客
観
的
な
も
の
は
使
命
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
外
か
ら
の
呼
び
掛
け
が
内
か
ら
の
呼
び
掛

け
で
あ
り
、
内
か
ら
の
呼
び
掛
け
が
外
か
ら
の
呼
び
掛
け
で
あ
る
と
こ
ろ
に
使
命
は
あ
る
。
真
に
自
己
自
身
に
内

在
的
な
も
の
が
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
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の
が
真
に
自
己
自
身
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
使
命
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な

使
命
に
従
っ
て
行
為
す
る
こ
と
は
、
世
界
の
呼
び
掛
け
に
応
え
て
世
界
に
お
い
て
形
成
的
に
働
く
こ
と
で
あ
り
、

同
時
に
自
己
形
成
的
に
働
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
を
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
活
か
す
こ
と
で
あ
り
、

自
己
を
活
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
環
境
を
活
か
す
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
使
命
的
存
在
で
あ
る
。
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技
術
の
本
質

第
一
節　

技
術
的
行
為

技
術
と
い
う
も
の
を
如
何
に
考
え
る
に
し
て
も
、そ
れ
が
行
為
に
関
わ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
為
す
こ
と
、

為
し
能
う
こ
と
が
技
術
に
お
い
て
は
決
定
的
で
あ
る
。
故
に
技
術
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
は
行
為
と
い
う
も
の

か
ら
考
え
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

心
理
学
者
が
い
う
よ
う
に
、
行
為
は
刺
戟
に
対
す
る
反
応
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
作
用
に
対
す
る
反

作
用
で
あ
る
。
主
体
が
環
境
か
ら
作
用
さ
れ
、
逆
に
主
体
は
環
境
に
作
用
す
る
。
そ
こ
に
適
応
と
い
う
関
係
が
認

め
ら
れ
る
。
主
体
は
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
き
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
適
応
は
さ
し
あ
た
り
反
射
的
に

或
い
は
本
能
的
に
行
わ
れ
る
。
そ
の
場
合
適
応
は
直
接
的
で
あ
る
。
反
射
的
或
い
は
本
能
的
行
為
は
確
実
で
あ
る

が
、
そ
の
適
応
に
は
限
界
が
あ
っ
て
、
変
化
し
た
新
し
い
環
境
に
対
し
て
は
無
力
で
あ
る
。
従
っ
て
何
等
か
新
し

い
行
為
の
形
が
発
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
行
為
は
も
は
や
直
接
的
で
な
く
、
間
接
的
な
路
を
と
る
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
技
術
と
い
う
も
の
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
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か
よ
う
な
技
術
の
発
生
的
原
型
は
、
類
人
猿
に
つ
い
て
の
ケ
ー
ラ
ー
の
有
名
な
実
験
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う( W

. K
öhler, Intelligenzprüfungen an M

enschenaffen.)

。
ケ
ー
ラ
ー
の
実
験
に
お
い
て
先
ず
類

人
猿
は
、
得
よ
う
と
す
る
餌
に
達
す
る
ま
っ
す
ぐ
な
路
が
塞
が
れ
て
い
る
場
合
、
迂
り
路
を
し
て
目
的
物
を
手
に

入
れ
る
こ
と
に
成
功
す
る
が
、
迂
り
路
を
す
る
こ
と
は
動
物
に
と
っ
て
新
し
い
行
動
の
形
の
発
明
で
あ
る
。
迂
り

路
を
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
続
く
過
程
を
度
外
視
し
て
そ
れ
だ
け
考
え
る
と
、
目
的
に
関
係
が
な
い
よ
う
に
見
え

る
部
分
を
含
ん
で
い
る
。
強
度
の
迂
り
路
の
場
合
に
は
、
そ
の
部
分
を
分
離
し
て
考
え
る
と
、
意
味
倒
錯
の
行
動

断
片
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
目
標
か
ら
遠
ざ
か
る
方
へ
進
む
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
そ
れ
を
全

体
の
過
程
の
部
分
と
し
て
考
え
る
と
、
全
体
の
迂
り
路
と
そ
の
各
断
片
は
、
意
味
あ
る
全
体
の
中
で
欠
く
こ
と
の

で
き
ぬ
部
分
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
迂
り
路
を
し
て
目
的
物
を
獲
得
す
る
類
人
猿
の
行

動
は
、
そ
の
場
面
の
洞
察Einsicht 

を
も
っ
て
為
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
知
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
ケ
ー
ラ
ー
の
実
験
に
お
い
て
、
場
面
を
一
層
難
か
し
く
し
て
、
も
は
や
可
能
な
迂
り
路
の
余
地

は
な
く
、
ま
た
自
己
の
身
体
の
形
を
周
囲
の
空
間
に
適
応
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
得
よ
う
と
す
る
餌
に
届
か
な

い
場
合
、
類
人
猿
は
そ
こ
に
あ
る
棒
の
よ
う
な
第
三
の
物
体
の
助
を
借
り
る
と
い
う
間
接
的
な
形
式
で
目
的
物
を

手
に
入
れ
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。
か
よ
う
に
物
的
な
仲
介
物
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
と
目
的
物
と
を



二
〇
五

第
一
章
　
技
術
の
本
質

連
絡
さ
せ
る
と
き
、
道
具
の
使
用
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
棒
は
類
人
猿
の
一
種
の
万
能
工
作
具
で
あ
る
、
彼
等

は
殆
ど
あ
ら
ゆ
る
生
活
情
況
に
お
い
て
棒
を
も
っ
て
何
か
し
ら
工
作
す
る
、
と
ケ
ー
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
道
具

の
使
用
は
動
物
に
と
っ
て
全
く
新
し
い
行
動
の
形
の
発
明
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
先
ず
棒
を
掴
む
こ
と
は
、

後
の
行
動
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
そ
れ
だ
け
考
え
る
と
、
目
的
に
と
っ
て
は
全
然
ど
う
で
も
宜
い
行
動
で
あ
る
、

そ
れ
は
目
的
物
に
少
し
も
接
近
さ
せ
る
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
無
意
味
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
れ
を
全
体
の
過
程

の
中
に
入
れ
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
意
味
あ
る
全
体
の
中
で
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
部
分
と
し
て
の
意
味
を
担
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ラ
ー
は
更
に
類
人
猿
に
つ
い
て
道
具
の
製
作
と
呼
ば
れ
る
行
動
を
実
験
し
た
。
当
初
は
場

面
に
す
ら
す
ら
と
適
合
し
な
い
道
具
を
使
用
し
得
る
よ
う
に
準
備
す
る
副
次
的
行
動
が
道
具
の
製
作
と
看
做
さ
れ

る
。例
え
ば
、二
本
の
葦
の
茎
の
ど
れ
も
が
餌
に
届
か
な
い
場
合
、そ
の
細
い
方
を
太
い
方
の
口
に
少
し
差
し
込
み
、

そ
れ
で
餌
を
引
き
寄
せ
る
と
き
、
二
本
の
葦
の
茎
を
接
ぐ
と
い
う
類
人
猿
の
行
動
は
道
具
の
製
作
で
あ
る
。
こ
の

場
合
に
も
、
こ
の
準
備
行
動
は
、
そ
れ
を
孤
立
し
た
断
片
と
し
て
抽
出
す
る
と
、
終
局
の
目
標
と
何
等
関
係
が
な

い
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
余
の
行
動
、
特
に
道
具
の
使
用
と
一
緒
に
考
え
る
と
、
目
的
に
対
し
て
意
味
あ
る
も

の
に
な
る
の
で
あ
る
。
ケ
ー
ラ
ー
の
実
験
は
技
術
と
い
う
も
の
の
い
わ
ば
発
生
的
原
型
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味

が
深
い
。
も
と
よ
り
類
人
猿
は
な
お
固
有
の
意
味
に
お
け
る
技
術
を
も
っ
て
い
な
い
。
固
有
の
意
味
に
お
け
る
技
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術
は
人
間
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
る
。
類
人
猿
は
他
の
動
物
よ
り
す
ぐ
れ
て
人
間
に
近
い
に
し
て
も
、
多
く
の
重

要
な
点
に
お
い
て
人
間
と
相
違
し
て
い
る
。
彼
等
と
極
め
て
未
開
な
人
間
と
を
比
較
し
て
も
、
抹
殺
す
る
こ
と
の

で
き
ぬ
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
等
は
何
よ
り
も
言
語
を
持
た
な
い
し
、
ま
た
彼
等
の
精
神

的
生
活
時
間
は
甚
だ
狭
く
局
限
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
の
技
術
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
貧
弱
で
あ
る
の
み
で
な
く
、

そ
の
本
質
に
お
い
て
も
不
完
全
で
あ
る
。
こ
の
場
合
技
術
は
手
続
の
純
化
さ
れ
た
全
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は

な
い
。
そ
れ
は
彼
等
の
技
倆
と
並
ん
で
存
在
す
る
精
神
的
財
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
技
倆
と
し
て
の
み
存
在
す
る

の
で
あ
る
。
固
有
の
意
味
に
お
け
る
技
術
は
主
観
的
な
技
倆
と
は
異
な
る
客
観
的
な
精
神
的
財
と
し
て
の
存
在
を

も
っ
て
い
る
。
類
人
猿
に
と
っ
て
道
具
は
選
択
し
得
る
手
続
の
属
性
の
意
味
に
於
け
る
補
助
手
段
で
な
く
、
却
っ

て
唯
一
の
為
し
得
る
行
動
の
条
件
で
あ
る
。

技
術
は
元
来
新
し
い
行
動
の
形
の
発
明
で
あ
る
。
ケ
ー
ラ
ー
の
実
験
が
示
し
て
い
る
の
は
、
技
術
が
そ
の
発
生

的
原
型
に
お
い
て
、
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
た
め
の
新
し
い
行
動
の
形
の
発
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
よ
う
な
技
術
の
本
質
は
、
こ
れ
と
本
能
と
を
比
較
し
て
み
る
と
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
蜂
や
蜘
蛛
の

巣
は
一
見
み
ご
と
な
技
術
的
作
品
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
手
の
届
か
ぬ
所
に
あ
る
バ
ナ
ナ
を
取
る
た
め
に
棒
を
使

っ
た
り
、
た
ど
た
ど
し
く
箱
を
積
み
重
ね
た
り
す
る
類
人
猿
の
行
動
よ
り
も
遥
か
に
完
全
な
技
術
的
行
動
が
存
在
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す
る
か
の
如
く
で
あ
る
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
両
者
の
間
に
は
本
質
的
な
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
蜘
蛛
や
蜂
の
巧
妙

な
建
築
家
に
似
た
制
作
行
動
は
、
そ
の
制
作
品
が
現
れ
る
以
前
す
で
に
、
彼
等
自
身
の
う
ち
に
こ
の
制
作
品
に
の

み
通
ず
る
特
殊
な
制
約
が
完
全
に
固
定
し
て
い
て
、
彼
等
の
本
能
と
し
て
そ
れ
以
外
に
全
く
融
通
の
き
か
な
い
も

の
に
な
っ
て
い
る
。
蜘
蛛
は
そ
の
糸
を
紡
が
ざ
る
を
得
な
い
し
、
蜂
は
そ
の
幾
何
学
的
な
巣
を
作
ら
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
る
に
類
人
猿
が
高
く
吊
ら
れ
た
バ
ナ
ナ
を
獲
得
す
る
た
め
に
箱
を
積
む
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
こ
の
よ

う
な
素
質
が
彼
等
の
う
ち
に
固
定
し
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
自
己
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
状
況
が
要
求
し

そ
し
て
材
料
が
手
詐
に
あ
る
場
合
、
彼
等
は
自
己
の
知
性
に
よ
っ
て
こ
の
よ
う
な
新
し
い
行
動
の
形
を
発
明
し
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
定
し
た
反
応
形
式
と
し
て
生
具
す
る
素
質
で
な
く
、
新
し
い
複
合
的
行
動
様
式
の
発

明
な
の
で
あ
る
。
技
術
は
元
来
こ
の
よ
う
に
新
し
い
環
境
に
対
す
る
新
し
い
複
合
的
行
動
様
式
の
発
明
に
よ
る
適

応
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
技
術
が
存
在
す
る
と
い
う
に
は
主
体
と
環
境
と
の
対
立
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
両
者
が
直
接
に
融

合
し
調
和
し
て
い
る
な
ら
ば
、
技
術
の
如
き
も
の
は
な
く
、
本
能
で
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
本
能
に
よ
っ
て
生
き
る

動
物
は
環
境
と
い
わ
ば
冥
合
し
て
生
き
て
い
る
。
し
か
し
本
能
は
変
化
し
た
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
主
体
と
環
境
と
が
対
立
し
、
そ
の
調
和
を
媒
介
す
る
も
の
が
技
術
で
あ
る
。
発
明
と
い
う
の
は
調
和
を
見
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出
す
こ
と
で
あ
る
。
主
体
と
環
境
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
本

質
に
属
し
て
い
る
。か
よ
う
に
し
て
技
術
の
存
在
に
は
本
能
と
は
異
な
る
知
性
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

類
人
猿
が
直
接
に
餌
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
迂
り
路
を
す
る
場
合
、
こ
の
行
動
は
そ
の
場
面
の
洞
察
を
も

っ
て
為
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ
に
す
で
に
知
性
が
認
め
ら
れ
る
。
本
能
に
よ
る
適
応
が
直
接
的
で
あ
る

の
に
反
し
て
、
知
性
に
よ
る
適
応
は
媒
介
的
で
あ
る
。
知
性
は
本
来
技
術
的
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
技
術
は
媒
介
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
技
術
に
は
つ
ね
に
道
具
と
い
う
も
の
が
存
在
し
て

い
る
。
技
術
は
元
来
行
為
の
形
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
つ
ね
に
道
具
が
含
ま
れ
て
い
る
。
棒
は
類
人
猿
の
行
動

形
態
を
構
成
し
て
い
る
一
つ
の
部
分
で
あ
り
、
そ
の
際
棒
は
道
具
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
の
媒
介
的
本
質

は
道
具
に
お
い
て
顕
に
な
る
、
道
具
は
手
段M

ittel 

で
あ
り
、
手
段
は
媒
介verm

itteln 

す
る
も
の
で
あ
る
。
技

術
的
行
為
は
直
接
的
で
な
く
媒
介
的
で
あ
る
故
に
、
す
ぐ
れ
た
意
味
に
お
い
て
過
程
的
で
あ
る
。
技
術
が
手
続
と

考
え
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
過
程
的
な
行
為
は
方
法
的
で
あ
り
、
ま
た
方
法
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

方
法
は
手
続
に
ほ
か
な
ら
な
い
。技
術
は
も
と
新
し
い
環
境
に
適
応
す
る
た
め
の
新
し
い
行
為
の
発
明
で
あ
る
が
、

こ
の
発
明
は
道
具
の
発
明
に
集
中
す
る
。新
し
い
道
具
の
獲
得
に
よ
っ
て
行
為
の
新
し
い
形
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

技
術
は
そ
の
使
用
す
る
道
具
に
よ
っ
て
特
徴
附
け
ら
れ
、
技
術
の
歴
史
は
道
具
の
発
明
の
歴
史
で
あ
る
。
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技
術
的
行
為
の
道
具
と
し
て
先
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
身
体
の
器
官
で
あ
る
。
器
官
は
道
具
的ojrganikovV

と

い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
手
は
と
り
わ
け
道
具
的
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
猿
か
ら
人
間
へ
の
進
化
に
お
い

て
決
定
的
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
手
の
成
立
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
人
間
は
手
に
よ
っ
て
特
に
技

術
的
で
あ
る
。
し
か
し
器
官
は
身
体
に
属
し
、身
体
は
主
体
の
一
部
分
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
も
と
ソ
ー
マ（
身

体
）
と
い
う
言
葉
で
人
格
を
表
し
た
よ
う
に
、
身
体
は
主
体
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
器
官

は
道
具
と
い
う
如
き
媒
介
的
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
媒
介
す
る
も
の
は
主
体
と
は
別
個
の
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
自
己
の
一
部
分
で
あ
る
身
体
と
そ
の
器
官
が
な
お
自
己
の
道
具
と
考
え
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
は
、
自
己
が
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
人
間
は
知
性
に
よ
っ
て
自
律
的
に
な

り
、
自
律
的
な
も
の
と
し
て
真
の
主
体
に
な
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
、
自
己
の
身
体
と
そ
の
器
官
に
対
し

て
こ
れ
を
道
具
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
能
は
身
体
の
器
官
に
束
縛
さ
れ
、

そ
の
奴
隷
で
あ
る
。
知
性
に
よ
っ
て
人
間
は
自
己
の
主
人
と
な
り
、
身
体
を
道
具
と
し
て
自
由
に
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
手
が
特
に
道
具
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
手
の
成
立
は
知
性
と
結
び
附
い
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
手
は

身
体
の
器
官
と
し
て
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
他
の
器
官
の
如
く
特
定
の
活
動
に
縛
ら
れ
な
い
で
、
多
様

な
、
広
範
囲
の
活
動
に
適
し
て
い
る
。
手
は
い
わ
ば
中
立
的
で
あ
っ
て
、
特
定
の
活
動
の
た
め
に
発
達
し
た
と
い
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う
よ
り
も
他
の
器
官
の
代
理
を
す
る
器
官
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
っ
た
如
く
「
器
官
の
器
官
」
で
あ
る
。
す
べ

て
の
器
官
は
道
具
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
手
は
特
定
の
道
具
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
普
遍
的
な
道
具

で
あ
り
、
諸
道
具
の
抽
象
的
な
道
具
で
あ
る
。
か
よ
う
な
手
の
普
遍
性
、
抽
象
性
は
、
人
間
に
お
け
る
知
性
の
発

達
を
予
想
す
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
も
、
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間
の
特
徴
は
す
で
に
彼
の
手
、
彼
の
指
先
の

形
と
組
織
に
お
い
て
見
ら
れ
、
自
然
は
そ
れ
ら
を
「
物
の
操
作
の
一
定
の
仕
方
に
で
な
く
、
無
限
定
に
す
べ
て
の

仕
方
に
、
従
っ
て
理
性
の
使
用
に
適
す
る
よ
う
に
」
作
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
理
性
的
動
物
と
し
て
の
人
間

の
技
術
的
乃
至
工
芸
的
素
質
が
認
め
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
手
と
知
性
の
活
動
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が

存
在
す
る
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
は
、
人
間
は
手
を
も
っ
て
い
る
故
に
動
物
の
う
ち
最
も
賢
い
と
い
い
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
逆
に
、
人
間
は
最
も
賢
い
故
に
手
を
も
っ
て
い
る
と
い
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
真
で

あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
人
間
に
お
け
る
手
の
成
立
と
知
性
の
発
達
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
工

作
的
人
間
と
理
性
的
人
間
と
は
元
来
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
手
は
器
官
と
し
て
す
ぐ
れ
て
道
具
で
あ
る
と

い
っ
て
も
、
手
は
ど
こ
ま
で
も
身
体
に
属
す
る
限
り
な
お
固
有
の
意
味
に
お
け
る
道
具
で
は
な
い
。
手
が
手
の
意

義
を
発
揮
し
得
る
の
は
、
自
己
と
区
別
さ
れ
る
道
具
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
手
の
成
立
は
同
時
に
道
具

の
成
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
具
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
な
い
手
は
手
の
価
値
を
持
た
な
い
。
技
術
は
道
具
の
製
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作
並
び
に
使
用
と
結
び
附
い
て
い
る
。
器
官
が
身
体
に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
道
具
は
身
体
か
ら
独
立
な
も
の
、

客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
器
官
が
有
機
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
具
は
機
械
的
の
も
の
で
あ
る
。
道
具

の
製
作
及
び
使
用
に
は
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
認
識
が
予
想
さ
れ
る
。
道
具
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
、
道
具
に

よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
結
果
が
そ
の
場
合
知
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
具
は
知
性
の
物
質

化
も
し
く
は
客
観
化
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
道
具
は
知
性
に
よ
っ
て
発
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
知
性
は

道
具
に
よ
っ
て
発
達
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
特
質
、
と
り
わ
け
彼
の
行
為
の
合
理
性
、
合
目
的
性
は
、

ノ
ア
レ
そ
の
他
の
人
が
示
し
た
よ
う
に
、道
具
に
よ
っ
て
発
達
し
た
。ま
こ
と
に
、フ
ラ
ン
ク
リ
ン
の
い
っ
た
如
く
、

人
間
は
「
道
具
を
作
る
動
物
」tool-m

aking anim
al 

と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
知
識
に
つ
い
て
も
、
人
間

は
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
を
作
る
の
で
あ
り
、
逆
に
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。

技
術
に
と
っ
て
道
具
が
構
成
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、技
術
の
本
質
が
生
産
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

道
具
は
物
を
作
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
道
具
そ
の
も
の
も
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
手
の
如
き
も
物

を
作
る
も
の
と
し
て
道
具
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
手
の
如
き
も
道
具
と
し
て
後
に
述
べ
る
如
く
技
術
的
に
作
ら
れ
た

も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
単
に
物
を
知
る
こ
と
で
な
く
、
物
を
作
る
こ
と
で

あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
技
術
は
元
来
行
為
的
或
い
は
実
践
的
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
物
を
作
る
に
は
物
を
知
ら
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ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ま
た
我
々
は
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
を
知
る
の
で
あ
る
。
技
術
家
に
と
っ
て
は
単
に

知
るkennen 

こ
と
が
問
題
で
な
く
、
能
うkönnen 

こ
と
が
問
題
で
あ
る
。（
ド
イ
ツ
語
のK

unst 

はkönnen 

に

由
来
し
て
い
る
。）
知
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
の
は
、「
知
る
こ
と
は
能
う
こ
と
で
あ
る
」savoir c'est pouvoir 

た

め
で
あ
る
。
知
識
と
実
践
と
は
技
術
に
お
い
て
結
び
附
い
て
い
る
。
技
術
は
知
る
こ
と
で
あ
る
と
共
に
能
う
こ
と

で
あ
る
。
発
明
に
対
し
て
我
々
が
持
つ
根
本
的
な
感
情
は「
出し
ゅ
っ
た
い来し

た
」と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の「
出
来
す
」

と
い
う
こ
と
、従
っ
て
成
功Erfolg 

が
技
術
に
と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
技
術
は
生
産
的
或
い
は
創
造
的
で
あ
る
。

一
層
具
体
的
に
い
う
と
、
主
体
が
積
極
的
な
仕
方
で
環
境
に
適
応
す
る
た
め
に
、
こ
れ
に
働
き
か
け
て
こ
れ
を
変

化
し
、
新
し
い
環
境
を
作
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
技
術
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

技
術
の
本
質
が
生
産
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
技
術
を
単
に
い
わ
ゆ
る
生
産
技
術Produktionstechnik

に

限
る
こ
と
で
は
な
い
。
生
産
技
術
と
い
う
の
は
物
質
的
経
済
的
生
産
に
関
わ
る
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
物
的
技
術

R
ealtechnik 

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
自
然
の
支
配
に
向
け
ら
れ
、
自
然
法
則
に
定
位
を
と
っ
た
技
術
で
あ

る
。
今
日
一
般
に
技
術
と
し
て
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
か
よ
う
な
生
産
技
術
で
あ
り
、
技
術
と
い
う
と
、
こ
の

も
の
の
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
生
産
技
術
が
殆
ど
唯
一
の
技
術
概
念
に
な
っ
た
の
に
は
理

由
が
あ
る
。
そ
れ
は
先
ず
文
化
的
に
見
る
と
、
近
代
文
化
に
お
い
て
自
然
科
学
の
占
め
る
優
越
な
地
位
に
基
づ
い
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て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
生
産
技
術
は
自
然
科
学
と
結
び
附
い
た
技
術
で
あ
る
。
近
代
科
学
の
発
達
は
、
技
術
に
お
け

る
道
具
と
し
て
、
以
前
の
「
道
具
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
機
械
」
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
り
、
今
日
生
産
技
術
と

い
わ
れ
る
も
の
は
主
と
し
て
機
械
技
術M

aschinentechinik 

で
あ
る
。
次
に
社
会
的
に
見
る
と
、
道
具
に
よ
る

に
せ
よ
、
機
械
に
よ
る
に
せ
よ
、
い
わ
ゆ
る
生
産
技
術
が
本
来
の
意
味
に
お
け
る
技
術
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
社

会
に
お
け
る
経
済
の
重
要
性
が
認
識
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
と
関
聯
し
て
い
る
。
そ
の
技
術
は
経
済
的
意
味
を
持

つ
技
術
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
経
済
と
技
術
と
は
交
切
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
経
済
的
技
術O

ekonom
ische 

Technik

と
も
称
せ
ら
れ
る
。
唯
物
史
観
の
立
場
を
と
る
者
が
技
術
を
特
に
こ
の
生
産
技
術
と
考
え
る
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。（
唯
物
史
観
は
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
依
る
と
、
経
済
は
技
術
の
函
数
で
あ
り
、
そ
の
他
の
文
化
は

経
済
の
函
数
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。）
更
に
歴
史
的
に
見
る
と
、
技
術
の
問
題
が
前
面
に
現
れ
た
の
は
産

業
革
命
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
画
時
代
的
な
現
象
は
機
械
の
出
現
に
よ
る
産
業
上
の
革
命
で
あ
っ
た
が
、
そ

れ
は
社
会
、
経
済
、
文
化
、
道
徳
等
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
極
め
て
重
大
な
帰
結
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
技
術

の
問
題
を
表
面
に
押
し
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
十
九
世
紀
の
後
半
こ
の
か
た
初
め
て
技
術
の
問
題

に
関
す
る
根
本
的
な
学
問
的
反
省
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
固
有
の
意
味
に
お
け
る
技
術
を
い
わ
ゆ

る
生
産
技
術
に
限
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
も
と
よ
り
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
少
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な
く
と
も
技
術
の
哲
学
的
考
察
に
と
っ
て
は
狭
き
に
失
す
る
。
技
術
に
お
け
る
道
具
に
は
機
械
の
ほ
か
固
有
の
意

味
に
お
け
る
道
具
が
存
在
す
る
の
み
で
な
く
、
身
体
の
器
官
の
如
き
も
道
具
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
論
理
を
「
機
関
」O

rganon

と
名
附
け
た
よ
う
に
、
思
考
の
道
具
と
か
思
考
の
技
術
と
い
う
如

き
も
の
も
存
在
す
る
。
古
く
は
芸
術
と
技
術
と
は
一
つ
に
見
ら
れ
た
。
芸
術
を
初
め
種
々
の
精
神
的
文
化
も
技
術

的
に
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
知
的
技
術Intellektualtechnik 

或
い
は
観
念
技
術
と
称
し
得
る
も
の
が
あ

る
。
元
来
技
術
は
主
体
の
、
特
に
知
識
を
基
礎
と
し
て
の
環
境
に
対
す
る
働
き
か
け
で
あ
る
が
、
環
境
に
種
々
の

も
の
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
技
術
に
も
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
環
境
で
あ
る
の
は
自
然

の
み
で
な
く
、
社
会
も
環
境
で
あ
る
。
自
然
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
よ
う
に
、
社
会
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
。
自

然
技
術
に
対
し
て
社
会
技
術Sozialtechnik 
即
ち
政
治
の
如
き
も
の
が
存
在
し
て
い
る
。
前
者
が
自
然
科
学
を
基

礎
と
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
社
会
科
学
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
あ
の
産
業
革
命
の
結
果
と
し

て
生
じ
た
最
も
困
難
な
問
題
が
社
会
問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
決
が
現
代
の
根
本
問
題
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

む
し
ろ
社
会
的
政
治
的
技
術
が
現
代
の
技
術
と
し
て
特
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
更

に
自
然
環
境
や
社
会
環
境
に
対
し
て
文
化
環
境
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
技
術
や
社
会
技
術
か
ら
区
別
し

て
種
々
の
観
念
技
術
が
考
え
ら
れ
る
。
人
間
は
自
己
自
身
を
も
客
体
化
乃
至
環
境
化
し
得
る
も
の
と
し
て
主
体
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で
あ
る
。
外
的
環
境
が
あ
る
の
み
で
な
く
、
内
的
環
境
と
い
う
も
の
が
あ
る
、
こ
こ
に
お
い
て
更
に
人
間
的
技
術

Personaltechnik 

と
か
心
の
技
術Seelentechnik 

と
か
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
自
己
の
身
体
や
精
神
に
対
す

る
技
術
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
主
体
で
あ
る
人
間
が
自
己
自
身
に
働
き
か
け
て
こ
れ
に
形
を
与
え
る
こ
と

で
あ
る
が
、
社
会
の
如
き
も
単
な
る
環
境
で
な
く
却
っ
て
主
体
で
あ
り
、
社
会
技
術
に
よ
っ
て
種
々
の
組
織
や
制

度
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
社
会
が
自
己
自
身
に
形
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
主
体
と
い
う
の

は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
で
あ
る
と
共
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
に
技
術
が

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
社
会
の
み
で
な
く
自
然
も
こ
の
よ
う
に
主
体
的
な
も
の
と
考
え
る
と
、
カ
ン
ト
の
い

っ
た
よ
う
な
「
自
然
の
技
術
」Technik der N

atur 

の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
種
類
を
如
何
に
区
分
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
技
術
と
呼
ば
れ
る
共
通
の
意
味
が
根
本
の
問
題
で
あ

る
。
技
術
は
物
を
作
る
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
道
具
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
機

械
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
人
間
の
心
や
身
体
の
形
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
社
会
の
制
度
或
い
は
観
念
形
態

の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
共
通
の
本
質
で
あ
る
。
作
る
と
い
う
こ
と
は
媒
介

的
な
活
動
で
あ
り
、
媒
介
的
で
な
い
限
り
作
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
作
る
と

い
う
こ
と
は
つ
ね
に
技
術
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
技
術
的
で
あ
る
と
い
い
得
る
の
で
あ
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る
。
人
間
の
生
活
は
つ
ね
に
環
境
に
お
け
る
生
活
で
あ
る
が
、
人
間
は
主
体
と
し
て
環
境
に
対
立
し
、
こ
の
主
体

と
環
境
と
の
対
立
を
媒
介
す
る
も
の
が
技
術
で
あ
る
。
人
間
の
存
在
の
本
質
は
超
越
で
あ
る
。
彼
は
環
境
に
対
し

て
超
越
的
で
あ
る
、
彼
は
自
己
自
身
を
も
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
超
越
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
主
体

で
あ
り
、
お
よ
そ
人
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
自
由
と
か
自
律
と
か
も
こ
の
超
越
に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
。
知

性
も
、
従
っ
て
環
境
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
認
識
も
、
超
越
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
に
人
間
は
超
越

に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
は
主
体
と
し
て
本
質
的
に
環
境
に
対
立
し
、
す
べ
て

の
行
為
は
主
体
と
環
境
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
、
そ
れ
故
に
本
質
的
に
技
術
的
で
あ
る
。
も
と
よ
り

技
術
は
単
な
る
超
越
か
ら
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
超
越
が
弁
証
法
的
、
即
ち
内
在
的
で
あ
っ
て
超
越

的
、
超
越
的
で
あ
っ
て
内
在
的
で
あ
る
故
に
、
技
術
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
人
間
は
環
境
に
対
し
て
内
在
的
で

あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
あ
り
、
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
技
術
は
人
間
の
内
在
的
・
超
越
的

本
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
我
々
の
行
為
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
る
と
共
に
環
境
的
に
規
定
さ
れ
、
単
に
客
観
的
な

も
の
で
な
い
と
同
様
、
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
元
来
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
主
観
的
・
客

観
的
な
行
為
は
弁
証
法
的
な
も
の
と
し
て
媒
介
的
で
あ
り
、
従
っ
て
技
術
的
で
あ
る
。
物
を
作
る
と
い
う
こ
と
を

広
く
解
す
る
な
ら
ば
、
我
々
の
行
為
は
す
べ
て
物
を
作
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
、
即
ち
形
成
的
で
あ
る
。
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我
々
は
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
作
っ
て
ゆ
く
、
我
々
の
行
為
は
環
境
形
成
的
で
あ
る
と
共
に
自
己
形
成

的
で
あ
る
。
人
間
は
環
境
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
逆
に
環
境
を
作
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
に
形
成
的
な
も
の
と
し
て
我
々
の
行
為
は
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
的
行
為
は
技
術
的
で
あ
る
。
歴
史
的

世
界
は
技
術
的
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
性
と
い
う
も
の
は
技
術
を
離
れ
て
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。

第
二
節　

手
段
と
目
的

私
は
技
術
を
行
為
の
形
と
し
て
規
定
し
た
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
の
内
在
的
・
超
越
的
本
質
に
基
づ
く
行
為
の

形
で
あ
る
。
技
術
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
、
普
通
に
行
わ
れ
る
技
術
の
定
義
と
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
普
通
に

技
術
は
手
段
と
考
え
ら
れ
、
或
い
は
進
ん
で
手
段
の
総
体
乃
至
体
系
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
普
通
の
定
義
に

何
か
訂
正
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
技
術
を
手
段
（
手
段
の
総
体
乃
至
体
系
と
い
う
意
味
を

含
め
て
）
と
考
え
る
こ
と
は
、
技
術
を
主
と
し
て
道
具
（
固
有
の
意
味
に
お
け
る
道
具
及
び
機
械
を
含
め
て
）
の

見
地
か
ら
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
道
具
は
手
段
で
あ
る
。
道
具
は
物
を
作
る
た
め
の
手
段
、
い
わ
ゆ
る
生
産
手
段

で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
道
具
が
技
術
で
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
技
術
は
行
為
で
あ
り
、行
為
の
形
態
で
あ
る
。
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道
具
は
技
術
的
行
為
の
構
成
的
部
分
と
し
て
そ
の
中
に
入
っ
て
く
る
一
つ
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
道
具
の

見
地
か
ら
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
る
こ
と
は
、
技
術
の
全
体
的
な
見
方
で
な
く
、
部
分
的
な
、
抽
象
的
な
見
方

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
求
め
る
の
は
技
術
の
全
体
的
規
定
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
技
術
に
も

道
具
が
あ
る
。
そ
れ
は
技
術
が
媒
介
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
技
術
は
道
具
的
即
ち
媒
介
的

な
も
の
と
し
て
、
主
体
と
環
境
と
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
行
為
と
し
て
技
術
は
そ
の
全
体
性
に
お
い

て
単
に
客
観
的
な
過
程
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
道
具
は
主
体
の
外
に
独
立
に
存
在
す
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
客
観

的
な
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
機
械
に
お
い
て
主
体
か
ら
の
分
離
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
こ
で
技
術
を
単
に
手
段
と

考
え
る
者
は
、
技
術
を
過
程
と
見
る
場
合
に
も
客
観
主
義
に
偏
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
技
術
的
過
程
は
道

具
の
、
特
に
機
械
の
過
程
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ど
の
よ
う
な
技
術
に
も
客
観
的
な
契
機
が
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
客
観
的
な
契
機
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
は
媒
介
的
で
あ
る
。
技
術
が
過
程
で
あ
る
の
も
、
元

来
そ
れ
が
媒
介
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
技
術
が
媒
介
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
本
質
に

お
い
て
つ
ね
に
主
体
と
環
境
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
客
観
的
な
も
の
は
主
体
に
と
っ
て
手
段
の
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
客
観
的
な
も
の
を
自
己
の
手
段
と
し
て
独
立
に
な
る
と
こ
ろ
に
、
主
体
の
主
体
で
あ
る
所
以

が
あ
る
。
技
術
が
単
に
手
段
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
道
具
と
い
う
客
観
的
な
も
の
の
見
地
か
ら
考
え
ら
れ
る
た
め
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に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
道
具
が
技
術
で
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
道
具
の
使
用
、
道
具
の
支
配
が
技
術

で
あ
る
。
機
械
の
如
き
は
人
間
か
ら
独
立
に
そ
れ
自
身
の
運
動
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
物
を
生
産
す
る
。
何
物
の

た
め
に
で
も
な
く
そ
れ
自
身
の
た
め
に
働
く
か
の
如
く
見
え
る
も
の
を
、
手
段
と
し
て
己
れ
に
仕
え
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
る
と
、
理
性
の
狡
智
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
理
性
は
狡
智
的
で
あ
る

と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。「
理
性
は
権
力
的
で
あ
る
と
共
に
狡
智
的
で
あ
る
。
狡
智
は
主
と
し
て
媒
介
的
活
動
に
、

即
ち
も
ろ
も
ろ
の
対
象
を
そ
れ
自
身
の
性
質
に
従
っ
て
作
用
し
合
っ
た
り
引
き
離
し
合
っ
た
り
さ
せ
て
、
し
か
も

み
ず
か
ら
は
こ
の
過
程
に
は
介
入
せ
ず
、
か
よ
う
に
し
て
己
れ
の
目
的
を
の
み
遂
行
す
る
と
こ
ろ
の
媒
介
的
活
動

に
存
す
る
。」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
理
性
は
単
に
狡
智
的
で
な
く
、
ま
さ
に
技
術
的
で
あ
る
。

技
術
に
お
い
て
理
性
は
単
に
そ
の
外
部
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
内
部
に
入
っ
て
い
る
、
理
性
は
技
術
の
中
に
入

り
な
が
ら
、
し
か
も
こ
れ
を
手
段
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
、
真
に
自
律
的
で
あ
り
、
自
由
で
あ
る
、

真
の
自
由
は
単
な
る
超
越
で
な
く
、
内
在
的
超
越
、
超
越
的
内
在
で
あ
る
。
真
に
権
力
的
な
理
性
は
単
に
狡
智
的

で
な
く
、
技
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
媒
介
的
な
も
の
と
し
て
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・

客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。道
具
は
主
体
の
外
に
独
立
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
客
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
の
道
具
も
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
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す
べ
て
歴
史
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も

の
が
真
に
客
観
的
な
の
で
あ
る
。
道
具
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
も
、そ
の
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
る
に
そ
の
意
味
で
客
観
的
な
も
の
は
単
に
手
段
と
の
み
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
理
性
に

と
っ
て
単
に
手
段
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
理
性
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
技
術
の
中
に
入
っ
て
い
る
。
し
か
し
他
方
理

性
は
そ
の
よ
う
な
技
術
を
な
お
手
段
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
自
由
で
あ
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
技
術

は
手
段
で
あ
る
と
共
に
自
己
目
的
で
あ
る
。

技
術
を
単
に
手
段
と
見
る
客
観
主
義
的
な
見
方
に
対
し
て
、
先
ず
技
術
に
お
け
る
主
観
的
な
契
機
の
明
ら
か
に

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
道
具
が
技
術
の
客
観
的
な
面
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
知
能
或
い
は
技
能
と
い
う
も
の

は
そ
の
主
観
的
な
面
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
道
具
は
こ
れ
に
対
す
る
人
間
の
側
に
知
能
或
い
は
技
能
が
あ
っ
て

道
具
と
し
て
の
機
能
を
発
揮
し
得
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
使
う
こ
と
を
知
ら
な
い
者
に
と
っ
て
は
道
具
も
道
具
の

意
味
を
な
さ
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
知
能
或
い
は
技
能
は
そ
れ
自
身
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
時
に
は
そ
れ
が
技
術
と

呼
ば
れ
て
い
る
。
技
術
を
身
に
つ
け
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
と
い
う
場
合
、
技
術
と
考
え
ら
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
知

能
或
い
は
技
能
で
あ
る
。
技
術
が
単
に
外
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
な
が
ら
知
能
或
い
は
技
能
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
現
実
的
に
技
術
で
は
な
い
。
技
能
は
道
具
を
持
つ
こ
と
に
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よ
っ
て
現
実
的
に
技
能
で
あ
り
、
技
術
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
他
方
道
具
も
知
能
と
結
び
附
く
こ
と
に
よ
っ
て

現
実
的
に
道
具
で
あ
り
、
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
得
る
。
道
具
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
人
間
の

知
能
或
い
は
技
能
の
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
は
そ
の
主
観
的
契
機
と
し
て
の
技
能
と

そ
の
客
観
的
契
機
と
し
て
の
道
具
と
の
統
一
の
上
に
成
立
す
る
。
そ
れ
は
技
能
と
道
具
過
程
と
の
綜
合
で
あ
る
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
技
能
は
な
お
客
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
真
に
主
観
的
な
も
の
と
は
い
わ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
能
は
知
識
に
基
づ
き
、
こ
の
も
の
は
客
観
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
技
能
は
客
観
的
な
認
識

を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
技
能
も
客
観
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
限
り
、
手
段
と
見
ら
れ
得

る
。
そ
こ
で
、
手
段
を
客
観
的
に
見
る
と
道
具
で
あ
り
、
主
観
的
に
見
る
と
技
術
で
あ
る
と
い
う
如
き
見
解
も
生

じ
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
技
術
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
単
に
手
段
で
な
く
、
手
段
を

主
観
的
に
見
た
も
の
が
技
術
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
技
術
は
本
来
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
能
が

技
術
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
す
で
に
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
媒
介
し
統
一
す
る
意
味
を
も

っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
、
し
か
ら
ば
そ
の
場
合
主
観
的
な
も
の
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

技
術
に
お
け
る
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
人
間
の
意
欲
或
い
は
意
志
で
あ
る
。
人
間
の
意
欲
な
し
に

技
術
は
な
い
。
そ
れ
が
行
為
的
或
い
は
実
践
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
人
間
の
意
志
に
基
づ
く
か
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ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
こ
の
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
媒
介
し
統
一
す
る
の
で
あ
る
、
意

志
は
も
と
自
由
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
技
術
は
単
に
主
観
的
な
も
の
、
単
に
自
由
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
環

境
に
働
き
掛
け
る
も
の
と
し
て
客
観
的
な
も
の
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
技
術
は
客
観
的
な
面
か
ら
見
る
と
機
械
的

必
然
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
由
で
は
な
い
。
し
か
し
技
術
は
単
に
物
質
的
機
械
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
な

面
か
ら
見
る
と
自
由
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
、
機
械
的
な
も
の
と
自
由

な
も
の
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
の
世
界
と
自
由
の
世
界
と
の
結
合
で
あ
る
。
技
術
は
、
必
然
的
な
自
然

法
則
の
世
界
と
自
由
な
人
格
の
世
界
と
を
、
同
じ
よ
う
に
洞
見
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
が
単
に
自
然
の
世

界
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
自
由
な
行
為
に
対
し
て
単
に
手
段
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
れ
は
自
然
の
世
界
と
自
由
の
世
界
と
の
結
合
点
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
を
単
に
手
段
と
見

る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

普
通
に
技
術
は
我
々
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
技
術
を
手
段
と

考
え
る
こ
と
は
技
術
の
外
部
に
人
間
の
意
欲
と
か
目
的
と
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

果
た
し
て
人
間
の
意
欲
乃
至
目
的
は
単
に
技
術
の
外
部
に
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
目
的
は
他
の
方
面
か
ら
規
定

さ
れ
、
た
だ
そ
れ
を
達
す
る
た
め
の
手
段
の
体
系
を
選
択
し
、
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
本
質
で
あ
る
の
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で
な
く
、
む
し
ろ
目
的
は
発
明
家
に
と
っ
て
主
要
な
事
柄
に
属
し
、
先
ず
初
め
目
的
の
中
に
発
明
の
考
え
は
浮
ぶ

の
で
あ
る
。
目
的
は
技
術
の
イ
デ
ー
で
あ
る
、
そ
れ
は
技
術
の
中
に
あ
っ
て
こ
れ
を
制
約
し
て
い
る
。
技
術
的
に

作
ら
れ
た
も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
表

現
的
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
、身
体
の
諸
器
官
は
生
き
ん
と
す
る
意
志
の
現
れ
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、

道
具
と
い
う
も
の
に
も
か
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
目
的
は
そ
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
限

り
、
技
術
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
技
術
家
は
客
観
的
な
自
然
法
則
と
主
観
的
な
目
的
と
の
綜
合
を
求
め
る

の
で
あ
る
。
主
体
か
ら
離
れ
て
独
立
に
作
用
す
る
機
械
の
如
き
も
決
し
て
単
に
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
自
然

の
法
則
は
絶
え
ず
働
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
然
の
中
か
ら
機
械
の
如
き
も
の
が
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
る
場
合
、
目
的
は
何
か
全
く
主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
技

術
は
単
に
客
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
目
的
は
単
に
主
観
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ど
の
よ
う
な

技
術
も
、
単
に
主
観
的
な
、
肆
意
的
な
目
的
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
単
に
肆
意
的
な
目
的
は
自

然
の
法
則
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
目
的
は
或
る
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
に
お
い

て
主
観
的
な
も
の
は
客
観
化
さ
れ
、
客
観
的
な
も
の
は
主
観
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
目
的
は
技
術
の
中
に
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
技
術
的
な
も
の
は
目
的
論
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
目
的
論
と
い
う
の
は
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
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お
け
る
論
理
的
構
造
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
つ
ね
に
全
体
が
部
分
を
規
定
し
、
一
つ
の
部
分
は
他
の
部
分
と
、
そ
し

て
各
々
の
部
分
は
全
体
と
、
相
互
に
依
存
し
、
い
ず
れ
の
部
分
の
う
ち
に
も
全
体
の
意
味
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
道
具
は
こ
の
よ
う
な
目
的
論
的
構
造
を
現
し
て
い
る
、
機
械
は
有
機
的
生
命
的
な
も
の
で
な
い
に
も
拘

ら
ず
、
或
る
人
々
が
こ
れ
を
オ
ル
ガ
ニ
ス
ム
ス
と
称
し
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す
べ
て

の
技
術
は
自
然
法
則
を
基
礎
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
因
果
論
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は

単
に
因
果
論
的
で
な
く
、
同
時
に
目
的
論
的
で
あ
る
。
技
術
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
で
あ
る
。
機
械
の
メ

ハ
ニ
ス
ム
ス
と
い
わ
れ
る
も
の
も
単
な
る
因
果
論
で
な
く
、
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
統
一
は

形
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
。
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
は
形
態
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

単
に
道
具
の
み
で
な
く
技
術
的
行
為
が
全
体
と
し
て
か
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
技
術
は
行
為
の
形
と
し
て
全
体
的

規
定
を
得
る
の
で
あ
る
。

技
術
は
生
産
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
は
、
一
本
の
草
、
一
本
の
木
と
い
う
よ
う
に
形
の

あ
る
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
形
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
、
因
果
的
な
も
の
と
目
的
論
的
な

も
の
と
の
統
一
と
し
て
成
立
す
る
。
形
は
超
越
的
な
も
の
と
し
て
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
形
を
有

す
る
も
の
は
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
作
る
作
用
も
単
に
手
段
と
見
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
技
術
を
単
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に
手
段
と
見
る
の
は
そ
の
外
部
に
何
か
全
く
主
観
的
な
も
の
―
―
人
間
の
欲
望
と
か
生
活
と
か
、
或
い
は
道
徳
と

い
う
も
の
が
そ
の
際
か
よ
う
な
も
の
と
見
ら
れ
る
―
―
を
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
見
解
の
基
礎
に
は
、
一

方
既
に
述
べ
た
如
く
技
術
を
単
に
道
具
の
方
面
か
ら
見
る
客
観
主
義
が
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
こ
の
よ
う
に
人
間

の
欲
望
と
か
生
活
と
か
、
或
い
は
道
徳
と
い
う
も
の
を
全
く
主
観
的
な
も
の
と
見
る
主
観
主
義
が
あ
る
。
抽
象
的

な
客
観
主
義
と
抽
象
的
な
主
観
主
義
と
が
双
生
児
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
場
合
に
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術

は
超
越
的
な
イ
デ
ー
的
な
形
を
作
り
出
す
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
独
立
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
的
物
と
は

別
に
技
術
に
お
け
る
意
志
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
更
に
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
る
場
合
、
そ
の
目
的
で
あ
る
も

の
は
自
由
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
技
術
は
必
然
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
技
術
も

決
し
て
単
に
必
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
然
必
然
性
と
自
由
と
の
結
合
で
あ
る
。
ま
た
必
然
性
か
ら
抽
象

さ
れ
た
自
由
は
現
実
的
な
自
由
で
は
な
い
。
自
由
と
い
わ
れ
る
道
徳
的
行
為
の
如
き
も
つ
ね
に
環
境
に
お
け
る
行

為
と
し
て
必
然
性
の
制
約
を
含
ん
で
い
る
。
人
間
は
技
術
に
よ
っ
て
真
に
自
由
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
技
術
は

精
神
に
よ
る
物
質
の
支
配
を
示
し
て
い
る
。

技
術
は
手
段
で
あ
る
か
否
か
の
問
題
は
、
技
術
と
理
性
と
い
う
問
題
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
本
質

は
物
を
作
る
こ
と
に
あ
る
と
見
る
の
は
、
い
わ
ゆ
るhom

o faber
（
工
作
人
間
）
の
人
間
観
（
人
間
学
）
で
あ
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る
。
そ
こ
で
知
性
或
い
は
理
性
は
本
質
的
に
技
術
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る

hom
o sapiens （

理
性
人
間
）
の
人
間
観
（
人
間
学
）
は
、
理
性
は
技
術
的
（
い
わ
ゆ
る
技
術
的
知
性Technische 

Intelligenz
）
で
あ
る
よ
り
も
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
、
従
っ
て
技
術
は
理
性
に
と
っ
て
手
段
に
過
ぎ

な
い
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
工
作
人
間
の
立
場
か
ら
出
発
し
た
。
し
か
る
に
工
作
人
間
の
立
場
と
理
性
人

間
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
の
で
な
く
、
む
し
ろ
両
者
は
内
面
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
工
作
人
間
の
立
場
は
作

る
こ
と
を
、
理
性
人
間
の
立
場
は
知
る
こ
と
を
根
本
に
す
る
と
す
れ
ば
、
知
る
こ
と
と
作
る
こ
と
と
は
そ
れ
ぞ
れ

別
の
こ
と
で
な
く
、
人
間
は
元
来
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
り
、
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
る
の
で
あ
る
。

理
性
は
技
術
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
理
性
が
単
に
自
然
必
然
性
に
従
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
技
術
は
自
然
必
然

性
と
自
由
或
い
は
目
的
と
の
結
合
で
あ
る
。
理
性
は
技
術
を
手
段
に
す
る
と
い
っ
て
も
、
か
よ
う
な
理
性
は
そ
れ

自
身
技
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
う
で
な
い
と
技
術
を
手
段
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

な
が
ら
他
方
理
性
は
単
に
技
術
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
理
性
は
技
術
の
中
に
入
り
な
が
ら
同
時
に
技
術
を
超
え

る
も
の
と
し
て
技
術
を
手
段
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
超
越
性
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
い
わ
ゆ
る
技
術
的
知
性
の

思
想
の
誤
謬
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
超
越
は
単
な
る
超
越
で
な
く
内
在
的
超
越
で
あ
り
、
理
性
は
技
術
の
中
に
あ

っ
て
同
時
に
技
術
を
超
え
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
こ
に
理
性
の
真
の
自
律
性
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
理
性
は
真
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に
技
術
的
で
あ
る
こ
と
も
で
き
る
、
技
術
は
人
間
の
内
在
的
・
超
越
的
本
質
に
基
づ
い
て
い
る
。
人
間
の
行
為
に

超
越
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
技
術
も
あ
り
得
な
い
。
技
術
は
元
来
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
目

的
と
い
う
も
の
も
単
に
主
観
的
で
な
く
、
超
越
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
物
は
イ
デ
ー
を

表
現
し
て
い
る
。
イ
デ
ー
（
イ
デ
ア
、
エ
イ
ド
ス
）
は
も
と
形
を
意
味
す
る
が
、
形
は
単
に
内
在
的
な
も
の
で
な

く
、
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
は
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
、
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
ー
が
生
れ
る

の
は
、
作
る
こ
と
が
超
越
的
意
味
を
有
す
る
に
依
る
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
を
見
る
こ
と
は
作
る
こ
と
の
否
定
で
あ

り
、
こ
の
否
定
を
媒
介
と
し
て
理
性
は
真
に
技
術
的
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
る
こ
と
は
元
来
こ
の
よ
う
に
弁

証
法
的
な
過
程
で
あ
る
。
技
術
は
そ
こ
か
ら
イ
デ
ー
的
な
も
の
が
出
て
く
る
も
の
と
し
て
単
に
手
段
と
見
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
単
に
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
で
あ
り
、
目

的
で
あ
る
と
同
時
に
手
段
で
あ
る
と
い
う
の
が
技
術
の
本
質
で
あ
る
。

こ
の
関
係
は
更
に
具
体
的
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
技
術
的
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
か
ら
す
で
に
、
一
つ
の
技
術
は
他
の
技
術
に
対
し
て
手
段
と
考
え
ら
れ
得
る

の
み
で
あ
っ
て
、
技
術
が
一
般
に
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
道
徳
に
と
っ
て
手

段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
道
徳
そ
の
も
の
も
行
為
と
し
て
技
術
的
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
な
い
の
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は
、
技
術
を
単
に
自
然
技
術
と
の
み
考
え
て
社
会
技
術
の
如
き
も
の
を
考
え
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
し
て
道
徳
と

い
う
も
の
も
社
会
的
環
境
に
お
け
る
行
為
と
し
て
技
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
な
い
た
め
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
一
つ
の
技
術
は
他
の
技
術
に
対
し
て
手
段
で
あ
り
、
こ
の
も
の
は
更
に
他
の
技
術
に
対
し
て
手
段

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
諸
技
術
の
間
に
目
的
・
手
段
の
関
係
に
お
け
る
聯
関
を
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
鐙
を
作
る
技
術
は
軍
事
技
術
に
仕
え
、
軍
事
技
術
は
政
治
に
仕
え
る

と
い
う
よ
う
に
、
諸
技
術
の
間
に
ア
ル
ヒ
テ
ク
ト
ニ
ッ
シ
ュ
な
聯
関
を
考
え
た
。
諸
技
術
を
総
企
画
的
に
支
配
す

る
も
の
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
技
術
で
あ
り
、
政
治
は
か
く
の
如
き
技
術
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
諸
技
術

の
間
に
階
層
的
関
係
を
考
え
る
場
合
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
何
等
か
の
技
術
は
単
に
目
的
で
あ
っ
た
り
単
に
手

段
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
が
一
方
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
他
方
手
段
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
技
術
も
単
に
手
段
で
あ
る
の
で
な
い
よ
う
に
、
単
に
目
的
で
あ
る
の
で
な
い
。
政
治
の

如
き
も
自
己
目
的
で
な
く
、
同
時
に
手
段
で
あ
る
。
技
術
の
中
に
入
り
な
が
ら
技
術
を
超
え
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
理
性
の
本
質
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
目
的
論
に
お
い
て
、
自
然
の
目
的
論
的
関
係
は
そ
の
究
極
目
的
を
自
由

な
も
の
と
し
て
の
人
間
即
ち
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
間
に
お
い
て
見
出
す
と
考
え
た
。
人
間
は
カ
ン
ト
の
い
う

よ
う
に
自
己
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
も
単
に
自
己
目
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
自
己
目
的
で
あ
る
と
共
に
手
段
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で
あ
る
。
人
間
も
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
実
に
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
自
然
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
と

き
、
そ
の
自
然
は
技
術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
自
然
は
歴
史
的
で
あ
り
、
人
間
は
歴
史
的
自
然
か
ら

技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
世
界
は
創
造
的
で
あ
り
、
人
間
は
創
造
的
世
界
の
創

造
的
要
素
で
あ
る
。
創
造
的
と
い
う
の
は
独
立
な
も
の
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
技
術
は
創
造
的
な
も
の
と
し

て
単
に
手
段
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
人
間
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
独
立
で
あ
り
、
み
ず
か
ら
技
術
的
に

物
を
作
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
関
係
は
恰
も
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
機
械
が
独
立
に
働
い
て
物
を
作
っ
て
ゆ
く
の
に

類
似
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
物
を
作
る
の
は
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
に
と
っ
て
手
段
と
し
て
働
く
こ
と
で
あ

り
、
し
か
も
人
間
が
物
を
作
り
得
る
の
は
独
立
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
間
は
単

な
る
手
段
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
歴
史
的
世
界
か
ら
出
て
き
て
歴
史
的
な
も

の
で
あ
る
。第

三
節　

発
明

ど
の
よ
う
な
技
術
も
そ
の
起
原
に
遡
る
と
発
明
で
あ
る
。
発
明
と
い
う
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
発
明
は
概
念
上

発
見
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
両
者
の
差
異
に
つ
い
て
、
ひ
と
が
発
見
す
る
も
の
は
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
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て
い
て
た
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
み
で
あ
る
が
、
ひ
と
が
発
明
す
る
も
の
は
そ
れ
が
作
ら
れ
る
以
前
に
は
全

く
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
て
ア
メ
リ
カ
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
、

こ
の
大
陸
は
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
て
た
だ
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
み
で
あ
る
。
し
か
る
に
火
薬
は

発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
、
そ
れ
が
技
術
家
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
以
前
に
は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
の

で
あ
る
か
ら
。
発
見
と
い
う
の
は
、
従
来
誰
も
気
附
か
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
自
然
界
に
お
い
て
は
既
に
存
在
し

て
い
た
種
々
の
関
係
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
発
見
さ
れ
る
も
の
は
我
々
の
心
か
ら
独
立
に
存
在
し
て
い
る
も

の
、
即
ち
全
く
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
心
の
活
動
は
た
だ
そ
れ
が
従
来
は
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
た
の
を
顕

に
す
る
だ
け
で
あ
る
、
こ
れ
に
反
し
て
発
明
と
い
う
の
は
未
だ
嘗
て
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
関
係
を
樹
立
す
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
既
存
の
要
素
を
構
成
的
に
同
化
し
て
、
行
動
の
新
し
い
綜
合
、
新
し
い
型
或
い
は
形
態
を
形

成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
発
明
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
創
造
的
で
あ
る
。
自
然
の
法
則
は
人
間
の
作
る
も
の
で

な
く
、
た
だ
人
間
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
科
学
の
仕
事
は
そ
の
発
見
に
あ
る
。
発
明
は
本
来
の
意
味

で
は
技
術
の
領
域
に
お
い
て
の
み
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
見
の
過
程
は
主
と
し
て
分
析
的
で
あ
る
。
ひ
と

は
複
雑
な
も
の
を
分
析
し
て
、
特
殊
的
な
も
の
、
偶
然
的
な
も
の
、
非
本
質
的
な
も
の
を
除
き
、
一
般
的
な
も
の
、

必
然
的
な
も
の
、
本
質
的
な
も
の
を
抽
象
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
発
明
の
過
程
は
主
と
し
て
綜
合
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的
で
あ
る
。
そ
れ
は
要
素
の
新
し
い
綜
合
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
発
明
が
何
で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、

こ
の
綜
合
が
根
本
的
に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

技
術
は
科
学
の
分
析
し
た
も
の
を
再
び
綜
合
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
そ
の
よ
う
に
考
え
得

る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
科
学
も
単
に
分
析
す
る
の
み
で
な
く
ま
た
綜
合
す
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
一
般
に
思
惟
の
本
質
は
分
析
と
綜
合
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
は
互
い
に
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
に
お
け
る
綜
合
の
特
質
は
或
る
他
の
方
面
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
が
明

ら
か
に
す
る
の
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
技
術
に
は
つ
ね
に
主
観
的
な
も
の
、
意
欲
と
か
目
的
と
か

い
う
も
の
が
あ
る
、
技
術
は
も
と
直
接
的
な
方
法
に
よ
る
欲
望
充
足
の
行
為
が
障
碍
に
出
会
う
場
合
そ
れ
に
代

っ
て
現
れ
る
。
技
術
に
お
け
る
発
明
の
純
粋
な
本
質
は
、
ア
ッ
シ
ャ
ー( A

. P. U
sher, A H

istory of M
echanical 

Inventions.)  

も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
不
完
全
な
型
の
行
動
を
完
全
に
す
る
こ
と
、
或
い
は
従
来
不
満
足
、
不
十

分
で
あ
っ
た
型
を
改
善
す
る
こ
と
に
あ
る
。
技
術
に
お
け
る
綜
合
は
或
る
一
定
の
目
的
の
見
地
か
ら
の
綜
合
で
あ

る
。
こ
の
目
的
に
対
し
て
技
術
は
普
通
に
手
段
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
論
じ
た
如
く
、
目
的

は
技
術
に
と
っ
て
単
に
外
に
あ
る
の
で
な
く
、技
術
に
お
け
る
綜
合
を
導
く
も
の
と
し
て
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
。

目
的
に
対
し
て
手
段
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
客
観
的
な
自
然
の
法
則
を
一
定
の
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目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
に
お
い
て
は
主
観
的
な
目
的
と
客
観
的
な
自
然
認
識
と
の
綜
合

が
行
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
綜
合
は
単
に
意
識
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
な
く
、
客
観
的
に
物
に
お
い
て
実
現
さ

れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
物
を
変
化
し
、
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
作
ら
れ
て
く
る
も
の
は

自
然
に
お
け
る
一
本
の
木
、
一
茎
の
花
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
の
求
め
る
の
は
自
然
の
一

般
的
な
抽
象
的
な
法
則
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
は
具
体
的
な
形
を
も
っ
た
も
の

で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
形
は
抽
象
的
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
多
様
性

が
形
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
科
学
の
理
念
が
法
則
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
技
術
の
理
念
は
形
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
技
術
に
お
け
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
は
形
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ

る
。技

術
に
は
主
観
的
な
契
機
と
客
観
的
な
契
機
と
が
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
技
術
に
お
い
て
目
的
と
手
段
と
を

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
発
明
は
単
に
そ
の
手
段
の
方
面
に
の
み
関
す
る
こ
と
で
な
く
、
ま
た
そ
の

目
的
の
方
面
に
も
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
発
明
は
屡
々
そ
の
目
的
、
そ
の
意
欲
に
お
い
て
創
造
的
で
あ
る
。
ゴ
ッ

ト
ル
な
ど
の
い
う
如
く
、
技
術
は
生
の
窮
迫
か
ら
生
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
生
の
窮
迫

と
い
う
も
の
は
単
に
心
理
的
内
在
的
意
味
の
も
の
で
な
く
、
超
越
的
な
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
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第
一
章
　
技
術
の
本
質

の
神
話
の
象
徴
す
る
よ
う
に
、
技
術
家
の
意
欲
は
人
間
生
活
の
日
常
的
な
欲
望
を
超
え
て
屡
々
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ

で
あ
る
。
そ
こ
に
超
越
的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
創
造
的
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・

ア
イ
ト( M

ax Eyth, Lebendige K
räfte.)  

は
発
明
を
四
種
類
に
区
別
し
た
。
第
一
の
種
類
の
発
明
に
お
い
て
は
そ

の
手
段
も
そ
の
目
的
も
新
し
い
。
例
え
ば
蒸
汽
機
関
に
よ
っ
て
熱
を
技
術
的
に
用
い
得
る
力
に
変
え
る
が
如
き
こ

と
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
我
々
の
時
代
に
お
い
て
特
に
頻
繁
な
発
明
は
第
二
の
種
類
の
発
明
で
あ
っ
て
、
こ

の
場
合
新
し
い
、
嘗
て
達
せ
ら
れ
な
か
っ
た
目
的
が
知
ら
れ
て
い
る
手
段
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
潜
航
艇
の
建

造
、
種
々
の
化
学
的
発
明
の
如
き
が
そ
の
例
で
あ
る
。
第
三
の
種
類
の
発
明
に
お
い
て
は
知
ら
れ
て
い
る
目
的
が

新
し
い
手
段
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
。
印
刷
術
の
如
き
は
こ
の
種
の
大
発
明
で
あ
る
。
以
上
の
種
類
の
発
明
に
は

つ
ね
に
何
か
根
本
的
に
新
し
い
も
の
、
創
造
的
な
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
ら
は
疑
い
も
な
く
精
神
の
創
造
的
な
力
の

産
物
で
あ
る
。
し
か
る
に
ア
イ
ト
に
依
る
と
、
そ
の
数
に
お
い
て
遥
か
に
多
い
「
い
わ
ゆ
る
発
明
」
は
性
質
を
異

に
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
知
ら
れ
て
い
る
手
段
或
い
は
道
具
が
知
ら
れ
て
い
る
目
的
の
た
め
に
適
用
さ
れ
る
、
た

だ
そ
れ
が
最
初
に
行
わ
れ
た
と
い
う
理
由
で
、
か
よ
う
な
場
合
も
発
明
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
概
念
の

混
乱
が
殆
ど
避
け
難
く
、
真
実
の
発
明
と
単
な
る
構
成
及
び
結
合
と
の
限
界
が
絶
え
ず
動
揺
す
る
と
こ
ろ
の
、
危

険
な
領
域
が
あ
る
、
と
ア
イ
ト
は
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
若
干
の
極
め
て
重
要
な
発
明
が
こ
の
種
類
に



二
三
四

技
術
哲
学

属
し
て
い
る
。
ス
テ
ィ
ブ
ン
ソ
ン
が
最
初
の
機
関
車
を
成
功
的
に
レ
ー
ル
の
上
に
の
せ
た
と
き
、
鉄
の
レ
ー
ル
も

蒸
汽
機
関
も
知
ら
れ
て
い
た
。
両
者
を
結
合
す
る
こ
と
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
十
九
世
紀
に
お
け
る
最
も
重
要
な
発

明
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ト
の
発
明
論
は
技
術
に
お
け
る
創
造
的
な
も
の
を
ど
の
よ
う
な
見
地
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
か
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
余
り
に
形
式
的
に
過
ぎ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
発
明
は
ア
イ
ト
の
い
う
目
的
に
あ
る
の
で
も
手
段
に
あ
る
の
で
も
な
く
、
両
者
の
綜
合
の
う
ち
に
あ

る
の
で
あ
る
。
目
的
と
手
段
と
は
分
離
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
全
体
を
成
し
て
い
る
。
発
明
の
創
造
性
は
こ
の
綜
合

そ
の
も
の
に
お
い
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ト
の
い
う
「
い
わ
ゆ
る
発
明
」
が
発
明
で
あ
る

の
も
、
目
的
と
手
段
と
の
綜
合
の
新
し
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
は
根
本
に
お
い
て
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的

な
も
の
と
の
綜
合
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
具
体
的
な
形
に
お
け
る
綜
合
で
あ
る
。
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も

の
と
は
主
体
と
環
境
と
い
う
よ
う
に
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
、
技
術
の
根
源
は
か
よ
う
に
対
立
す
る
も
の
を
統
一

乃
至
調
和
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
の
環
境
に
対
す
る
適
応
の
た
め
の
行
為
の
形
を
樹
立
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
の
行
為
の
新
し
い
形
を
樹
立
す
る
こ
と
が
発
明
で
あ
る
。
タ
ル
ド
は
、
発
明
は
調
和
で
あ
る
と
も
適
応
で
あ
る

と
も
い
っ
て
い
る
。
技
術
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
形
に
お
け
る

綜
合
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
技
術
は
単
な
る
理
性
に
で
は
な
く
む
し
ろ
構
想
力
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
ね
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技
術
の
本
質

ば
な
ら
ぬ
。
発
明
の
固
有
な
能
力
は
構
想
力
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
発
見
と
発
明
と
を
区
別
し
て
、
発
明
に
対
す
る

才
能
は
天
才
で
あ
り
、
そ
し
て
天
才
に
と
っ
て
の
固
有
な
領
域
は
構
想
力
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
技
術
哲
学
の

課
題
は
従
来
種
々
の
人
に
よ
っ
て
「
技
術
的
理
性
の
批
判
」K

ritik der technischenVernunft 

で
あ
る
と
い
う
よ

う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
何
等
か
の
理
性
の
批
判
で
あ
る
よ
り
も
構
想
力
の
批
判
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
い
は
技
術
的
理
性
と
い
う
の
は
も
と
構
想
力
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
問
題
の
核
心
が
発
明
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
技
術
の
本
質
が
単
に
発
明
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
技
術
の
概
念
に
と
っ
て
生
産
が
構
成
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
技
術
の
本
質
は
単
に
発
明
に

あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
生
産
的
な
も
の
と
し
て
結
果
に
満
ち
た
も
の
、
効
果
的
な

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
発
明
の
中
に
は
既
に
そ
の
適
用
の
過
程
が
、
そ
の
普
及
と
伝
播
の
過
程
が
含

ま
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ア
イ
ト
は
効
果
的erfolgreich 

と
い
う
こ
と
が
技
術
に
本

質
的
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
に
依
る
と
、
発
明
を
生
む
思
想
の
受
胎
の
後
に
発
明
の
本
来
の
仕
事
即
ち
実
行
、
思

想
の
物
質
化
が
始
ま
る
。
発
明
と
い
う
言
葉
は
発
明
的
思
想
の
物
質
化
に
必
要
な
も
の
即
ち
発
明
家
の
実
践
的

活
動
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ア
イ
ト
に
と
っ
て
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
お
発
明
の
名
に
値
す
る
活
動

の
概
念
を
規
定
す
る
に
十
分
で
な
い
。
発
明
家
の
仕
事
は
「
効
果
的
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
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の
た
め
に
今
や
彼
は
彼
の
イ
デ
ー
の
最
初
の
モ
デ
ル
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
経
験
、
修
正
、
新
し
い
発
明
に
よ

っ
て
、
彼
の
思
想
に
使
用
さ
れ
得
る
形
態
が
与
え
ら
れ
る
に
至
る
ま
で
、
改
良
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ

の
と
き
に
も
な
お
発
明
家
の
仕
事
は
完
了
し
た
の
で
は
な
い
。
今
や
彼
は
そ
の
発
明
を
使
用
す
る
よ
う
に
世
の

中
を
強
要
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
ア
イ
ト
は
、
思
想
と
思
想
の
物
質
化
に
必
要
な
実
践
的
仕
事
と
の
総

体
概
念
と
し
て
の
発
明
の
概
念
を
そ
の
極
端
に
ま
で
進
め
、
発
明
を
生
活
の
中
へ
導
き
入
れ
る
こ
と
を
も
発
明
家

に
対
し
て
要
求
し
た
。
技
術
は
効
果
的
な
も
の
、
結
果
に
満
ち
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
限
り
、
こ
の
よ
う

な
要
求
に
も
理
由
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
発
明
の
概
念
を
ア
イ
ト
の
如
く
拡
張
す
る
こ
と
は
問
題
で
あ
る
に
し
て

も
、
技
術
が
真
に
効
果
的
に
な
る
た
め
に
は
、
発
明
に
お
け
る
一
回
的
な
生
産
に
止
ま
ら
な
い
再
生
産
が
必
要
で

あ
る
。
技
術
を
結
果
に
満
ち
た
も
の
に
す
る
の
は
発
明
の
再
生
産
と
し
て
の
生
産
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
一

旦
発
明
さ
れ
た
も
の
が
模
倣
さ
れ
て
社
会
に
伝
播
し
普
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
、
模
倣
が
あ
り
得
る

た
め
に
は
発
明
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
ま
た
発
明
も
模
倣
に
よ
っ
て
、
即
ち
過
去
の
遺
産
か
ら
学
ぶ

こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
技
術
は
文
化
財
と
し
て
歴
史
的
に
伝
承
さ
れ
、
社
会
的
に
伝
播
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
技
術
の
本
質
は
発
明
で
あ
る
と
共
に
模
倣
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
発
明
の
立
場

か
ら
考
え
る
こ
と
も
、
単
に
模
倣
の
立
場
か
ら
考
え
る
こ
と
も
、
真
に
生
産
の
立
場
に
お
い
て
技
術
を
見
る
こ
と
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技
術
の
本
質

で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
発
明
が
構
想
力
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
模
倣
も
構
想
力
に
属
し
て
い
る
。
即
ち
前
者
が

生
産
的
構
想
力Produktive Einbildungskraft 

に
属
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
再
生
的
構
想
力R

eproduktive 

Einbildungskraft 

に
属
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
の
核
心
は
発
明
に
あ
る
と

い
う
思
想
は
、
そ
れ
が
単
に
発
明
に
あ
る
と
い
う
意
味
に
と
ら
る
べ
き
で
な
く
、
む
し
ろ
一
般
に
技
術
の
本
質
が

構
想
力
に
関
わ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

技
術
、
特
に
発
明
と
、
構
想
力
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ッ
シ
ャ
ー
は
発
明
過
程
を
論
じ

て
、
古
代
に
お
い
て
は
経
験
本
位
で
あ
り
、
近
代
に
お
い
て
は
構
成
的
構
想
力
が
優
位
を
占
め
る
と
述
べ
て
い
る
。

原
始
的
な
技
術
が
経
験
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
技
術
が
主
と
し
て
手
の
労
働
に
よ
っ
て
行
わ
れ
、
従
っ
て

そ
の
技
術
手
段
が
機
械
で
な
く
て
道
具
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
他
方
そ
の
技
術
目
的
が
直
接
眼
前
に
横
た
わ
っ

て
い
て
、
想
像
力
を
激
し
く
働
か
せ
る
に
至
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
経
験
の
う
ち

に
も
既
に
構
想
力
が
働
い
て
い
る
。
知
覚
の
う
ち
に
は
記
憶
が
含
ま
れ
て
い
る
。
技
術
的
経
験
は
過
去
の
記
憶
を

含
む
と
同
時
に
未
来
の
期
待
、
目
的
を
含
ん
で
い
る
。
技
術
は
つ
ね
に
一
定
の
形
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
、
ど

の
よ
う
な
経
験
的
技
術
も
構
想
力
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
原
始
的
な
技
術
が
多
く
知
覚
的
経
験
に
依

存
し
て
い
た
の
に
反
し
、
近
代
の
技
術
は
経
験
を
遥
か
に
超
え
て
直
接
眼
前
に
横
た
わ
っ
て
い
な
い
目
的
を
複
雑
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な
手
続
を
経
て
達
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
粗
野
な
経
験
主
義
を
超
え
る
の
は
構
想
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
一
般

に
構
想
力
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
規
定
し
た
如
く
、
対
象
を
そ
れ
が
現
在
し
な
く
て
も
直
観
に
お
い
て
表
象
す

る
能
力
で
あ
る
。
ア
ッ
シ
ャ
ー
は
発
明
史
上
に
お
け
る
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
重
要
な
地
位
に
つ
い
て

述
べ
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
才
能
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
最
も
顕
著
に
示
す
も
の
は
、
彼
の
著
述
に

お
い
て
示
さ
れ
た
想
像
力
（
構
想
力
）
の
豊
富
な
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
即
ち
レ
オ
ナ
ル
ド
を
駆
っ
て
直

接
眼
前
の
目
的
を
達
す
る
と
い
う
限
界
の
遥
か
彼
方
に
ま
で
赴
か
せ
た
こ
の
着
想
は
彼
の
生
涯
に
お
け
る
最
も
新

し
い
、
最
も
独
自
な
性
質
で
あ
り
、
従
来
の
発
明
が
経
験
本
位
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
発
明
の
た
ど
る
過
程
が

決
定
的
に
想
像
の
領
域
に
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
レ
オ
ナ
ル
ド
を
も
っ
て
嚆こ
う
し矢

と
す
る
、
と

ア
ッ
シ
ャ
ー
は
い
う
。
新
し
い
技
術
は
近
代
科
学
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
た
抽
象
的
原
理
の
う
ち
に
潜
在
的
に
含
ま

れ
て
い
る
種
々
の
技
術
的
可
能
性
を
構
想
力
に
よ
っ
て
鋭
敏
に
看
取
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
れ
た
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
技
術
と
構
想
力
と
の
間
に
密
接
な
関
係
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
技
術
の
合
理
性
を
否
定
す

る
こ
と
で
は
な
い
。
技
術
は
ど
こ
ま
で
も
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
は
自
然
の
合
理
性
を
探
求
し
て
ゆ
く
の

で
あ
る
が
、
技
術
は
こ
の
よ
う
な
科
学
を
基
礎
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
し
た
。
近
代
技
術
は
近
代
科
学
と
双

生
児
で
あ
り
、
そ
の
精
神
は
合
理
的
精
神
で
あ
る
。
近
代
科
学
は
経
験
的
知
覚
を
超
え
て
自
然
の
合
理
性
を
探
求
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し
て
ゆ
く
。
近
代
技
術
が
粗
野
な
経
験
主
義
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
近
代
科
学
の
お
か
げ

で
あ
る
。
近
代
科
学
の
発
展
こ
そ
ア
ッ
シ
ャ
ー
の
い
う
技
術
的
発
明
に
お
け
る
経
験
本
位
か
ら
構
想
力
の
優
位
へ

の
発
展
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
り
、ま
た
必
然
的
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
発
明
が
た
だ
神し
ん
ら
い徠【

神
来
・

ひ
ら
め
き
】
の
賜
物
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
発
明
に
お
け
る
直
観
と
か
無
意
識

的
な
も
の
の
意
義
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
近
代
技
術
は
よ
り
多
く
合
理
的
な
推
理
や
計
算
、
意
識
的

な
企
画
に
基
づ
い
て
い
る
。
発
明
は
単
に
天
才
の
直
観
に
俟
つ
こ
と
な
く
、
研
究
所
に
お
け
る
共
同
研
究
の
如
き

を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
技
術
の
根
柢
が
単
な
る
理
性
で
な
く
、
構
想
力
で
あ

る
こ
と
に
は
変
り
が
な
い
。
た
だ
そ
の
構
想
力
は
科
学
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
意
識
的
に
な
り
構
成

的
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
近
代
技
術
は
一
方
慎
重
な
実
験
に
基
づ
い
て
論
理
的
に
組
織
さ
れ
た
科
学
的
知
識
の
上

に
立
つ
と
共
に
、
他
方
こ
の
科
学
的
知
識
を
本
来
の
技
術
的
な
も
の
に
形
作
る
の
は
構
想
力
で
あ
る
。
技
術
は
単

に
知
る
こ
と
で
な
く
て
作
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
構
想
力
の
形
成
作
用
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
構
想
力
は
押
し

退
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
な
く
、
つ
ね
に
最
も
本
質
的
な
技
術
的
要
素
で
あ
る
。
理
性
は
構
想
力
を
根
柢
と
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
的
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
、
シ
ュ
レ
テ
ル
も
い
っ
て
い
る
、「
技
術
的
形
成
的
活
動
は
自

然
科
学
的
研
究
と
物
理
的
過
程
の
支
配
を
前
堤
す
る
、
し
か
し
構
成
的
想
像
力K

onstruktive Phantasie 

の
創
造
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的
制
作
的
形
成
は
、
最
も
本
質
的
な
技
術
的
要
素
と
し
て
、
こ
の
前
提
を
初
め
て
現
実
に
、
そ
し
て
そ
の
科
学
的

意
味
と
は
全
く
異
な
る
と
こ
ろ
の
技
術
的
構
成
体
そ
の
も
の
の
意
味
に
ま
で
高
め
る
の
で
あ
る
。」（M

. Schröter, 

Philosophie der Technik.)

技
術
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
自
然
の
法
則
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
合
理
性
は
先
ず
因
果
法
則
的
合
理
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
に
客
観
的
に
把
握
し
得
る
科
学
的
合
理
性
で
あ

る
。
し
か
る
に
技
術
に
つ
い
て
は
更
に
他
の
合
理
性
、
い
わ
ゆ
る
経
済
的
合
理
性
の
如
き
も
の
が
指
摘
さ
れ
る
。

技
術
は
経
済
的
に
合
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
最
小
の
費
用
を
も
っ
て
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
と
い

う
こ
と
が
そ
の
法
則
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
合
理
的
で
あ
る
こ
と
は
技
術
の
外
部

に
あ
る
も
の
と
し
て
経
済
か
ら
技
術
に
対
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
技
術
そ
の
も
の
に
と
っ
て
内

面
的
に
必
然
的
な
要
求
で
あ
る
。
ゴ
ッ
ト
ル
の
如
き
も
、
最
小
の
費
用
を
も
っ
て
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
と
い
う

経
済
の
法
則
は
経
済
の
法
則
で
な
く
て
実
は
技
術
の
法
則
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
合
理

性
は
単
な
る
因
果
法
則
的
合
理
性
で
な
く
て
一
つ
の
目
的
論
的
な
合
理
性
で
あ
る
。
技
術
の
合
理
性
は
本
質
的
に

か
く
の
如
く
合
目
的
性
を
意
味
し
て
い
る
。
技
術
は
目
的
と
手
段
と
の
、
論
理
的
に
い
う
と
全
体
と
部
分
と
の
、

合
目
的
的
な
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
合
目
的
性
は
、
カ
ン
ト
も
考
え
た
よ
う
に
、
理
論
的
理
性
の
領
域
に
は
属
し
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な
い
。
そ
れ
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
主
観
的
な
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
判
断
力
に
帰

し
、
合
目
的
性
は
反
省
的
判
断
力
の
主
観
的
な
原
理
で
あ
る
と
考
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で

あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
技
術
が
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
が
物
を
変
え
物
を
作
る
こ
と
に

よ
っ
て
明
瞭
で
あ
る
。我
々
の
知
識
が
カ
ン
ト
の
考
え
た
如
く
現
象
の
世
界
に
関
係
す
る
に
止
ま
ら
な
い
こ
と
は
、

物
を
作
る
技
術
に
お
い
て
明
瞭
で
あ
る
。
技
術
こ
そ
物
自
体
を
洞
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
判
断
力
批

判
に
必
然
の
世
界
と
自
由
の
世
界
と
を
結
合
す
る
地
位
を
与
え
た
が
、
技
術
は
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
自
由
の
世
界

と
必
然
の
世
界
と
を
結
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
に
主
観
的
・

客
観
的
な
も
の
が
歴
史
の
世
界
に
お
い
て
は
真
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
判
断
力
批
判
は
芸
術
や
自

然
の
合
目
的
性
の
問
題
を
な
お
物
を
見
る
立
場
か
ら
考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
物
を
作
る
立
場
に
お
い
て
捉
え

て
い
な
い
。
歴
史
的
形
成
的
な
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
の
い
う
判
断
力
は
構
想
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

構
想
力
は
歴
史
的
形
成
の
原
理
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
主
観
的
・
客
観
的
に
、
従
っ
て
技
術
的
に
形

成
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
具
体
的
な
理
性
で
あ
り
、
歴
史
的
形
成
的
理
性
で
あ
る
。
我
々
は
形
成
的

世
界
の
形
成
的
要
素
と
し
て
、
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
に
参
与
す
る
。
技
術
的
に
形
成
し
て
ゆ
く
我
々
の
う
ち

に
働
い
て
い
る
の
は
世
界
理
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。「
発
明
家
は
、
彼
が
あ
る
と
こ
ろ
の
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人
間
に
と
ど
ま
る
限
り
、
こ
の
地
上
の
生
活
に
お
い
て
決
し
て
静
止
に
至
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
即
ち
彼
は

創
造
者
の
似
姿
で
あ
り
、
神
が
そ
の
う
ち
に
神
自
身
の
創
造
的
な
力
の
火
花
を
点
じ
た
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
。」

と
ア
イ
ト
は
述
べ
て
い
る
。
技
術
の
論
理
が
単
な
る
理
性
の
論
理
で
な
く
構
想
力
の
論
理
で
あ
る
の
は
、
技
術
は

元
来
物
質
の
形
成
で
あ
り
、
単
に
精
神
的
な
も
の
の
論
理
で
な
く
、
む
し
ろ
精
神
的
・
物
質
的
な
も
の
の
、
形
相

的
・
質
料
的
な
も
の
の
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
の
論
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。

技
術
と
構
想
力
と
の
内
面
的
な
関
係
は
、
技
術
に
と
っ
て
の
根
本
概
念
が
形
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
し
て

い
る
。
ア
ッ
シ
ャ
ー
も
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
説
を
援
用
し
な
が
ら
、
発
明
と
い
う
の
は
新
し
い
環
境
に
お
い

て
新
た
に
欲
望
を
満
足
す
る
た
め
の
新
行
動
形
態
の
獲
得
で
あ
る
と
見
て
い
る
。
行
為
の
形
と
い
う
も
の
は
環
境

が
主
体
を
限
定
し
逆
に
主
体
が
環
境
を
限
定
し
、
そ
こ
に
心
理
学
者
の
い
わ
ゆ
る
円
環circuit 

が
生
ず
る
と
こ
ろ

に
出
来
て
く
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
我
々

の
行
為
は
す
べ
て
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
出
来
事
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
そ
れ
は
我
々
の
為

す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
我
々
に
と
っ
て
成
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、我
々

の
行
為
に
は
つ
ね
に
自
己
を
超
え
た
意
味
が
あ
り
、
行
為
は
主
観
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
そ
の
意
味
は
決
し
て
単

に
い
わ
ゆ
る
主
観
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。単
に
主
観
的
な
も
の
は
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
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技
術
並
び
に
そ
の
生
産
物
が
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
場
合
に
も
、

そ
の
主
観
的
と
い
う
意
味
は
決
し
て
単
に
い
わ
ゆ
る
主
観
的
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
の
意
欲
と
か
目
的
と

か
が
単
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
技
術
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
。
技
術
は
我
々
の
意
欲
や
目
的
が
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
意
欲
や
目
的

は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
な
も
の
で
あ
っ
て
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
れ
が
客
観
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
の
は
歴
史
的
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
真
に
現
実
的
に
主
観
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
技
術
的
な
形
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
と
し
て
作
ら
れ
て
く
る

の
で
あ
っ
て
、
歴
史
的
な
形
で
あ
り
、
単
に
客
観
的
な
も
の
で
も
単
に
主
観
的
な
も
の
で
も
な
い
。
か
よ
う
な
形

は
知
性
か
ら
も
感
性
か
ら
も
考
え
ら
れ
ず
、
た
だ
構
想
力
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
構
想
力
と
い
う
の
は
形
を
作
る
能

力
で
あ
る
。
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
い
う
矛
盾
す
る
も
の
は
形
に
お
い
て
綜
合
さ
れ
る
。
発
明
は
こ

の
よ
う
な
形
の
獲
得
に
関
わ
っ
て
い
る
。
心
理
学
者
は
欲
望
が
満
足
さ
れ
る
こ
と
は
円
環
が
成
立
す
る
こ
と
で
あ

り
、
完
全
な
円
が
描
か
れ
る
と
、
始
め
と
終
り
と
が
一
致
し
、
ギ
ャ
ッ
プ
が
満
た
さ
れ
て
そ
の
欲
望
は
姿
を
消
す

と
述
べ
て
い
る
が
、
恰
も
そ
の
よ
う
に
一
旦
技
術
的
な
形
が
出
来
上
る
と
、
主
観
的
な
意
欲
は
主
観
的
な
も
の
と

し
て
姿
を
消
し
て
、
そ
こ
に
完
全
に
客
観
的
な
も
の
と
し
て
形
が
残
り
、
そ
れ
が
技
術
的
形
態
と
し
て
存
在
す
る
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よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
節　

道
具
と
機
械

発
明
の
歴
史
は
道
具
の
歴
史
で
あ
る
が
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
最
も
著
し
い
現
象
は
、
固
有
な
意
味
に
お
け
る

道
具
か
ら
機
械
へ
の
発
展
で
あ
る
。
機
械
は
広
い
意
味
で
は
道
具
の
一
つ
で
あ
る
が
、全
く
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。

道
具
と
機
械
と
の
間
に
は
重
要
な
差
異
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
じ
に
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
と
よ
り

そ
の
間
の
発
展
を
単
に
非
連
続
的
に
見
る
こ
と
は
正
し
く
な
く
、
道
具
と
い
う
も
の
に
も
既
に
機
械
の
要
素
が
含

ま
れ
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
は
器
官
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
道
具
と
機
械
と
の
間
に
は
一
面
連
続
的
な
関
係
が
あ
る
。

道
具
か
ら
機
械
へ
の
、
そ
し
て
機
械
に
お
け
る
発
達
を
或
る
人
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。
簡
単
な
道
具
―
―

道
具
の
蓄
積
―
―
組
立
て
た
道
具
―
―
一
つ
の
組
立
て
た
道
具
を
一
個
の
原
動
機
で
あ
る
人
間
の
手
で
動
か
す
こ

と
―
―
そ
れ
ら
の
道
具
を
自
然
力
で
動
か
す
こ
と
―
―
機
械
―
―
た
だ
一
個
の
原
動
機
を
有
す
る
機
械
体
系
―
―

原
動
機
の
代
り
に
自
動
装
置
を
有
す
る
機
械
体
系
。
機
械
は
単
に
複
雑
な
道
具
で
は
な
い
。
両
者
の
間
に
は
質
的

な
差
異
が
あ
る
。
こ
の
差
異
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
具
は
根
本
的
に
人
間
の
手
に
結
び
附
け
ら
れ
て
い
る
。
道
具
は
い
わ
ば
手
の
延
長
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
初
の
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道
具
は
人
間
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
自
然
の
う
ち
に
発
見
さ
れ
た
も
の
が
人
間
の
手
に
結

び
附
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
道
具
と
な
っ
た
。
例
え
ば
土
地
は
人
間
が
投
げ
た
り
、
摺
っ
た
り
、
圧

し
つ
け
た
り
な
ど
す
る
に
用
い
る
石
を
供
給
し
た
。
人
間
は
自
然
に
あ
る
が
ま
ま
の
対
象
を
自
分
の
身
体
の
器
官

に
附
け
加
え
、
か
よ
う
に
し
て
身
体
の
器
官
を
延
長
し
た
。
自
然
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
対
象
は
こ
の
附
加
過
程

に
よ
っ
て
彼
の
道
具
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。道
具
は
人
間
の
手
の
形
や
大
い
さ
や
力
の
量
な
ど
に
従
っ
て
作
ら
れ
、

道
具
に
と
っ
て
の
動
力
は
人
間
の
身
体
に
あ
る
。
道
具
に
よ
る
作
業
は
こ
れ
を
使
用
す
る
個
人
の
力
、
熟
練
、
敏

速
乃
至
確
実
さ
に
依
存
し
て
い
る
。
手
工
業
に
お
け
る
中
心
的
な
事
実
は
つ
ね
に
個
々
の
労
働
者
で
あ
り
、
工
業

は
鍛
え
ら
れ
た
個
人
の
熟
練
、
創
意
や
勤
勉
を
基
礎
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
道
具
は
身
体
の
部
分
に
結
び
附
け
ら

れ
て
い
る
故
に
、
そ
の
技
術
に
お
い
て
は
習
慣
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
習
慣
は
い
わ
ゆ
る
第
二
の
自
然

と
し
て
道
具
並
び
に
そ
の
技
術
を
身
体
と
有
機
的
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
道
具
の
技
術
は

単
に
機
械
的
で
な
く
、
む
し
ろ
有
機
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
道
具
の
技
術
は
人
間
と
有
機

的
に
媒
介
し
た
も
の
で
あ
る
故
に
、
そ
の
技
術
に
は
個
性
的
な
と
こ
ろ
が
多
く
、
従
っ
て
道
具
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
は
或
る
芸
術
的
な
味
を
も
っ
て
い
る
。

機
械
工
業
に
お
け
る
最
初
の
工
夫
は
、
職
人
が
手
と
人
間
力
に
よ
っ
て
為
し
て
い
た
の
と
同
じ
運
動
を
機
械
的
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手
段
に
よ
っ
て
為
す
こ
と
を
工
夫
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
最
初
の
紡
績
工
業
に
お
い
て

の
如
く
、
工
人
に
同
じ
手
の
作
業
を
何
重
に
も
為
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
か
ら
出
発
し
た
。
或
い
は
ま

た
そ
れ
は
、
蒸
汽
力
の
初
期
に
お
い
て
の
如
く
、
機
械
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
な
い
筋
肉
労
働
に
よ
っ
て
可
能
で
あ

っ
た
よ
り
も
一
層
大
き
な
効
果
を
も
っ
て
与
え
ら
れ
た
作
業
を
為
し
得
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
か
ら
出
発
し

た
。
か
よ
う
に
し
て
そ
の
初
期
に
お
け
る
機
械
は
、
進
歩
し
た
道
具
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
労
働

者
の
力
の
到
達
範
囲
を
拡
大
す
る
も
の
、
も
し
く
は
手
の
作
業
を
容
易
に
し
或
い
は
軽
減
す
る
も
の
と
見
ら
れ
て

い
た
。
即
ち
機
械
の
目
差
す
と
こ
ろ
は
、
そ
れ
を
手
に
す
る
人
間
の
労
働
の
能
率
を
高
め
る
た
め
の
「
労
働
節
約

の
工
夫
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
機
械
も
そ
の
最
初
の
段
階
に
お
い
て
は
人
間
的
な
見
地
か
ら
考

え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
道
具
か
ら
機
械
へ
の
決
定
的
な
発
展
は
簡
単
に
い
う
と
人
間

の
手
か
ら
独
立
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

近
代
技
術
は
基
本
的
に
機
械
技
術
で
あ
る
。
そ
の
根
本
の
原
理
は
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
依
る
と
、「
有
機
的
な
も

の
の
制
限
か
ら
の
解
放
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
近
代
技
術
の
こ
の
特
徴
は
さ
し
あ
た
り
人
間
と
い
う
有
機
的
自

然
の
諸
制
限
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
解
放
は
機
械
の
如
何
な
る
構
造
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
ろ

う
か
。
マ
タ
レ
に
依
る
と
、
道
具
と
機
械
と
の
区
別
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
的
手
段
の
こ
れ
を
動
か
す
力
に
対
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す
る
関
係
が
異
な
る
点
に
存
し
て
い
る( M

ataré, "D
ie A

rbeitsm
ittel : M

aschine, A
pparat, W

erkzeug".

【Franz 

M
ataré

】)
。
道
具
は
、
こ
れ
を
動
か
す
力
を
、
単
に
そ
れ
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
形
で
技
術
的
対
象
に
伝
え
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
の
力
を
な
ん
ら
変
形
し
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
道
具
は
、
こ
れ
を
動
か
す
力
に
対
し
て
受
動

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
道
具
も
技
術
的
対
象
に
対
し
て
は
能
動
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
機

械
の
場
合
、
こ
れ
を
動
か
す
力
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
も
能
動
的
で
あ
る
。
即
ち
機
械
は
与
え
ら
れ
た
な
ま
の

力
を
有
効
力
に
変
形
し
、
異
な
る
性
質
の
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
工
業
的
生
産
の
原
料
に
対
す
る
関
係

に
類
似
し
、
恰
も
工
業
的
生
産
が
原
料
を
変
形
し
加
工
す
る
よ
う
に
、
な
ま
の
力
に
対
し
て
加
工
を
行
う
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
し
て
一
般
に
機
械
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
特
質
は
、
人
間
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
或
る
一
定
の
目

的
を
達
す
る
た
め
に
力
の
作
用
を
計
画
的
に
変
形
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
点
で
そ
れ
は
道
具
か
ら
区
別
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
力
の
変
形
乃
至
加
工
と
い
う
機
械
の
特
質
は
、
作
業
機
の
み
で
な
く
動
力
機
に
つ
い
て
も
認
め

ら
れ
る
。
例
え
ば
蒸
汽
機
関
は
、
先
ず
蒸
汽
の
四
方
に
働
く
圧
力
を
一
方
的
の
力
即
ち
ピ
ス
ト
ン
を
押
す
力
に

変
形
加
工
し
、
こ
れ
を
更
に
廻
転
力
に
変
形
加
工
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
機
械
が
道
具
と
違
っ
て
右
の
よ

う
に
与
え
ら
れ
た
力
を
加
工
し
得
る
の
は
、
機
械
が
い
わ
ゆ
る
機
構M

echanism
us 

を
有
し
、
こ
れ
を
通
じ
て

そ
の
力
を
変
形
し
て
技
術
的
対
象
に
伝
え
る
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
機
構
と
は
何
か
と
い
う
と
、
我
々
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は
こ
れ
を
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ォ
イ
ク
ト
は
そ
れ
を
自
由
可

動
的
な
運
動
に
対
す
る
強
制
運
動
の
概
念
を
も
っ
て
説
明
し
て
い
る( Voigt, Technische O

ekonom
ik.

【A
ndreas 

Voigt

】)

。
彼
に
依
る
と
、
一
つ
の
物
体
の
個
々
の
点
の
運
動
に
つ
い
て
も
、
自
由
可
動
的
な
場
合
と
強
制
運
動
的

な
場
合
と
が
区
別
さ
れ
る
。
即
ち
完
全
に
自
由
可
動
的
な
場
合
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
物
体
の
す
べ
て
の
点
が
一

つ
の
全
体
（
即
ち
そ
の
物
体
）
を
成
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
個
々
の
点
の
運
動
が
他
の
点
の
そ
れ
に
対
し
て
必
ず

し
も
一
定
の
依
存
性
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
一
つ
の
物
体
に
お
け
る
個
々
の
点
の
運
動
が
そ

の
物
体
の
他
の
諸
点
の
運
動
に
依
存
す
る
と
き
は
次
第
に
強
制
運
動
的
と
な
る
。
即
ち
そ
の
物
体
の
中
の
或
る
一

点
が
動
く
と
他
の
す
べ
て
の
点
が
こ
れ
に
伴
っ
て
動
く
場
合
、こ
れ
ら
の
点
の
運
動
は
依
存
的
の
も
の
と
な
る
が
、

そ
の
極
端
な
場
合
と
し
て
、
そ
の
物
体
の
特
定
の
点
を
な
す
一
定
の
運
動
に
対
し
、
他
の
諸
点
が
唯
一
の
途
を
と

っ
て
運
動
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
諸
点
の
結
合
は
動
力
学
的
に
一
義
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
諸
点
が
こ

の
よ
う
に
結
合
さ
れ
て
い
る
物
体
が
単
純
機
構
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
単
純
機
構
に
よ
っ
て
我
々
は
そ
の

中
の
一
点
の
運
動
を
他
の
一
点
の
特
定
の
運
動
に
よ
っ
て
強
制
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
際
機
構
の
諸
点
の
う

ち
先
ず
独
立
に
動
か
さ
れ
る
点
を
加
力
点
と
呼
び
、
こ
の
点
の
運
動
に
依
存
し
て
動
き
、
し
か
も
加
力
点
の
運
動

の
技
術
的
目
的
で
あ
る
運
動
を
な
す
点
を
目
的
点
と
名
附
け
る
。
と
こ
ろ
で
次
に
、
一
つ
の
物
体
の
目
的
点
の
運
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動
は
更
に
別
個
の
物
体
、
し
か
も
そ
の
運
動
が
同
様
に
動
力
学
的
に
一
義
的
な
物
体
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
第
一
の
物
体
の
目
的
点
は
第
二
の
物
体
の
加
力
点
と
一
致
し
、
し
か
も
第
二
の
物
体
の
目
的
点
は
今
や

第
一
の
物
体
の
加
力
点
に
依
存
す
る
運
動
を
な
す
に
至
る
。
な
お
こ
の
第
二
の
物
体
に
対
し
て
第
三
の
物
体
を
同

様
の
方
法
で
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
、更
に
こ
の
方
法
を
無
限
に
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
。か
よ
う
に
し
て
個
々

の
物
体
を
結
合
し
、し
か
も
そ
れ
ら
の
結
合
さ
れ
た
も
の
が
一
つ
の
全
体
と
見
ら
れ
得
る
と
き
、こ
の
全
体
を
我
々

は
機
構
と
称
し
、
結
合
さ
れ
た
物
体
の
数
に
よ
っ
て
二
部
分
か
ら
成
る
機
構
、
三
部
分
か
ら
成
る
機
構
と
い
う
よ

う
に
呼
ぶ
。
更
に
な
お
一
つ
の
機
構
は
別
個
の
機
構
に
運
動
を
伝
え
得
べ
く
、
ま
た
一
つ
の
機
構
に
よ
っ
て
多
く

の
機
構
に
運
動
を
伝
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
一
点
の
運
動
は
他
の
諸
点
の
運
動
の
目
的
に
対

す
る
手
段
と
な
り
、
機
構
の
結
合
の
複
雑
に
な
る
に
従
っ
て
、
目
的
・
手
段
の
系
列
は
い
よ
い
よ
複
雑
な
も
の
に

な
る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
ク
ト
は
か
く
の
如
く
機
構
と
い
う
も
の
を
説
明
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
哲
学
的
範

疇
に
翻
訳
す
る
と
、
機
構
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
機
構
は
ど
こ

ま
で
も
機
械
論
的
な
も
の
、
因
果
論
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
論
的
な
も
の
、
合
目
的
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
道
具
が
人
間
の
手
か
ら
一
つ
の
機
構
に
移
さ
れ
る
と
き
、
こ
こ
に
単
な
る
道
具
に
代
っ
て
機
械
が
現
れ

る
。
こ
の
区
別
は
人
間
自
身
が
第
一
の
原
動
機
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
直
ち
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
人
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間
が
同
時
に
使
用
し
得
る
労
働
器
具
は
彼
の
自
然
的
生
産
器
具
で
あ
る
彼
自
身
の
身
体
器
官
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
作
業
機
（
道
具
機
）
の
出
現
は
そ
れ
が
具
え
て
い
る
機
構
に
よ
っ
て
こ
の
制
限
か
ら
彼
を

解
放
す
る
。
例
え
ば
紡
績
機
械
の
如
き
作
業
機
が
登
場
す
る
と
、
身
体
器
官
上
の
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
て
一
人
の

労
働
者
に
よ
っ
て
同
時
に
運
転
さ
れ
る
道
具
の
数
が
増
加
し
、
い
わ
ゆ
る
同
一
過
程
の
乗
算
が
行
わ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
一
層
高
度
に
発
達
し
た
近
代
機
械
は
一
般
に
種
々
の
過
程
の
秩
序
あ
る
系
列
を
体
現
し
て
お
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
嘗
て
は
異
な
る
諸
種
類
の
道
具
を
持
つ
多
数
の
個
々
の
個
人
も
し
く
は
個
人
の
団
体
に
よ
っ
て
為

さ
れ
て
い
た
労
働
に
機
械
的
統
一
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
道
具
の
場
合
に
は
人
間
が
そ
の
手
工
的
熟
練
に

基
づ
い
て
こ
れ
を
直
接
動
か
し
た
の
に
反
し
、
機
械
の
場
合
で
は
そ
れ
に
属
す
る
道
具
を
直
接
動
か
す
も
の
は
機

構
で
あ
る
。
機
械
の
取
扱
に
当
る
人
間
は
、
そ
れ
を
運
転
せ
し
む
べ
き
か
否
か
を
決
定
し
は
す
る
が
、
機
械
が
如

何
に
作
用
す
べ
き
か
に
つ
い
て
は
た
だ
極
め
て
狭
い
限
界
内
に
お
い
て
こ
れ
を
決
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
近
代
的

機
械
は
自
己
指
導
性
即
ち
自
働
性
を
目
標
と
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
道
具
か
ら
機
械
へ
進
化
す
る
に
従
っ
て
次
第
に
人
間
か
ら
独
立
に
な
る
。
機
械
産
業
に
お
け
る

労
働
者
の
仕
事
は
、
そ
の
典
型
に
お
い
て
、
附
添
人
或
い
は
助
手
の
仕
事
で
あ
る
、
彼
の
労
働
は
機
械
の
過
程

を
補
足
す
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
使
用
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
機
械
の
過
程
が
労
働
者
を
使
用
す
る
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の
で
あ
る
。
機
械
の
考
案
の
理
想
は
自
働
的
な
機
械
で
あ
る
。
機
械
技
術
に
お
け
る
完
成
は
、
与
え
ら
れ
た
過
程

が
手
の
労
働
を
不
必
要
と
す
る
程
度
に
応
じ
て
達
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
道
具
技
術
に
お
け
る
完
成
は

職
人
の
手
工
の
完
成
を
意
味
し
て
い
る
。
ヴ
ェ
ブ
レ
ン
は
、
大
産
業
に
お
け
る
熟
練
工
の
機
械
の
過
程
に
対
す
る

関
係
は
、
一
般
的
に
い
っ
て
、
職
人
が
彼
の
道
具
に
対
す
る
関
係
よ
り
も
、
原
始
的
な
牧
者
、
羊
飼
と
か
搾
乳

婦
が
彼
等
の
配
慮
の
も
と
に
あ
る
家
畜
に
対
す
る
関
係
に
類
似
す
る
、
と
述
べ
て
い
る( Veblen, The Instinct of 

W
orkm

anship.)

。
即
ち
そ
れ
は
道
具
の
巧
妙
な
使
用
で
あ
る
よ
り
も
附
添
い
の
、
促
進
の
、
熟
練
し
た
干
渉
の
仕

事
で
あ
る
、
も
ち
ろ
ん
近
代
的
工
人
は
原
始
的
な
牧
者
と
同
じ
で
は
な
い
。
厳
密
な
科
学
を
基
礎
と
し
複
雑
な
機

構
を
有
す
る
近
代
的
機
械
を
取
扱
う
職
工
は
正
確
な
、
精
密
な
知
識
を
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
点
で
ま
た
機
械
技
術
の
労
働
者
は
道
具
技
術
に
お
け
る
職
人
と
も
異
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
、
知
識
に
よ

っ
て
よ
り
も
手
の
練
習
に
よ
っ
て
、
直
観
的
に
、
ま
た
習
慣
に
よ
っ
て
、
そ
の
技
術
を
体
得
す
る
の
で
あ
る
。
道

具
技
術
が
身
体
的
な
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
、
機
械
技
術
は
科
学
的
な
、
一
般
的
な
知
識
を
基
礎
に

し
て
い
る
。

機
械
は
も
と
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
人
間
か
ら
独
立
に
な
る
。
人
間
の
作
る
も
の
が
人
間
か
ら
独
立

に
な
る
と
い
う
歴
史
の
一
般
的
法
則
は
機
械
の
場
合
に
お
い
て
特
に
明
瞭
に
認
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
も
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と
人
間
と
環
境
と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
媒
介
者
は
第
三
の
も
の
と
し
て
独
立
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
独
立
な
も
の
で
あ
っ
て
真
に
よ
く
媒
介
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
機
械
の
場
合
に
お
い
て
特
に
明
瞭
に
理
解

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
機
械
は
単
に
従
来
の
手
工
労
働
を
模
倣
し
、
従
来
の
人
間
に
依
る
労
働
に
代
る
だ
け
で
は
な

く
、
従
来
の
人
間
労
働
に
よ
っ
て
は
不
十
分
に
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
効
果
を
十
分
に
齎
し
得
る
の
で
あ
り
、
ま

た
従
来
人
間
の
労
働
力
に
よ
っ
て
は
全
く
生
産
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
新
し
い
生
産
物
を
生
産
し
得
る
の
で

あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
機
械
の
発
達
は
生
産
力
の
増
大
と
な
っ
て
人
間
生
活
の
発
展
に
大
き
な
寄
与
を
な
し
た
。

そ
の
影
響
は
い
わ
ゆ
る
産
業
革
命
と
な
っ
て
人
間
の
社
会
生
活
に
大
き
な
変
化
を
生
じ
た
。
と
こ
ろ
で
人
間
生
活

の
発
展
に
役
立
っ
た
も
の
が
や
が
て
そ
の
桎
梏
に
転
化
す
る
と
い
う
の
は
歴
史
の
一
般
的
法
則
で
あ
る
。
人
間
生

活
を
発
達
さ
せ
た
機
械
は
や
が
て
人
間
生
活
を
圧
迫
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
技
術
に
関
す
る

重
大
な
社
会
的
並
び
に
道
徳
的
問
題
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
時
以
来
、
技
術
の
問
題
が
問
題
と
し
て

自
覚
さ
れ
、
一
般
的
関
心
を
喚
び
起
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
五
節　

科
学
と
技
術

近
代
技
術
は
近
代
科
学
と
密
接
に
結
び
附
い
て
発
達
し
た
。
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
言
葉
に
依
る
と
、
近
代
技
術
は
近
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代
自
然
科
学
の
双
生
児
で
あ
り
、
両
者
は
根
本
に
お
い
て
同
じ
本
質
の
も
の
で
あ
る( Som

bart, D
ie Zähm

ung 

der Technik.)

。
即
ち
そ
の
根
柢
に
あ
る
の
は
自
然
に
つ
い
て
の
近
代
的
見
解
で
あ
っ
て
、
一
方
は
理
論
的
角
度

か
ら
、
他
方
は
実
践
的
角
度
か
ら
見
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
自
然
観
は
自
然
か
ら
神
性
を
奪
い
去

っ
た
が
、
近
代
技
術
は
技
術
的
思
惟
か
ら
人
間
性
を
奪
い
去
っ
た
。
機
械
は
人
間
を
離
れ
て
そ
れ
自
身
独
立
な
機

構
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
近
代
的
自
然
観
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
精
神
に
従
っ
て
、
近
代
技
術
は

ま
た
新
し
い
道
を
と
っ
た
。
こ
の
新
し
い
道
は
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
依
る
と
、
生
け
る
自
然
の
制
限
か
ら
の
解
放
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
例
え
ば
以
前
は
木
材
、
皮
革
等
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
現
在
で
は
鉄
、
石

炭
等
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
よ
う
な
新
し
い
科
学
と
技
術
を
生
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
的
精
神
態
度
の
特

徴
は
、
更
に
ゾ
ン
バ
ル
ト
に
依
る
と
、
理
論
と
実
践
と
は
不
可
分
で
あ
っ
て
、
相
交
流
し
、
相
互
に
制
約
す
る
と

い
う
こ
と
に
存
し
て
い
る
。

科
学
が
技
術
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
明
瞭
で
あ
る
。
科
学
の
発
達
な
し
に
は
技
術
の
発
達
は

あ
り
得
な
い
。
し
か
し
他
方
科
学
の
発
達
に
は
技
術
の
発
達
が
必
要
で
あ
る
。
望
遠
鏡
と
か
顕
微
鏡
と
か
の
技

術
的
発
明
を
除
い
て
近
代
科
学
の
発
達
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
科
学
そ
の
も
の
が
元
来
技
術
的

要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
べ
ー
コ
ン
が
『
ノ
ヴ
ァ
・
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ス
』【N

ova 



二
五
四

技
術
哲
学

Atlantis
】
の
中
で
夢
み
た
ア
カ
デ
ミ
ー
は
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
の
支
配
の
限
界
を
拡
げ
る
た
め
に
、
事
物
の
秘

密
の
運
動
を
探
究
す
る
」
こ
と
を
目
的
と
し
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
も
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、科
学
は
「
仕

事
の
知
識
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
支
配
の
知
識
」
で
あ
り
、
そ
の
根
柢
に
は
近
代
的
な
「
権
力
思
想
」
即
ち

自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
意
志
が
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
ま
た
べ
ー
コ
ン

の
い
っ
た
如
く
、
自
然
は
そ
れ
に
従
う
の
で
な
け
れ
ば
支
配
さ
れ
な
い
。
自
然
を
支
配
す
る
た
め
に
は
自
然
の
客

観
的
な
法
則
を
認
識
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
技
術
は
そ
の
認
識
を
基
礎
と
し
て
自
然
に
働
き
か
け
こ
れ
を
変

化
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
法
則
を
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
に
認
識
す
る
た
め
に
近
代
科
学
の
用
い
た
方
法
は
実
験
で

あ
る
。
実
験
の
重
要
性
を
認
識
し
た
と
い
う
点
に
お
い
て
ま
た
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
科
学
史
上
に
先

駆
者
的
地
位
を
占
め
て
い
る
。
彼
の
生
涯
の
業
績
を
特
徴
附
け
て
い
る
も
の
は
ア
ッ
シ
ャ
ー
の
い
っ
た
よ
う
に
そ

の
豊
富
な
想
像
力
と
共
に
そ
の
実
験
的
精
神
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
は
必
ず
し
も
矛
盾
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
験

的
精
神
は
粗
野
な
経
験
主
義
で
は
な
い
。
実
験
に
は
イ
デ
ー
が
必
要
で
あ
り
、
実
験
は
一
定
の
イ
デ
ー
に
基
づ
い

て
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
実
験
す
る
こ
と
は
経
験
に
徴
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
経
験
は
単
に
経
験
的
な
も

の
で
な
く
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
考
え
た
如
く
そ
の
う
ち
に
先
験
的
な
も
の
が
含
ま
れ
る
。
実
験
す
る
者
は
一
定
の

イ
デ
ー
を
も
っ
て
自
然
に
問
い
掛
け
る
の
で
あ
り
、
自
然
を
彼
の
問
に
答
え
る
よ
う
に
強
要
す
る
の
で
あ
る
。
彼
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は
た
だ
単
に
受
動
的
に
観
察
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
み
ず
か
ら
現
象
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
を
観
察
す
る

の
で
あ
る
。
彼
は
経
験
を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
験
す
る
、
単
に
見
る
の
で
な
く
、
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
見

る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
実
験
は
一
つ
の
生
産
で
あ
り
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
技
術
の
精
神
に
通
じ
て

い
る
。
実
験
者
が
一
定
の
イ
デ
ー
に
従
っ
て
現
象
を
生
産
す
る
こ
と
は
、
技
術
家
が
一
定
の
イ
デ
ー
に
従
っ
て
物

を
生
産
す
る
の
に
類
似
し
て
い
る
。
実
験
を
根
本
的
な
方
法
と
す
る
近
代
科
学
は
近
代
技
術
と
そ
の
根
柢
に
お
い

て
同
じ
本
質
の
も
の
で
あ
る
。
工
場
に
お
け
る
技
術
的
生
産
は
大
規
模
に
お
け
る
実
験
で
あ
り
、
逆
に
研
究
室
に

お
け
る
実
験
は
小
規
模
に
お
け
る
技
術
的
生
産
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
科
学
の
根
本
的
な
方
法
が

実
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
そ
の
根
柢
に
お
い
て
生
産
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
技
術
と

結
び
附
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。「
単
な
る
自
然
と
し
て
の
自
然
で
な
く
、
人
間
に
よ
る
自
然
の

変
化
こ
そ
、
人
間
の
思
惟
の
最
も
本
質
的
な
、
最
も
重
要
な
基
礎
で
あ
る
。」
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
と
い
う

の
が
近
代
科
学
の
実
験
的
精
神
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。

し
か
し
な
が
ら
科
学
と
技
術
と
は
直
接
に
同
じ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
両
者
は
理
論
と
実
践
と
い
う
よ
う
に
対

立
し
、
対
立
し
な
が
ら
結
び
附
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
科
学
は
自
然
の
客
観
的
な
、
一
般
的
な
法
則
を
求
め
る
。

そ
の
た
め
に
は
科
学
は
技
術
の
実
践
的
な
立
場
を
一
旦
否
定
し
、
純
粋
に
理
論
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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そ
こ
に
は
純
粋
に
知
識
の
た
め
に
知
識
を
求
め
、
理
論
の
た
め
に
理
論
を
求
め
る
と
い
う
態
度
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
科
学
は
客
観
的
な
法
則
の
認
識
に
到
達
し
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
科
学
は
こ
の
よ
う
に

一
旦
実
践
的
な
立
場
を
否
定
し
て
純
粋
に
理
論
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
よ
く
実
践
と
結
び
附
き
、
実
践

に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
も
な
る
の
で
あ
る
。理
論
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
技
術
の
発
達
も
可
能
に
な
る
。

余
り
に
技
術
的
で
あ
っ
て
は
却
っ
て
技
術
も
発
達
し
な
い
。
単
に
応
用
を
の
み
求
め
る
者
は
却
っ
て
そ
の
目
的
を

達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
科
学
は
技
術
に
対
し
て
自
律
的
な
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
か
よ

う
に
独
立
な
も
の
で
あ
る
故
に
科
学
は
技
術
に
と
っ
て
媒
介
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

技
術
は
科
学
を
基
礎
と
す
る
が
、
単
に
科
学
で
な
い
。
科
学
は
む
し
ろ
技
術
の
一
つ
の
要
素
に
過
ぎ
ぬ
。
科
学

は
技
術
の
客
観
的
契
機
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
技
術
の
主
観
的
契
機
と
し
て
技
術
の
目
的
が
あ
る
、
技
術
は
そ

れ
ら
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
技
術
に
お
け
る
重
要
な
論
理
的
問
題
は

目
的
論
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
目
的
論
は
如
何
に
し
て
因
果
論
と
結
合
し
得
る
か
、
そ
し
て
目
的
論
は
如
何
に
し
て

客
観
的
で
あ
り
得
る
か
、
こ
れ
が
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
科
学
の
求
め
る
の
は
自
然
法
則
で
あ
る
が
、
い
ま
ラ

シ
ュ
リ
エ
は
『
帰
納
法
の
基
礎
』
の
中
で
、
自
然
法
則
の
概
念
は
二
つ
の
区
別
さ
れ
る
原
理
に
基
づ
く
と
論
じ
て

い
る( Lachelier, D

u fondem
ent de l'induction.)

。そ
の
一
つ
の
原
理
は
、そ
れ
に
よ
っ
て
諸
現
象
が
系
列
を
作
り
、
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こ
の
系
列
に
お
い
て
先
行
の
も
の
の
存
在
が
後
続
の
も
の
の
存
在
を
決
定
す
る
。
他
の
一
つ
の
原
理
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
こ
れ
ら
の
系
列
が
ま
た
体
系
を
形
作
り
、
こ
の
体
系
に
お
い
て
全
体
の
イ
デ
ー
が
諸
部
分
の
存
在
を
決
定

す
る
。
し
か
る
に
他
の
現
象
を
こ
れ
に
先
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
す
る
現
象
は
運
動
原
因
と
呼
ば
れ
る
も
の

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
諸
部
分
の
存
在
を
作
り
出
す
全
体
は
カ
ン
ト
に
依
る
と
目
的
原
因
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し

て
帰
納
法
の
可
能
性
は
運
動
原
因
と
目
的
原
因
と
の
二
重
の
原
理
に
基
づ
い
て
い
る
、
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
考
え
た

の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
二
つ
の
原
理
が
別
々
に
自
然
の
う
ち
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
も
し
自

然
の
う
ち
に
も
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
も
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
も
自
然
の
技
術
と
い
う
も
の
を
考
え
た
。
即
ち
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
経
験
的
法
則
は
甚
だ
多

様
で
あ
り
、
そ
れ
に
合
す
る
自
然
の
形
態
も
極
め
て
異
質
的
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
我
々
は
そ
こ
に
一
個
の
体
系
を

前
提
し
、
経
験
的
法
則
の
体
系
的
聯
関
を
考
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
判
断
力
に
と
っ
て
特
殊
的
な
も
の
を
、
同
じ

く
経
験
的
な
、
し
か
し
一
層
一
般
的
な
も
の
に
包
摂
し
て
ゆ
き
、
遂
に
最
高
の
経
験
的
法
則
及
び
そ
れ
に
合
す
る

自
然
の
形
態
に
包
摂
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
特
殊
的
な
経
験
の
堆
積
を
経
験
の
体
系

と
し
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
こ
に
自
然
の
合
目
的
性
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然

は
技
術
的
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
体
系
は
目
的
論
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
他
の
場
合
、
人
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間
理
性
は
そ
の
本
性
上
建
築
的
で
あ
る
と
い
い
、「
体
系
の
技
術
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
れ
に
よ
っ

て
知
識
は
一
つ
の
イ
デ
ー
の
も
と
に
、
全
体
と
部
分
と
の
必
然
的
な
関
係
に
お
い
て
、
建
築
的
な
統
一
に
齎
さ
れ

る
と
考
え
た
。
尤
も
カ
ン
ト
に
依
る
と
、
合
目
的
性
は
、
先
験
的
原
理
で
あ
る
に
し
て
も
、
因
果
の
範
疇
の
如
く

自
然
の
成
立
の
根
拠
に
な
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
が
自
然
を
考
察
す
る
仕
方
に
関
わ
り
、
規
定
的
判
断
力
で
は

な
く
て
反
省
的
判
断
力
に
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
考
え
た
よ
う
に
目
的
原
因
に
、
運
動
原

因
と
少
な
く
と
も
同
等
の
権
利
が
認
め
ら
れ
、
し
か
も
経
験
的
な
実
証
科
学
の
根
本
的
な
方
法
で
あ
る
帰
納
法
の

基
礎
と
し
て
因
果
論
と
目
的
論
と
の
結
合
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
自
然
の
技
術
と
い
う
も
の
に
も

実
在
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
み
ず
か
ら
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
、
因
果
論
と
目
的
論
と
の

二
つ
の
原
理
は
「
ま
さ
に
同
じ
自
然
生
産
物
の
説
明
に
お
け
る
我
々
の
悟
性
の
制
限
の
た
め
に
」
調
和
し
な
い
け

れ
ど
も
、超
越
的
な
、我
々
に
と
っ
て
は
認
識
し
得
な
い
と
こ
ろ
の
「
自
然
の
共
通
の
最
高
原
理
」
に
従
っ
て
、「
自

然
が
汎
通
的
に
二
つ
の
一
般
に
調
和
す
る
法
則
（
物
理
的
原
因
と
目
的
原
因
）
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ

と
は
想
定
さ
れ
得
る
、
よ
し
我
々
は
如
何
に
こ
れ
が
行
わ
れ
る
か
の
仕
方
は
洞
見
し
得
な
い
に
し
て
も
。」( K

ant, 

K
ritik der U

rteilskraft. A
usgabe K

ehrbach S.302 , 304 .)
―
―
シ
ェ
リ
ン
グ
は
青
年
期
の
著
作
『
哲
学
の
原
理

と
し
て
の
自
我
に
就
い
て
』
の
中
で
、
カ
ン
ト
の
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
恐
ら
く
嘗
て
か
く
も
僅
か
な
頁
に
か
く
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も
多
く
の
深
い
思
想
が
圧
縮
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。」
と
述
べ
、
そ
し
て
彼
は
理
論
理
性
に
と
っ
て
目
的
論
と
機

械
論
と
の
合
致
す
る
よ
り
高
い
原
理
を
要
求
し
た
。
―
―
そ
れ
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
自
然
の
技
術
も

主
と
し
て
知
識
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
技
術
そ
の
も
の
は
何
よ
り
も
行
為
の
立
場
か
ら
、
形
成
の

立
場
か
ら
捉
え
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
自
然
の
技
術
と
い
う
と
き
、
自
然
は
形
成
的
で
あ
る
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
成
的
と
い
う
こ
と
は
形
の
概
念
に
関
係
し
て
い
る
。
自
然
の
技
術
は
カ
ン
ト
の
い
う
自
然
の
諸

形
態
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
技
術
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
形
の
あ
る
も
の
を
作
り
出
す
。
機
械
の
有
す
る
機
構

の
如
き
も
一
つ
の
形
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。形
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
綜
合
と
し
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
も
の
は
形
を
具
え
て
い
る
。
我
々
が
自
然
の
う
ち
に
見
出
す
の
は
一
本
の
木
、
一
茎
の
花
と

い
う
如
く
形
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
技
術
は
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
も
の
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。
技
術
は

与
え
ら
れ
た
も
の
の
形
を
変
じ
て
こ
れ
に
新
し
い
形
を
与
え
る
。
転
形transform

ation 

と
い
う
こ
と
が
技
術
の

根
本
作
用
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
歴
史
の
根
本
概
念
で
も
あ
る
。
歴
史
は
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
で
あ
る
。

技
術
的
な
自
然
は
歴
史
的
自
然
で
あ
り
、
人
間
の
歴
史
も
固
よ
り
技
術
的
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
。
我
々
の
技
術
は
歴

史
的
世
界
に
お
け
る
形
成
作
用
と
し
て
そ
の
転
形
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
直
観
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の

は
形
の
多
様
性
に
お
け
る
自
然
で
あ
る
。
科
学
は
か
よ
う
な
自
然
の
奥
に
探
り
入
っ
て
、
そ
こ
に
一
般
的
な
法
則
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を
発
見
す
る
。
そ
し
て
技
術
は
か
よ
う
な
科
学
的
認
識
に
基
づ
い
て
自
然
の
物
の
如
く
具
体
的
な
も
の
を
作
る
、

一
旦
自
然
か
ら
抽
出
さ
れ
た
一
般
的
な
法
則
は
こ
こ
に
再
び
具
体
的
な
形
を
と
っ
て
自
然
の
中
に
、
歴
史
的
自
然

の
中
に
還
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
技
術
は
発
明
と
模
倣
、
生
産
と
再
生
産
で
あ
る
。
自
然
の
技
術
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
や
は
り
こ
の

二
重
の
作
用
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
生
物
の
種
の
如
き
も
、
主
体
の
環
境
に
対
す
る
適
応
と
し
て
技
術
的
に

形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
す
で
に
発
明
が
あ
る
。
そ
し
て
種
の
繁
殖
は
そ
の
模
倣
で
あ
る
。
人
間
の

技
術
に
お
い
て
も
単
に
発
明
だ
け
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ひ
と
た
び
発
明
が
現
れ
る
と
、
そ
れ
は
模
倣
さ

れ
る
。「
そ
れ
を
再
生
産
す
る
理
想
的
な
模
倣
者
は
、
一
人
の
個
人
的
技
芸
家
で
は
な
く
、
技
術
家
の
全
団
体
で

あ
る
。」「
再
生
産
の
連
続
的
に
働
く
機
構
は
、
有
機
的
社
会
に
お
い
て
全
体
の
種
の
繁
殖
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る

そ
れ
に
似
て
い
る
。
―
―
こ
の
再
生
産
の
装
置
即
ち
技
術
家
の
総
体
の
諸
性
質
、
そ
の
集
合
的
な
発
明
的
天
才
、

そ
の
勤
勉
、
そ
の
技
術
的
修
業
、
等
々
は
、
有
機
体
が
お
か
れ
て
い
る
生
存
諸
条
件
の
地
位
を
代
表
し
て
い
る
。」

と
デ
ュ
・
ボ
ア-

レ
イ
モ
ン
は
述
べ
て
い
る( D

uB
ois-R

eym
ond, Erfindung und Erfinder.)

。
発
明
と
模
倣
は

技
術
の
法
則
で
あ
り
、
や
が
て
ま
た
タ
ル
ド
の
考
え
た
如
く
社
会
の
法
則
で
あ
り
、
一
層
具
体
的
に
見
る
と
歴
史

の
法
則
で
あ
る
。
発
明
は
歴
史
の
時
間
的
側
面
を
、
模
倣
は
そ
の
空
間
的
側
面
を
現
し
、
ま
た
前
者
は
そ
の
個
人
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的
側
面
を
、
後
者
は
そ
の
社
会
的
側
面
を
現
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
明
と
模
倣
は
自
然
の
技
術
に
と
っ

て
及
び
人
間
の
技
術
に
と
っ
て
原
理
で
あ
る
。
人
間
の
技
術
は
自
然
の
技
術
を
継
続
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。「
お
よ
そ
技
術
は
一
方
に
お
い
て
自
然
が
仕
遂
げ
得
な
い
こ
と
を
完
成
し
、
他
方
に
お
い
て
自
然
を

模
倣
す
る
、」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
っ
て
い
る
。
自
然
は
或
る
意
味
で
は
技
術
の
模
範
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ブ

レ
ッ
ク
の
言
葉
に
依
る
と
、
有
機
的
自
然
は
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
模
範
で
あ
り
、
到
達
し
難
い
教
師
で
あ
る
。
ど
の

よ
う
に
感
歎
す
べ
き
創
造
物
も
、
自
然
が
限
り
な
く
精
巧
に
そ
し
て
完
全
に
作
り
上
げ
た
諸
過
程
の
幼
稚
な
、
不

器
用
な
モ
デ
ル
に
過
ぎ
な
い
。
多
く
の
技
術
家
は
彼
等
の
創
造
に
あ
た
っ
て
自
然
の
諸
過
程
を
意
識
的
に
模
倣
し

た
の
で
あ
る
。「
技
術
的
形
成
力
の
う
ち
に
は
無
意
識
的
に
か
潜
在
意
識
的
に
か
自
然
の
中
で
一
般
に
作
用
し
て

い
る
創
造
力
の
衝
動
が
純
粋
に
自
然
に
、し
か
も
特
殊
な
仕
方
で
現
れ
る
、」と
ハ
イ
デ
ブ
レ
ッ
ク
は
い
っ
て
い
る
。

自
然
の
技
術
を
継
続
す
る
人
間
の
技
術
は
し
か
し
単
に
自
然
を
模
倣
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
自
然
を
完
成
す
る
の

で
あ
る
。
技
術
は
物
を
し
て
そ
の
本
質
を
発
揮
さ
せ
る
。
人
間
の
技
術
は
自
然
の
う
ち
に
な
い
新
し
い
形
、意
味
、

価
値
を
形
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
自
然
の
技
術
も
人
間

の
技
術
も
歴
史
的
世
界
の
自
己
形
成
の
要
素
或
い
は
段
階
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
根
柢
に
働
い
て
い
る
の
は
形

成
的
な
構
想
力
で
あ
る
。「
根
本
に
お
い
て
ま
さ
に
技
術
は
単
に
科
学
で
な
く
、
却
っ
て
直
観
か
ら
、
形
成
的
想
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か
ら
働
く
創
造
力
で
あ
る
」( H

eidebroek, D
as W

eltbild der Technik.)

。
技
術
の

本
質
は
形
成
で
あ
る
。
技
術
的
形
成
に
或
る
直
観
的
な
と
こ
ろ
、
無
意
識
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
単

に
精
神
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
直
接
に
物
質
に
触
れ
て
物
質
の
中
か
ら
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
依
る
の
で

あ
る
。
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節　

道
具
聯
関

す
べ
て
の
技
術
は
元
来
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
形
の
転
化
で
あ
り
、
技
術
の
歴
史
は
技
術
的
な
形
の

転
化
で
あ
る
。
一
つ
の
技
術
的
な
形
が
発
明
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
は
無
数
の
変
化
が
あ
る
で
あ
ろ

う
。
そ
の
変
化
を
通
じ
て
一
つ
の
理
想
的
な
形
が
現
れ
て
く
る
。
デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
の
い
う
よ
う
に
、
技
術
の
歴
史

に
お
い
て
は
一
義
的
な
目
的
に
対
し
て
は
一
義
的
な
解
決
が
支
持
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
同
一
の
目
的
に
対
し
て

多
種
多
様
の
構
成
や
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
技
術
の
進
歩
と
共
に
次
第
に
除
去
さ
れ
て
ゆ
く
の

で
あ
る( D

essauer, Philosophie der Technik.)
。
以
前
は
種
々
形
の
変
っ
た
様
々
の
自
転
車
が
見
受
け
ら
れ
、
そ

れ
ら
は
車
体
枠
に
お
い
て
も
、
車
輪
の
大
き
さ
に
お
い
て
も
、
車
輪
の
外
縁
に
お
い
て
も
、
す
べ
て
そ
の
個
々
の

構
造
に
お
い
て
種
々
様
々
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
各
々
の
解
決
の
得
失
に
つ
い
て
熱
心
に
議
論
さ
れ
た
。

し
か
る
に
こ
の
問
題
は
技
術
の
進
歩
と
共
に
次
第
に
解
決
さ
れ
、
一
義
的
な
目
的
に
対
し
て
、
即
ち
一
定
の
体
重

を
支
え
る
こ
と
、
ま
た
所
与
の
地
面
の
諸
関
係
或
い
は
一
般
人
の
要
求
に
応
ず
る
最
小
限
の
価
格
等
の
統
一
的
見
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地
か
ら
、
技
術
は
明
ら
か
に
唯
一
の
統
一
的
な
型
に
向
っ
て
近
づ
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
技
術
は
こ

の
よ
う
に
一
義
的
な
目
的
を
も
っ
た
唯
一
の
完
成
さ
れ
た
形
に
向
っ
て
進
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
完
成
さ

れ
た
形
の
問
題
が
解
決
さ
れ
る
ま
で
は
無
限
の
過
程
を
運
動
す
る
。
他
方
一
旦
か
よ
う
な
完
成
さ
れ
た
形
が
出
来

る
と
、
そ
の
過
程
は
そ
れ
で
本
質
的
に
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
デ
ッ
サ
ウ
エ
ル
は
技
術
的
な
形
を
先
験

的
な
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
の
よ
う
な
多
種
多
様
の
形
の
変
化
の
う
ち
に
ゲ
ー
テ
的
な
原
型
と

い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
す
べ
て
の
技
術
は
そ
れ
ぞ
れ
唯
一
の
完
成
さ

れ
た
理
想
的
な
形
に
向
っ
て
形
の
変
化
を
遂
げ
て
ゆ
く
。

し
か
る
に
道
具
は
右
の
如
く
そ
れ
自
身
に
お
い
て
、
縦
に
、
時
間
的
に
、
唯
一
の
完
成
さ
れ
た
形
に
向
っ
て
、

こ
れ
へ
の
過
程
に
お
け
る
多
種
多
様
の
形
が
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
と
共
に
、
他
方
横
に
、
空
間
的
に
、
他
の
道

具
と
つ
な
が
り
合
い
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
わ
ゆ
る
道
具
の
相
属
性Zugehörigkeit 

を
形
作
っ
て
い
る
。
即
ち

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
る
と
、
道
具
は
本
質
的
に
「
何
か
の
た
め
の
も
の
」etw

as, um
 zu …

…

で
あ
る
が
、
こ
の

何
か
の
た
め
に
と
い
う
構
造
の
う
ち
に
何
か
の
物
の
何
か
の
物
へ
の
指
示
が
存
し
て
い
る
。
例
え
ば
物
を
書
く
道

具
、
ペ
ン
は
イ
ン
キ
に
つ
ら
な
り
、
紙
に
つ
ら
な
り
、
更
に
下
敷
、
机
、
ラ
ン
プ
に
つ
ら
な
り
、
や
が
て
家
具
、
窓
、

ド
ア
、
室
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
物
は
決
し
て
先
ず
そ
の
物
だ
け
と
し
て
現
れ
、
そ
し
て
次
に
そ
の
和
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が
室
を
満
た
す
と
い
う
よ
う
な
仕
方
で
現
れ
る
の
で
は
な
い
。
道
具
は
そ
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
性
質
に
従
っ
て

も
と
も
と
他
の
道
具
と
の
聯
関
に
立
ち
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
元
来
道
具
で
あ
る
の
で
あ
る
。
先
ず
存
在
す
る

の
は
、
よ
し
主
題
的
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
と
は
い
え
、
室
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
は
四
壁
に
囲
ま
れ
た
も
の

と
い
う
よ
う
な
幾
何
学
的
空
間
的
な
意
味
に
お
け
る
室
で
は
な
く
、
住
む
た
め
の
道
具
と
し
て
の
室
で
あ
る
。
こ

の
室
か
ら
室
の
「
設
備
」
が
、
そ
し
て
こ
の
設
備
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
「
個
々
の
」
道
具
が
現
れ
る
。
個
々
の
道
具

に
先
立
っ
て
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
一
つ
の
道
具
全
体
性
が
発
見
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
道
具
の
相

属
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
如
く
、
一
つ
の
組
織
、
例
え
ば
一
つ
の
工
場
内
に
あ
る
諸
種
の
技
術
的
手
段
は
相
互

に
密
接
な
聯
関
を
有
し
、
一
つ
の
体
系
、
い
わ
ゆ
る
機
械
体
系
を
形
作
っ
て
い
る
。
近
代
的
工
場
に
お
け
る
機
械

は
原
動
機
、
作
業
機
、
運
輸
機
、
道
具
機
と
、
複
雑
な
、
し
か
し
整
然
と
し
た
連
繋
を
な
し
て
働
い
て
い
る
。
単

に
一
つ
の
工
場
の
如
き
組
織
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
一
つ
の
社
会
全
体
に
お
い
て
も
、
一
定
の
時
代
に
そ
の
社

会
の
う
ち
に
存
在
す
る
諸
種
の
技
術
的
手
段
は
相
互
に
結
び
附
き
、
一
つ
の
体
系
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
道
具
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
、
一
定
の
道
具
聯
関
の
う
ち
に
お
い
て
初
め
て
道
具
の
意

味
を
も
っ
て
い
る
。
種
々
の
技
術
的
発
明
は
孤
立
的
に
発
明
さ
れ
た
も
の
で
な
く
他
の
技
術
的
発
明
と
聯
関
し
て

発
明
さ
れ
、
ま
た
一
見
全
く
無
関
係
の
如
く
見
え
る
発
明
を
自
己
の
発
明
の
う
ち
に
取
り
入
れ
、
こ
れ
を
綜
合
し
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て
一
つ
の
技
術
が
完
成
さ
れ
る
。
一
つ
の
技
術
上
の
発
明
が
そ
の
時
代
の
他
の
多
く
の
技
術
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
定
の
時
代
の
一
定
の
社
会
に
お
け
る
道
具
の
間
に
は
つ
ね
に
一
定
の
道
具
聯
関

が
存
在
し
て
い
る
、
そ
こ
か
ら
マ
ン
フ
ォ
ー
ド
の
い
う
よ
う
な
「
技
術
複
合
体
」technological com

plex 

の
概

念
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う( M

um
ford, Technics and C

ivilization.)

。
技
術
複
合
体
と
い
う
の
は
一
定
の
時
代

に
一
定
の
社
会
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
諸
技
術
的
手
段
の
全
体
或
い
は
体
系
を
意
味
し
て
い
る
。
技
術
と
い
う
言

葉
は
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
技
術
複
合
体
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
古
代
技
術
、
中
世
の
技
術
、

近
代
技
術
な
ど
い
う
場
合
に
お
け
る
技
術
の
意
味
が
そ
れ
で
あ
る
、
或
い
は
ま
た
先
史
時
代
を
技
術
的
見
地
に
基

づ
い
て
区
分
し
て
、
石
器
時
代
、
青
銅
器
時
代
、
鉄
器
時
代
な
ど
と
称
す
る
場
合
も
そ
れ
で
あ
る
。
マ
ン
フ
ォ
ー

ド
の
い
う
技
術
複
合
体
は
技
術
の
原
料
と
動
力
に
基
づ
く
技
術
文
化
史
上
の
時
代
区
分
の
範
疇
で
あ
っ
て
、
彼
は

そ
の
範
疇
に
従
っ
て
技
術
発
達
の
歴
史
を
、
原
始
技
術
期
、
旧
技
術
期
、
新
技
術
期
の
三
つ
の
時
期
に
分
っ
て
い

る
。
原
始
技
術
期
は
だ
い
た
い
紀
元
一
〇
〇
〇
年
か
ら
一
七
五
〇
年
に
亙
り
、
こ
の
期
間
に
お
い
て
は
動
力
と
し

て
水
車
を
通
じ
て
水
力
が
用
い
ら
れ
、
原
料
と
し
て
は
木
材
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
水
力
・
木
材
複
合
体

の
時
期
で
あ
る
。
次
の
旧
技
術
期
は
動
力
と
し
て
蒸
汽
機
関
を
通
じ
て
蒸
汽
力
が
用
い
ら
れ
、
原
料
と
し
て
は
鉄

が
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
石
炭
・
鉄
複
合
体
の
時
期
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
に
新
技
術
期
は
動
力
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と
し
て
電
動
機
そ
の
他
の
電
動
装
置
を
通
じ
て
電
力
が
用
い
ら
れ
、
原
料
と
し
て
は
各
種
の
合
金
や
軽
金
属
が
使

用
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
電
気
・
合
金
複
合
体
の
時
期
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
各
々
の
時
期
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
の

た
め
の
特
殊
の
技
術
的
手
段
と
独
特
の
生
産
形
式
を
有
し
、
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
労
働
者
の
型
を
発
達
さ
せ
、
或
る

素
質
は
発
揮
さ
せ
ら
れ
る
が
他
の
素
質
は
没
落
さ
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
た
社
会
的
伝
統
で
あ
る
文
化
の

型
を
決
定
す
る
。
も
と
よ
り
こ
の
時
代
区
分
は
主
と
し
て
動
力
と
原
料
と
に
基
づ
く
区
分
で
あ
る
か
ら
、
或
る
事

件
を
境
と
し
て
截
然
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
各
々
の
時
期
は
互
い
に
重
な
り
合
い
、
入
り
組
み
合

っ
て
い
て
、
次
第
に
そ
の
技
術
複
合
体
の
成
熟
す
る
の
を
待
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
新
技
術
期
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば

か
り
で
、
そ
の
完
成
に
は
更
に
多
く
の
発
明
の
出
現
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

技
術
複
合
体
の
概
念
は
技
術
の
歴
史
的
・
社
会
的
性
質
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
時
代
に
一
定
の

社
会
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
道
具
が
道
具
関
聯
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
先
ず
技
術
が
技

術
そ
の
も
の
と
し
て
相
互
に
目
的
・
手
段
の
目
的
論
的
関
係
に
立
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
一
定
の
時
代
に
一
定
の
社
会
に
お
け
る
技
術
複
合
体
は
そ
の
全
体
の
現
実
に
お
い
て
厳

密
に
論
理
的
な
目
的
論
的
構
造
を
な
す
と
は
考
え
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
全
体
が
一
個
の
体
系
を
な
す
と
い
う
意

味
は
む
し
ろ
サ
ム
ナ
ー
【W

illiam
 G

raham
 Sum

ner, 1840-1910

】
が
社
会
に
お
け
る
モ
ー
レ
ス
（
慣
習
）
は
相
互
に
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斉
合
性consistency 

を
有
す
る
と
い
っ
た
意
味
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
斉
合
性
は
純
粋
な
論
理
的
斉
合
性
を

意
味
す
る
の
で
な
く
、
制
度
的
斉
合
性
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
技
術
は
制
度
化
さ
れ
る
傾
向
を

そ
れ
自
身
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
。
バ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
が
科
学
的
気
質
と
科
学
か
ら
出
た
科
学
的
技
術

の
性
質
と
を
区
別
し
、
前
者
は
用
心
深
く
、
試
験
的
で
、
自
由
を
尚
ぶ
の
に
反
し
、
後
者
に
は
固
定
的
で
保
守
的

な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
技
術
の
制
度
的
性
質
を
示
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
が

ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
技
術
は
む
し
ろ
ノ
モ
ス
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
あ
ら
ゆ
る

発
明
は
直
ち
に
技
術
的
に
利
用
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
一
定
の
時
代
に
一
定
の
社
会
に
お
い
て
現
実
に
技
術
的
に

利
用
さ
れ
る
発
明
は
そ
の
時
代
の
諸
技
術
と
道
具
聯
関
に
入
り
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
一
定
の

時
代
に
お
い
て
現
実
に
発
明
さ
れ
或
い
は
設
計
さ
れ
て
い
な
が
ら
な
お
実
際
に
は
使
用
さ
れ
な
い
で
、
次
の
時
代

に
至
っ
て
初
め
て
現
実
に
使
用
さ
れ
る
に
至
る
よ
う
な
技
術
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
に
も
何
等
か

こ
の
よ
う
に
潜
在
的
な
技
術
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
潜
在
的
な
も
の
が
顕
在
的
に
な
る
即
ち
現
実
に
使

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
社
会
的
諸
関
係
の
変
化
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
社
会
的
諸
関
係
の
中

に
入
り
組
ん
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
技
術
は
、
社
会
が
自
己
自
身
に
与
え
る
組
織
で

あ
る
と
こ
ろ
の
制
度
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
関
係
は
人
間
の
身
体
と
そ
の
道
具
と
見
ら
れ
る
諸
器
官
と
の
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関
係
に
類
似
し
て
い
る
。
身
体
と
そ
の
道
具
と
の
間
に
は
有
機
的
な
関
係
が
存
在
し
、
そ
し
て
そ
の
道
具
の
間
に

は
或
る
道
具
聯
関
が
認
め
ら
れ
る
。
諸
技
術
も
社
会
の
道
具
と
し
て
、
社
会
と
い
う
身
体
、
社
会
的
身
体
と
も
い

う
べ
き
も
の
に
お
い
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
も
或
る
身
体
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
技
術
の
制
度
的
性
質
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
近

代
的
機
械
の
如
き
も
の
は
手
の
延
長
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
道
具
と
は
異
な
り
科
学
的
・
ロ
ゴ
ス
的
性
質
を
遥
か
に

多
く
具
え
て
お
り
、
そ
の
聯
関
の
う
ち
に
も
科
学
的
・
ロ
ゴ
ス
的
性
質
が
遥
か
に
多
く
支
配
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
こ
の
聯
関
が
制
度
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
で
な
く
同
時
に
パ
ト
ス
的
な

面
を
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
身
体
も
単
に
身
体
的
な
も
の
で
な
く
、
心
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
た
身
体
で

あ
る
。
制
度
は
単
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も

の
と
し
て
そ
の
根
柢
に
構
想
力
の
論
理
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
身
体
の
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
る

自
然
或
い
は
土
地
の
如
き
も
バ
ー
ン
ゼ
【Ew

ald B
anse

】
の
い
う
よ
う
な
景
観Landschaft 

で
あ
っ
て
自
然
科
学

的
な
自
然
で
な
く
、
形
を
具
え
た
も
の
で
あ
る
。
一
定
の
時
代
の
一
定
の
社
会
に
お
け
る
技
術
複
合
体
と
い
う
も

の
も
文
化
的
景
観
と
も
い
う
べ
き
形
を
具
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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技
術
の
社
会
性

技
術
に
お
け
る
道
具
聯
関
は
技
術
の
社
会
性
を
洞
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
が
元
来
社
会
的
な
も
の
で

あ
る
故
に
道
具
聯
関
は
存
在
す
る
の
で
あ
る
。「
道
具
を
作
る
動
物
」
と
定
義
さ
れ
る
人
間
は
ま
た
「
社
会
的
動

物
」
と
し
て
定
義
さ
れ
、
二
つ
の
人
間
定
義
は
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
人
間
は
道
具
を
作
る
動
物
で
あ
る
故

に
社
会
的
動
物
で
あ
る
の
で
あ
り
、
逆
に
社
会
的
動
物
で
あ
る
故
に
道
具
を
作
る
動
物
で
あ
る
の
で
あ
る
。
技
術

は
も
と
発
明
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
発
明
が
模
倣
さ
れ
伝
播
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
技
術
複
合
体
と
い
う
も
の

は
成
立
し
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
技
術
複
合
体
は
発
明
に
属
す
る
技
術
が
現
実
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
現
実
の
使
用
は
発
明
に
対
し
て
模
倣
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
発
明
が
一
回
的
な

も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
模
倣
は
反
覆
で
あ
り
、
か
よ
う
な
反
覆
は
技
術
の
制
度
化
に
必
要
な
要
素
で
あ
る
。
模

倣
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
の
成
立
の
原
理
で
さ
え
あ
る
。
発
明
は
タ
ル
ド
の
い
う
如
く
個
人
か
ら
出
て

く
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
模
倣
は
個
人
を
社
会
化
し
、
諸
発
明
を
反
覆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
続
さ
せ
、
永

続
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
を
接
近
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
生
産
的
に
す
る
の
で
あ
る
。
道
具
を
作
る
動
物
は
道

具
を
使
う
動
物
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
発
明
家
も
社
会
的
人
間
で
あ
る
。
モ
ナ
ド
と
し
て
の
個
人
に
は
世
界
を
映

す
と
い
う
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
発
明
そ
の
も
の
も
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
、
オ
グ
バ
ー
ン( O

gburn, 
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が
挙
げ
て
い
る
よ
う
に
、
二
人
或
い
は
そ
れ
以
上
の
人
間
が
め
い
め
い
独
立
に
殆
ど
時
を
同
じ

う
し
て
同
様
の
発
明
を
す
る
と
い
う
例
は
少
な
く
な
い
が
、
か
よ
う
な
事
実
は
技
術
に
お
け
る
道
具
聯
関
性
と
関

係
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
個
人
の
発
明
が
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
新

し
い
発
明
も
先
行
す
る
技
術
の
蓄
積
を
前
提
し
、
こ
の
も
の
か
ら
の
新
し
い
結
合
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
新

し
い
技
術
的
工
夫
の
刺
戟
、
構
想
並
び
に
実
現
は
、
社
会
的
に
蓄
積
さ
れ
た
文
化
の
水
準
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。

か
よ
う
に
し
て
文
化
の
程
度
の
低
か
っ
た
時
代
に
は
発
明
が
少
な
か
っ
た
の
は
事
実
で
あ
り
、
今
日
文
化
の
高
い

時
代
に
は
発
明
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
或
い
は
ま
た
人
口
と
産
業
と
の
速
か
な
発
展
は
発
明
に
好
都
合
な
条
件
で

あ
り
、
更
に
ま
た
発
明
は
労
働
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
分
化
に
よ
っ
て
助
成
さ
れ
促
進
さ
れ
る
、
等
々
、
専
ら
個
人

の
精
神
的
能
力
に
依
存
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
発
明
も
社
会
的
諸
条
件
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
近
代
技
術
は
近
代

科
学
を
基
礎
と
す
る
が
、
こ
の
科
学
の
実
証
的
で
且
つ
合
理
的
な
、
そ
れ
故
に
客
観
的
な
方
法
は
研
究
に
お
け
る

個
人
の
共
同
を
可
能
に
し
、
ま
た
有
効
に
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
い
わ
ゆ
る
新
技
術
期
に
至
っ
て
注
目
す
べ
き
事

実
の
一
つ
は
、
技
術
的
発
明
が
協
同
的
に
大
規
模
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
従
来
そ
れ
は

個
人
の
研
究
室
に
お
い
て
小
規
模
に
行
わ
れ
て
い
た
の
に
反
し
て
、
最
近
で
は
特
に
大
会
社
や
大
ト
ラ
ス
ト
で
設

立
し
た
研
究
所
な
ど
に
お
い
て
多
数
の
専
門
技
術
家
が
協
同
し
て
発
明
や
改
良
に
従
事
し
、
い
わ
ば
発
明
工
場
と
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も
い
う
べ
き
も
の
が
出
現
し
て
い
る
。
模
倣
乃
至
伝
播
過
程
の
み
で
な
く
、
発
明
過
程
そ
の
も
の
も
益
々
社
会
的

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
技
術
の
発
達
が
社
会
に
与
え
た
種
々
の
影
響
の
う
ち
著

し
い
も
の
は
分
業
で
あ
ろ
う
。
分
業
に
お
け
る
労
働
の
分
割
は
道
具
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
。
道
具
を
持
た
な
い

手
は
分
化
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
手
は
道
具
に
従
っ
て
分
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
分
化
さ
れ
な
が
ら
聯

関
を
形
作
っ
て
い
る
の
は
道
具
聯
関
或
い
は
道
具
の
相
属
性
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
道
具
聯
関
と
い
う
も
の
は
分

業
の
技
術
的
手
段
の
面
を
表
現
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
技
術
は
生
産
力
を
増
進
す
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
分

業
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
は
『
国
富
論
』
の
冒
頭
に
お
い
て
「
労
働
の
生

産
力
に
お
け
る
最
大
の
改
善
並
び
に
労
働
の
方
向
ま
た
は
適
用
上
に
見
ら
れ
る
熟
練
、
技
巧
及
び
判
断
の
大
部
分

は
、
分
業
の
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。」
と
い
い
、
有
名
な
ピ
ン
製
造
工
場
の
例
を
挙
げ
て
こ
れ
を
説
明
し
て

い
る
。
か
よ
う
な
工
場
に
お
け
る
ピ
ン
製
造
の
工
程
は
、
或
る
者
は
針
金
を
引
き
出
し
、
或
る
者
は
こ
れ
を
真
直

に
し
、
或
る
者
は
こ
れ
を
裁
断
し
、
或
る
者
は
こ
れ
を
尖
ら
し
、
或
る
者
は
頭
を
つ
け
る
た
め
に
上
端
を
研
ぐ

と
い
う
風
で
、
最
後
に
出
来
上
っ
た
ピ
ン
を
紙
に
包
む
に
至
る
ま
で
、
お
よ
そ
十
八
段
の
操
作
に
分
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
労
働
の
生
産
力
は
こ
れ
に
よ
っ
て
著
し
く
増
大
さ
れ
る
。
ス
ミ
ス
が
観
察
し
た
一
小
製
造
工
場
に

お
い
て
は
労
働
者
の
数
は
僅
か
十
名
に
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
そ
の
中
の
或
る
者
は
一
人
で
二
三
の
別
々
の
操
作
を
兼
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ね
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た
工
場
の
設
備
の
如
き
も
言
う
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
一
日
に

四
万
八
千
本
以
上
の
ピ
ン
を
製
造
し
て
い
た
。
即
ち
一
人
当
り
四
千
八
百
本
の
割
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
全
く
分
業

の
結
果
で
あ
っ
て
、
も
し
彼
等
が
各
自
独
力
で
ピ
ン
の
製
造
に
従
事
す
る
と
す
れ
ば
一
日
二
十
本
は
愚
か
、
恐
ら

く
一
本
の
ピ
ン
も
作
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
分
業
は
ピ
ン
工
場
の
如
き
製
造
工
業
の
内
部

に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
社
会
全
体
の
う
ち
に
存
在
し
て
い
る
。
ピ
ン
の
製
造
が
一
つ
の
専
門
的
職
業
を
な
す
こ

と
そ
の
こ
と
が
既
に
社
会
全
体
に
お
け
る
分
業
の
結
果
で
あ
る
。
分
業
は
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
発
達
し
得
る
の

で
あ
っ
て
、
技
術
の
発
達
は
従
来
分
割
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
仕
事
の
分
割
を
可
能
に
す
る
。
未
開
社
会
に
お
い
て

は
一
人
の
人
間
の
仕
事
で
あ
っ
た
も
の
が
、
進
歩
し
た
社
会
に
お
い
て
は
多
く
の
人
間
の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
一
般
に
分
業
に
よ
っ
て
労
働
生
産
力
が
増
進
さ
れ
る
の
は
、
分
業
が
次
の
三
つ
の
利
益
を
有
す
る
た
め

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
先
ず
分
業
は
各
人
の
仕
事
を
単
純
な
一
操
作
と
し
、
め
い
め
い
こ
の
操
作
を
一
生
の
仕

事
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
操
作
に
当
る
各
人
の
熟
練
は
必
然
的
に
増
大
す
る
。
熟
練
の
増
大
は
仕
事
の
分
量
を

増
加
す
る
。
次
に
一
つ
の
仕
事
か
ら
他
の
仕
事
に
移
る
に
あ
た
っ
て
通
常
失
わ
れ
る
時
間
の
節
約
か
ら
得
ら
れ
る

利
益
は
一
見
し
て
想
像
さ
れ
る
よ
り
も
遥
か
に
大
き
い
。
分
業
に
よ
る
か
よ
う
な
時
間
の
節
約
は
単
に
仕
事
を
と

り
か
え
或
い
は
道
具
を
と
り
か
え
て
働
く
場
合
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
職
業
修
得
の
時
間
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の
上
に
も
拡
張
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
三
に
機
械
の
使
用
に
よ
っ
て
労
働
の
能
率
が
増
進
す
る
の
は
何

人
に
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
機
械
の
発
明
が
ま
た
実
に
分
業
に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
。
即
ち
単
純
な
同

一
の
操
作
に
専
ら
従
事
す
る
結
果
は
当
然
そ
の
操
作
に
注
意
を
集
中
す
る
こ
と
と
な
る
べ
く
、
そ
し
て
そ
れ
は
お

の
ず
か
ら
そ
の
操
作
の
目
的
を
達
す
る
た
め
の
一
層
容
易
で
簡
便
な
方
法
の
発
明
に
導
く
こ
と
に
な
る
。
多
く
の

機
械
は
か
よ
う
に
発
明
さ
れ
た
。
も
と
よ
り
す
べ
て
の
発
明
が
そ
う
で
あ
る
と
い
い
難
く
、
或
る
も
の
は
直
接
に

機
械
製
造
業
者
の
考
案
に
成
り
、
ま
た
或
る
も
の
は
学
者
も
し
く
は
思
索
家
の
工
夫
に
よ
っ
て
出
来
た
も
の
で
あ

る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
の
場
合
も
広
い
意
味
で
の
分
業
の
結
果
と
い
い
得
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
分
業
は
機
械

の
発
明
を
促
す
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
右
の
如
き
分
業
の
発
生
の
原
理
に
つ
い
て
ス
ミ
ス
は
い
っ
て
い
る
、「
か

よ
う
に
多
く
の
利
益
を
生
ず
る
分
業
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
そ
れ
が
齎
す
一
般
的
富
裕
を
予
見
し
て
、
こ
れ

を
得
よ
う
と
す
る
人
智
の
結
果
で
は
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
広
汎
な
利
益
を
眼
中
に
お
か
な
い
人
間
の
性
質

に
お
け
る
一
つ
の
傾
向
の
必
然
の
、
し
か
も
頗
る
緩
慢
で
漸
進
的
な
、
結
果
で
あ
る
。
即
ち
或
る
物
を
他
の
物
と

取
引
し
、
交
換
し
、
交
易
す
る
傾
向
の
結
果
で
あ
る
。」
即
ち
ス
ミ
ス
に
依
る
と
、
分
業
は
人
間
の
自
然
の
性
向

で
あ
る
交
換
の
性
向
に
基
づ
い
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
分
業
の
遍
く
行
わ
れ
て
い
る
現
在
に
お
い
て
見
ら

れ
る
人
間
能
力
の
著
し
い
相
違
も
多
く
は
分
業
の
原
因
で
は
な
く
し
て
む
し
ろ
そ
の
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
交
換
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の
性
向
は
、
ス
ミ
ス
に
依
る
と
、
す
べ
て
の
人
間
に
共
通
で
あ
り
、
し
か
も
他
の
動
物
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も

の
で
あ
る
。
い
ま
こ
の
よ
う
に
分
業
は
各
人
の
天
賦
の
個
人
的
差
異
と
い
う
如
き
も
の
で
な
く
、
交
換
と
い
う
社

会
的
な
も
の
に
由
来
し
、
そ
し
て
機
械
の
発
明
は
も
と
分
業
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
そ
の
も

の
の
発
生
が
人
間
行
為
の
社
会
性
に
基
づ
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
実
践
が
本
来
す
べ

て
社
会
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
技
術
は
出
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
個
人
の
智
慧
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
い
う
如

き
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
人
的
素
質
の
差
異
の
発
達
が
分
業
の
発
達
を
促
す
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
技

術
上
の
発
明
も
個
人
の
天
才
も
し
く
は
才
能
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う

な
個
人
も
既
に
い
っ
た
如
く
社
会
的
人
間
で
あ
る
。
そ
し
て
技
術
の
発
達
は
ま
た
人
間
の
社
会
化
の
発
達
の
基
礎

で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
、
一
方
分
業
の
発
達
は
機
械
の
発
明
を
促
進
す
る
と
共
に
、
他
方
機
械
の
発

達
に
よ
っ
て
分
業
も
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
分
業
は
た
だ
社
会
的
な
も
の
と
し
て
の
み
、
言
い
換
え
る

と
、
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
て
全
体
の
う
ち
に
お
け
る
部
分
と
し
て
の
み
、
分
業
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
で
き

る
。我
々
の
身
体
の
諸
器
官
が
道
具
と
し
て
相
互
に
密
接
な
関
係
に
立
ち
つ
つ
分
業
を
行
う
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

社
会
的
身
体
の
道
具
も
相
互
に
道
具
聯
関
に
立
ち
つ
つ
分
業
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
。
分
業
の
発
達
は
社
会
的
連

帯
を
破
壊
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
元
来
社
会
的
連
帯
の
中
に
お
い
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
技



二
七
六

技
術
哲
学

術
の
発
達
は
、
交
通
手
段
の
発
達
等
に
お
い
て
一
見
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
、
社
会
を
世
界
化
し
て
ゆ
く
結
果
に

な
る
の
で
あ
る
。
世
界
が
次
第
に
世
界
的
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
歴
史
の
発
展
は
技
術
の
発
達
な
し
に
は
考
え
ら

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
と
人
と
は
物
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
現
実
的
に
結
び
附
く
。
人
間
は
技
術
を
媒
介
と
し
て

綜
合
す
る
の
で
あ
る
。

第
三
節　

技
術
の
社
会
的
・
道
徳
的
問
題

す
べ
て
人
間
の
作
る
も
の
は
人
間
の
生
活
を
発
展
さ
せ
る
と
共
に
人
間
の
生
活
に
対
す
る
桎
梏
に
な
る
、
こ
れ

は
歴
史
の
一
般
的
法
則
で
あ
る
が
、
技
術
の
場
合
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
技
術
が
如
何
に
人
間

の
生
活
の
発
展
に
貢
献
し
た
か
は
更
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ま
た
人
間
の

生
活
を
抑
圧
し
破
壊
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
に
技
術
の
社
会
的
・
道
徳
的
問
題
を
生
ず
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
技
術
の
害
悪
が
歴
史
的
に
問
題
に
な
っ
た
の
は
産
業
革
命
以
後
即
ち
近
代
技
術
の
出
現
以
後
の
こ
と
で

あ
る
。
産
業
革
命
は
生
産
力
の
飛
躍
的
な
発
展
を
齎
し
て
社
会
の
富
を
著
し
く
増
大
さ
せ
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に

技
術
の
害
悪
も
ま
た
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
技
術
の
害
悪
と
い
わ
れ
る
も
の
は
主
と
し
て
機
械
の

害
悪
で
あ
る
。
従
っ
て
技
術
に
対
す
る
呪
詛
は
主
と
し
て
機
械
に
対
す
る
呪
詛
で
あ
り
、
反
技
術
主
義
者
は
機
械
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を
廃
棄
し
て
原
始
的
な
道
具
の
技
術
に
還
ろ
う
と
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
何
故
に
道
具
技
術
の
時
代
に
は
技
術

の
害
悪
が
感
じ
ら
れ
ず
、
機
械
技
術
の
時
代
に
な
っ
て
そ
れ
が
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

道
具
に
よ
る
技
術
の
特
徴
は
有
機
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
道
具
は
手
の
延
長
と
見
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
を
動
か
す
力
は
人
間
の
身
体
の
力
で
あ
り
、
こ
の
技
術
に
お
い
て
材
料
と
な
る
も
の
も
そ
の
多
く
が
木
材
と

か
皮
革
と
か
い
う
よ
う
に
有
機
的
な
も
の
で
あ
る
。
道
具
の
技
術
は
主
と
し
て
練
習
と
習
慣
に
よ
っ
て
人
間
の
身

に
つ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
人
間
と
有
機
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。
道
具
の
技
術
に
お
い
て
主
と
な

っ
て
い
る
の
は
人
間
の
熟
練
で
あ
り
、
こ
の
も
の
に
そ
れ
は
依
存
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ

る
も
の
も
ま
た
或
る
有
機
的
な
性
質
を
具
え
て
お
り
、
従
っ
て
人
間
と
調
和
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
技
術
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
環
境
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
し
て
新
し
い
環
境
を
作

る
。
与
え
ら
れ
た
環
境
は
も
と
自
然
で
あ
り
、
こ
の
自
然
は
環
境
の
具
体
的
意
味
に
お
い
て
は
自
然
科
学
的
に
捉

え
ら
れ
た
自
然
の
如
き
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
景
観
と
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ィ
ー

ゼ
ル
の
規
定
し
て
い
る
よ
う
に
自
然
景
観N

aturlandschaft 

と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う( Eugen D

iesel, 

D
ie N

eugestaltung der W
elt.)

。
人
間
の
技
術
は
こ
の
よ
う
な
自
然
景
観
を
文
化
景
観K

ulturlandschaft 

に
変
え

る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
化
景
観
と
い
う
言
葉
は
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
に
お
い
て
は
特
殊
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
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れ
は
機
械
の
出
現
以
前
に
お
け
る
人
間
の
生
活
環
境
を
い
う
の
で
あ
っ
て
、
機
械
技
術
時
代
に
お
け
る
機
械
環
境

M
aschinenlandschaft 

と
い
う
も
の
と
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
文
化
景
観
と
い
う
の
は
機
械
以
前
の
時
代
の
、

従
っ
て
道
具
時
代
の
、
環
境
で
あ
る
。
機
械
時
代
に
至
っ
て
初
め
て
「
文
化
」
と
は
区
別
さ
れ
る
「
文
明
」
と
い

う
も
の
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
デ
ィ
ー
ゼ
ル
の
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
文
化
景
観
の
特
徴
は
人
間
に

対
し
て
或
る
有
機
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
文
化
景
観
も
自
然
景
観
と
同
じ
よ
う
に
客

観
的
な
も
の
で
あ
る
、
し
か
し
文
化
景
観
は
そ
の
成
立
に
お
い
て
客
観
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
に
よ

っ
て
客
観
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
田
畑
や
庭
園
、
森
や
家
屋
、
こ
の
美
し
い
町
、
寺
院
、
城
、
公
園
等
の

特
徴
は
、
そ
れ
ら
が
全
く
直
接
に
、
そ
の
目
的
へ
の
関
係
、
そ
の
イ
デ
ー
の
完
全
な
透
明
性
と
芸
術
的
な
直
観
性

と
に
お
い
て
、
人
間
の
手
と
精
神
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
人
間
の
精
神
、

イ
デ
ー
を
直
接
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
何
か
芸
術
的
に
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
機
械
景

観
に
お
い
て
は
事
情
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
機
械
技
術
を
特
徴
附
け
て
い
る
の
は
有
機
的
な
も
の
か
ら
の
解
放

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
機
械
は
有
機
的
な
も
の
で
な
く
て
ま
さ
に
機
械
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
動
か
す
力
も

人
間
の
力
で
な
く
、
機
械
技
術
の
原
料
と
し
て
使
用
さ
れ
る
も
の
も
多
く
は
有
機
的
な
も
の
で
は
な
い
。
機
械
は

自
働
性
を
目
標
と
し
、
人
間
か
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
機
械
技
術
に
お
い
て
は
人
間
は
主
で
な
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く
、
却
っ
て
単
な
る
附
添
人
の
地
位
に
お
か
れ
る
。
機
械
の
害
悪
と
い
わ
れ
る
も
の
は
機
械
の
か
く
の
如
き
性
質

か
ら
従
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
い
わ
ゆ
る
物
質
文
明
の
禍
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。機

械
の
害
悪
或
い
は
技
術
の
害
悪
と
い
わ
れ
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
経
済
的
見
地
に
お

い
て
最
も
重
要
な
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
失
業
で
あ
る
。
即
ち
機
械
は
人
間
の
労
働
を
次
第
に
不
要
に
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
多
数
の
人
間
の
失
業
を
結
果
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
技
術
の
進
歩
は
失
業
と
そ
れ
に
伴
う

種
々
の
重
大
な
社
会
問
題
を
惹
き
起
す
と
見
ら
れ
る
。技
術
の
進
歩
は
ま
た
重
大
な
道
徳
的
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

既
に
マ
イ
エ
ル
は
そ
の
点
に
つ
い
て
代
表
的
な
意
見
を
述
べ
た( Eduard von M

ayer, Technik und K
ultur.)

。
彼

は
い
う
、「
技
術
の
精
神
、
独
立
な
力
と
し
て
の
技
術
の
本
質
は
、
分
業
に
よ
っ
て
人
間
を
片
輪
に
す
る
こ
と
、

労
働
の
単
調
さ
に
よ
っ
て
彼
を
非
人
格
的
に
す
る
こ
と
、
労
働
の
協
同
に
よ
っ
て
彼
を
大
衆
に
す
る
こ
と
、
技
術

的
隷
属
に
よ
っ
て
彼
を
内
的
に
も
外
的
に
も
非
精
神
的
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
マ
イ
エ
ル
に
よ
っ
て
い
わ
ば
模

範
的
に
表
明
さ
れ
た
技
術
に
対
す
る
か
よ
う
な
批
評
は
そ
の
後
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
技

術
の
発
達
は
分
業
の
発
達
を
促
す
の
で
あ
る
が
、
分
業
の
発
達
の
結
果
各
人
は
極
め
て
狭
い
部
分
の
仕
事
を
専
門

と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
本
来
全
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
の
人
格
的
存
在
は
破
壊
さ
れ
、
片
輪
の
人
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間
が
出
来
て
く
る
。
し
か
も
毎
日
単
調
な
一
つ
の
仕
事
を
反
覆
す
る
と
こ
ろ
か
ら
仕
事
に
対
す
る
人
格
的
な
関
与

が
失
わ
れ
て
く
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
言
葉
に
依
る
と
、
個
人
は
機
能
に
解
消
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
格
性

Persönlichkeit
の
代
り
に
即
物
性Sachlichkeit 

が
人
間
の
態
度
の
う
ち
に
貫
き
亙
る
よ
う
に
な
る
。
技
術
は「
自

然
を
組
織
す
る
。
そ
う
だ
！ 

し
か
し
そ
れ
は
人
間
を
解
体
す
る
、」
と
マ
イ
エ
ル
は
い
う
。
そ
し
て
一
つ
の
渾
沌

と
し
て
の
大
衆
が
現
れ
る
。「
発
明
し
創
設
す
る
技
術
は
創
造
的
な
人
格
で
あ
っ
た
。
用
益
権
者
と
し
て
あ
ら
ゆ

る
生
き
た
人
間
は
技
術
に
属
す
る
、
し
か
る
に
技
術
の
大
規
模
の
適
用
は
大
衆
の
利
益
に
な
る
。
大
衆
と
い
う
も

の
は
植
物
の
播
種
さ
れ
た
畑
で
は
な
く
て
無
性
格
の
塵
垢
の
粘
土
層
で
あ
り
、
閃
く
結
晶
で
は
な
く
て
流
動
的
な

火
山
噴
出
物
で
あ
る
、そ
れ
は
最
低
級
の
宇
宙
的
形
成
衝
動
で
あ
る
。
こ
の
仮
現
的
生
体
の
神
経
は
技
術
的
施
設
、

交
通
路
、
工
場
、
管
理
で
あ
る
。」「
大
衆
の
接
合
剤
と
し
て
の
技
術
は
大
衆
の
手
に
お
い
て
文
化
の
毒
と
な
っ
た
。

大
衆
は
し
か
る
に
技
術
に
よ
っ
て
文
化
の
危
険
と
な
っ
た
。」
と
マ
イ
エ
ル
は
い
う
。
彼
に
依
る
と
、「
大
衆
の
精

神
と
技
術
の
精
神
と
は
互
い
に
類
似
し
、
互
い
に
強
め
合
い
、
元
来
た
だ
同
じ
本
質
の
二
つ
の
面
を
現
す
に
過
ぎ

な
い
。」
非
人
格
化Entpersönlichung 

は
マ
イ
エ
ル
に
依
る
と
「
技
術
の
究
極
の
精
神
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴

っ
て
支
配
的
に
な
る
の
は
大
衆
で
あ
る
。
技
術
的
時
代
は
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
と
っ
て
も
大
衆
の
時
代
で
あ
り
、「
大

衆
の
支
配
」H

errschaft der M
asse 

と
い
う
こ
と
が
こ
の
時
代
の
特
徴
で
あ
る( Jaspers, D

ie geistige Situation 



二
八
一

第
二
章
　
技
術
と
社
会

der Zeit.)

。
技
術
は
組
織
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
原
始
時
代
に
お
い
て
人
間
力
を
組
織
し
た
。
し
か
し
そ
の
こ
と

は
何
を
意
味
し
、
何
を
結
果
す
る
で
あ
ろ
う
か
。「
技
術
の
最
初
の
本
質
的
な
歩
み
は
、
そ
の
根
本
的
な
行
為
は
、

そ
れ
が
人
間
を
そ
の
手
段
と
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
作
り
出
し
た
人
間
の
主
人
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
全
く
初
め
て
奴
隷
制
を
強
要
し
、
発
明
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
今
日
の
瞬
間
に
至
る
ま
で
労
働
の
自
由
の
外
観

の
も
と
に
保
持
し
て
い
る
の
は
技
術
で
あ
る
、」
と
マ
イ
エ
ル
は
い
っ
て
い
る
。
手
段
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
も

の
が
今
や
目
的
と
な
り
、
人
間
に
使
は
る
べ
き
で
あ
っ
た
も
の
が
今
や
人
間
の
主
人
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
技
術

は
そ
の
自
己
法
則
的
な
機
構
に
よ
っ
て
人
間
を
支
配
す
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
依
る
と
技
術
的
時
代
の
特
徴
は
「
装

置
の
支
配
」H

errschaft des A
pparats 
で
あ
る
。
近
代
技
術
の
本
質
は
合
理
化
と
機
械
化
に
あ
る
が
、
そ
の
支
配

は
人
間
的
行
為
の
合
理
化
と
機
械
化
と
な
り
、
人
間
そ
の
も
の
を
も
機
械
的
機
構
の
一
部
分
と
す
る
に
至
り
、
人

間
的
存
在
の
一
般
的
な
非
人
格
化
を
結
果
し
た
の
で
あ
る
。

技
術
に
対
す
る
か
よ
う
な
批
判
乃
至
非
難
に
対
し
て
、
ま
た
種
々
の
ア
ポ
ロ
ジ
ー
が
現
れ
て
い
る
。
現
代
の
技

術
哲
学
の
多
く
は
こ
の
技
術
的
時
代
に
お
け
る
人
間
の
運
命
に
つ
い
て
の
反
省
か
ら
生
れ
た
。
そ
し
て
一
方
に
は

ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
存
在
す
る
の
に
対
し
て
、
他
方
に
は
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
が
存
在
し
て
い
る
。
一
方
技
術
の
害
悪
が

数
え
ら
れ
て
い
る
間
に
、
他
方
「
技
術
の
祝
福
」
が
語
ら
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
技
術
が
人
類
に
祝
福
を
斎
す
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こ
と
は
否
定
し
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
ヴ
ェ
ン
ト
は
技
術
を
文
化
力
と
し
て
規
定
し
、
人
類
文
化
に
対
す

る
技
術
の
影
響
を
次
の
三
つ
の
法
則
に
要
約
し
て
い
る( W
endt, D

ie Technik als K
ulturm

acht.)

。
第
一
に
技
術

に
よ
っ
て
人
間
の
労
働
力
は
次
第
に
精
神
化
さ
れ
る
。
技
術
の
進
歩
は
つ
ね
に
労
働
者
の
精
神
的
能
力
を
利
用
す

る
よ
う
に
促
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
労
働
者
が
そ
の
精
神
的
側
面
に
従
っ
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
れ
ば
な

る
ほ
ど
、
彼
等
の
精
神
的
能
力
は
向
上
す
る
。
機
械
に
よ
っ
て
人
間
の
労
働
力
は
よ
り
機
械
的
な
形
態
を
保
持
す

る
の
で
な
く
、
反
対
に
よ
り
精
神
化
さ
れ
た
形
態
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
粗
野
で
単
調
な
労
働
は
絶
え
ず
益
々

機
械
の
世
界
へ
引
き
込
ま
れ
、人
間
の
労
働
力
は
肉
体
的
に
よ
り
楽
で
よ
り
精
神
化
さ
れ
た
活
動
へ
解
放
さ
れ
る
。

単
に
機
械
の
み
が
こ
の
方
向
に
作
用
す
る
の
で
な
く
、
一
切
の
技
術
的
操
作
は
す
べ
て
人
間
の
機
械
的
労
働
力
を

節
約
し
、
筋
肉
力
を
よ
り
少
な
く
思
惟
力
を
よ
り
多
く
要
求
す
る
一
層
高
尚
な
労
働
形
式
へ
こ
の
労
働
力
を
解
放

す
る
こ
と
を
目
差
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
新
し
い
発
明
は
労
働
者
を
仕
事
か
ら
離
れ
さ
せ
、
い
わ
ゆ
る
産
業
予
備

軍
を
増
大
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ヴ
ェ
ン
ト
に
依
る
と
、
技
術
が
自
由
に
活
動
す
る
余
地
を
も
っ
て

お
れ
ば
、
そ
れ
は
直
ち
に
他
の
発
明
と
強
化
さ
れ
た
生
産
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
産
業
予
備
軍
を
吸
収
し
て
し
ま

う
。
古
代
に
お
い
て
は
人
口
問
題
は
た
だ
植
民
の
方
法
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
得
た
が
、
近
代
技
術
は
国
内
に

お
い
て
仕
事
の
口
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
解
決
す
る
。
技
術
が
自
由
に
命
令
す
る
こ
と
が
で
き
る
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限
り
労
働
者
は
つ
ね
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
際
彼
は
絶
え
ず
益
々
粗
野
な
肉
体
的
な
労
働
か
ら
免
除

さ
れ
、
よ
り
高
尚
で
よ
り
精
神
的
な
労
働
へ
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
労
働
力
の
精
神
化

は
ヴ
ェ
ン
ト
に
依
る
と
他
の
二
つ
の
重
要
な
結
果
を
伴
う
。
即
ち
第
二
に
、
向
上
し
て
ゆ
く
精
神
は
国
家
に
お
い

て
人
格
的
自
由
と
政
治
的
自
由
を
獲
得
す
る
。
技
術
の
到
達
さ
れ
た
段
階
と
労
働
す
る
人
間
の
人
格
的
並
び
に
政

治
的
自
由
と
の
間
に
は
法
則
的
な
関
係
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
か
よ
う
に
解
放
さ
れ
た
人

間
は
精
神
生
活
を
深
め
、
文
化
を
醇
化
す
る
。
物
質
と
精
神
と
は
日
常
の
労
働
に
お
い
て
共
力
す
る
。
物
質
は
直

観
に
よ
っ
て
精
神
を
豊
か
に
し
、
精
神
は
そ
れ
が
機
械
的
労
働
へ
転
換
す
る
と
こ
ろ
の
推
理
に
よ
っ
て
物
質
を
高

尚
に
す
る
。
物
質
は
我
々
の
精
神
に
の
み
食
物
を
与
え
る
、即
ち
直
観
と
精
神
を
荘
厳
に
す
る
全
材
料
を
与
え
る
。

精
神
は
一
つ
の
新
し
い
形
式
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
物
質
が
素
材
と
し
て
提
供
す
る
も
の
、
恐
ら

く
物
質
が
、
象
徴
的
な
言
い
方
を
す
る
と
、
他
の
形
式
に
お
い
て
既
に
予
め
思
惟
し
た
も
の
を
の
み
思
惟
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
我
々
の
精
神
は
、
独
立
し
よ
う
と
努
め
れ
ば
努
め
る
ほ
ど
、
自
己
の
抽
象
の
中
で
物
質
か
ら
遠
ざ

か
れ
ば
遠
ざ
か
る
ほ
ど
、
そ
の
思
惟
に
お
い
て
貧
困
に
な
り
、
色
彩
の
褪
せ
た
も
の
に
な
る
。
精
神
の
存
続
は
外

部
の
及
び
内
部
の
力
の
絶
え
ざ
る
活
動
に
依
存
す
る
。
力
が
原
因
で
あ
っ
て
、
精
神
は
結
果
で
あ
る
。
故
に
精
神

は
主
人
で
な
く
召
使
で
あ
り
、
内
部
の
力
が
外
界
の
勝
手
を
知
る
た
め
に
点
ず
る
光
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
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こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
精
神
は
指
導
者
の
、
啓
蒙
家
の
役
割
を
獲
得
す
る
、
と
ヴ
ェ
ン
ト
は
述
べ

て
い
る
。

技
術
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
そ
の
必
然
的
な
影
響
と
そ
う
で
な
い
も
の
、
言
い
換
え
る
と
、
一
定
の

技
術
の
適
用
と
不
可
分
に
結
び
附
い
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ

の
際
な
お
、
そ
れ
は
近
代
技
術
の
現
在
ま
さ
に
あ
る
状
態
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
本
質
と

永
久
に
結
び
附
い
て
い
る
形
成
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
そ
れ
は
技
術

の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
諸
可
能
性
の
無
制
限
な
利
用
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
、
或
い
は
逆
に
そ
の
制
限

さ
れ
た
利
用
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
か
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
今
か
よ
う
な
見
地
か
ら
考

察
す
る
と
き
、
先
ず
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
技
術
に
つ
い
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
の
論
議
は
特
に

近
代
の
機
械
技
術
の
進
歩
に
関
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
種
類
の
技
術
の

一
定
の
段
階
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
次
に
技
術
の
害
悪
と
い
わ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
の
多
く

は
技
術
そ
の
も
の
か
ら
従
っ
て
く
る
と
い
う
よ
り
も
、
技
術
が
使
用
さ
れ
る
一
定
の
社
会
関
係
か
ら
生
ず
る
も
の

で
あ
る
、
例
え
ば
技
術
の
発
達
は
人
間
を
片
輪
に
し
、
非
人
格
化
す
る
と
い
う
。
し
か
し
技
術
の
発
達
は
人
間
の

労
働
時
間
が
少
な
く
て
も
済
む
よ
う
に
す
る
筈
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
る
閑
暇
を
自
己
の
専
門
の
仕
事
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以
外
の
教
養
の
た
め
に
振
向
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
片
輪
な
人
間
に
な
る
こ
と
は
難
け
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
技
術
の
発
達
に
よ
る
生
産
力
の
増
加
こ
そ
却
っ
て
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
人
格
的
形
成
に
と
っ
て
の
基
礎
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
今
日
の
現
実
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
技

術
そ
の
も
の
で
な
く
或
る
他
の
社
会
的
原
因
に
依
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
実
際
、
技
術
の
祝
福
を
説
く

者
は
、
技
術
が
他
の
原
因
に
よ
っ
て
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
自
由
に
作
用
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
或
い
は

要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
三
に
、
技
術
の
弊
害
と
い
う
も
の
は
技
術
が
無
制
限
に
利
用
さ
れ
る
結
果

で
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
利
用
が
制
限
さ
れ
て
い
る
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
利
用
を
制
限
す

る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
技
術
そ
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
他
の
社
会
的
諸
関
係
で
あ
る
。
今
日
技
術
に
関
す
る
弊
害

が
多
く
存
在
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
一
層
洗
煉
さ
れ
た
技
術
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
弊
害

と
い
う
も
の
の
責
任
は
技
術
並
び
に
技
術
へ
の
協
力
者
に
あ
る
の
で
な
く
、
大
衆
が
技
術
の
表
現
に
対
し
て
示
す

無
思
慮
に
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
翻
っ
て
考
え
る
と
、
技
術
は
社
会
的
身
体
の
器
官
と
見
ら
れ
る
よ
う

な
も
の
で
あ
る
。
社
会
的
諸
関
係
か
ら
離
れ
て
純
粋
な
技
術
そ
の
も
の
と
い
う
如
き
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
抽
象

的
で
あ
る
。
す
で
に
一
つ
の
道
具
は
他
の
道
具
と
聯
関
し
、
技
術
複
合
体
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
新
し
い
発

明
も
こ
の
体
系
に
適
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
現
実
的
に
は
利
用
さ
れ
ず
潜
在
的
に
と
ど
ま
ら
ね
ば
な
ら
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な
い
の
で
あ
る
。
技
術
の
進
歩
と
失
業
と
の
関
係
の
如
き
も
、
レ
ー
デ
レ
ル( Lederer, Technischer Fortschritt 

und A
rbeitslosigkeit.)  

が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
技
術
の
進
歩
の
テ
ン
ポ
に
依
存
し
、
そ
し
て
そ
の
テ
ン
ポ
が
速

す
ぎ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
た
だ
資
本
形
成
と
人
口
の
増
加
の
、
技
術
の
進
歩
の
テ
ン
ポ
に
対
す
る
関
係
か

ら
の
み
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
単
に
技
術
の
観
点
に
お
い
て
で
な
く
綜
合
的
な
観
点
か
ら
考
察
さ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
苟
も
実
際
に
否
定
し
得
な
い
如
く
技
術
の
弊
害
と
考
え
ら
れ
る
も
の

が
存
在
す
る
以
上
、
技
術
に
は
少
な
く
と
も
一
定
の
社
会
的
経
済
的
関
係
に
お
い
て
は
弊
害
を
生
じ
得
る
よ
う
な

性
質
が
そ
れ
自
体
に
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
は
現
実
に
お
い
て
社
会
的

諸
関
係
の
中
に
入
り
込
ん
で
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
害
悪
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
は
技
術
を
そ

の
自
然
生
長
性
に
任
せ
て
お
く
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
統
制
を
加
え
る
こ
と
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
技
術
馴

致
」Zähm

ung der Technik 

が
必
要
で
あ
る
。
技
術
に
つ
い
て
の
単
な
る
ペ
シ
ミ
ズ
ム
も
単
な
る
オ
プ
テ
ィ
ミ

ズ
ム
も
間
違
っ
て
い
る
。
大
切
な
こ
と
は
技
術
の
計
画
化
で
あ
る
。
し
か
る
に
技
術
を
馴
ら
す
と
い
う
こ
と
は
そ

れ
自
身
ま
た
一
つ
の
技
術
、
自
然
科
学
的
技
術
で
な
く
て
社
会
科
学
的
技
術
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。

技
術
的
時
代
と
称
せ
ら
れ
る
現
代
の
害
悪
は
、
手
段
で
あ
る
べ
き
技
術
が
自
己
目
的
に
な
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
か
よ
う
に
技
術
と
い
わ
れ
る
も
の
は
機
械
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技
術
即
ち
近
代
自
然
科
学
を
基
礎
に
す
る
技
術
で
あ
る
。
し
か
る
に
技
術
と
い
う
も
の
に
は
、
初
め
に
述
べ
た
如

く
、
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
特
に
自
然
科
学
的
技
術
の
ほ
か
に
社
会
技
術
即
ち
社
会
科
学
を
基
礎
と
す
る
技
術
が

存
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
種
々
の
技
術
の
間
に
目
的
・
手
段
の
関
係
に
お
け
る
段
階
的
聯
関
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
し
か
も
か
よ
う
な
聯
関
に
お
い
て
、
社
会
技
術
は
一
般
に
自
然
科
学
的
技
術
に
対
し
て
目
的
の
地
位

に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
ど
の
よ
う
な
技
術
も
単
に
手
段
で
あ

る
の
で
な
く
同
時
に
目
的
で
あ
る
。
技
術
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
自
然
法
則
と
人
間
の
目
的

と
の
綜
合
で
あ
る
。
近
代
技
術
の
特
徴
は
、
人
間
の
手
か
ら
離
れ
て
自
働
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
共
に
、
多
く

の
迂
廻
の
過
程
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
手
段
と
目
的
と
の
聯
関
が
直
接
に
見
ら
れ
難
く
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
か
ら
技
術
が
単
に
手
段
と
考
え
ら
れ
易
く
、
ま
た
逆
に
そ
の
手
段
が
自
己
目
的
と
考
え
ら
れ
易
い
と
い

う
傾
向
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
に
技
術
は
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
目
的
で
あ
る
。
自
然
科
学

的
技
術
の
如
き
も
、
こ
れ
を
単
に
手
段
と
見
て
、
経
営
技
術
の
立
場
乃
至
政
治
的
技
術
の
立
場
か
ら
の
み
考
え
る

と
、
そ
の
発
達
は
期
し
難
く
、
従
っ
て
手
段
と
し
て
の
効
果
を
挙
げ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
的
時

代
と
い
わ
れ
る
現
代
は
技
術
を
究
極
の
目
的
の
如
く
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
謬
に
陥
っ
た
に
し
て
も
、
他
方
ま
た

そ
う
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
技
術
の
飛
躍
的
な
発
達
も
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
わ
ゆ
る
技
術
は
、
こ
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れ
に
対
し
て
目
的
の
地
位
に
あ
る
社
会
技
術
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
、
計
画
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
を

馴
ら
し
得
る
も
の
は
技
術
で
あ
る
。
技
術
の
害
悪
が
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
の
技
術
を
支
配
す
べ
き
他
の
技
術
の
存

在
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
技
術
的
時
代
の
悲
劇
は
、
技
術
は
単
に
自
然
科
学
技
術
の
み
で
な
く
社
会
技

術
と
い
う
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
、
両
者
の
間
に
は
因
果
的
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
諸
技
術
の
間

に
正
し
い
目
的
・
手
段
の
自
律
的
・
依
存
的
関
係
が
樹
立
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
理
解
し
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
諸
技
術
の
間
に
正
し
い
関
係
を
樹
立
す
べ
き
も
の
は
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
よ
う

に
総
企
画
的
な
技
術
と
し
て
の
政
治
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
政
治
が
か
よ
う
な
も
の
で
あ
り
得
る
た
め
に
は

既
に
ま
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
考
え
た
よ
う
に
政
治
学
は
倫
理
学
と
一
つ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
或
い
は

逆
に
い
う
と
、
倫
理
学
は
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
政
治
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
道
徳
は
社
会
的
・
技

術
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
共
に
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
の
目
的
は
道
徳
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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第
一
節　

技
術
の
倫
理

技
術
の
倫
理
教
育
的
価
値
に
つ
い
て
は
多
く
の
人
が
語
っ
て
い
る
。
技
術
は
人
間
に
対
し
て
種
々
の
徳
を
要
求

す
る
の
で
あ
っ
て
、
人
間
は
技
術
に
従
事
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
徳
を
修
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ゲ
ー

テ
は
、「
人
間
の
自
然
的
素
質
の
規
制
さ
れ
た
発
展
を
助
け
る
手
工
業
的
技
術
が
存
在
す
る
の
を
知
る
こ
と
が
早

け
れ
ば
早
い
だ
け
人
間
は
そ
れ
だ
け
幸
福
で
あ
る
、」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
言
葉
は
人
間
の
道
徳
的
完
成
に
対

し
て
技
術
の
有
す
る
重
要
な
意
義
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
ゲ
ー
テ
は
そ
の
思
想
を
『
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
マ
イ
ス

テ
ル
』
の
中
で
芸
術
的
に
具
象
的
に
表
現
し
た
。

技
術
家
に
要
求
さ
れ
る
徳
と
し
て
種
々
の
も
の
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
技
術
家
は
自
己
の

意
志
を
客
観
的
な
も
の
に
従
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
然
の
客
観
的
な
法
則
に
反
し
て
は
人
間
は
何
物
も
作
り

得
な
い
の
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
我
々
の
意
志
は
肆
意
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
即
物
的
で
あ

る
こ
と
或
い
は
客
観
的
で
あ
る
こ
と
は
技
術
家
に
必
要
な
条
件
で
あ
り
肆
意
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
我
々
の
意
志
は

こ
れ
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
、
訓
練
さ
れ
る
。
自
己
を
殺
す
こ
と
が
却
っ
て
自
己
の
目
的
を
達
す
る
所
以
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
を
技
術
は
教
え
て
い
る
。
自
由
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
「
認
識
さ
れ
た
必
然
性
」
が

自
由
で
あ
る
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
単
な
る
必
然
性
で
は
な
く
、
認
識
さ
れ
た

0

0

0

0

0

必
然
性
で
あ
り
、
認
識
さ
れ
た
と
い

う
の
は
主
体
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

把
握
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
自
由
に
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
的

な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
由
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
、
言
い
換

え
る
と
、
現
実
的
な
自
由
は
技
術
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の

と
の
統
一
で
あ
る
。
人
間
は
技
術
に
よ
っ
て
歴
史
的
現
実
的
に
自
由
に
な
る
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
技
術
の
中

に
入
り
な
が
ら
同
時
に
技
術
に
対
し
て
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
真
の
自
由
が
あ
る
。
自
己

が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
る
技
術
を
逆
に
手
段
と
な
し
得
る
と
こ
ろ
に
真
の
自
由
が
あ
る
。
自
由
と
い
う
の
は
元
来

内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

技
術
家
の
徳
と
し
て
技
術
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
徳
に
は
更
に
種
々
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。
例
え
ば
誠
実
で
あ
る
と
か
良
心
的
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
は
不
誠
実
で
あ
る
こ
と

を
許
さ
れ
な
い
、
そ
の
結
果
は
直
ち
に
現
れ
、
彼
の
仕
事
を
不
成
功
に
終
ら
せ
、
不
可
能
に
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
徳
も
技
術
に
お
い
て
は
単
に
主
観
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
誠
実
と
い
う
こ

と
は
例
え
ば
規
律
と
結
び
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
規
律
な
技
術
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
殊
に
近
代
技
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術
は
人
間
に
対
し
て
規
律
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
ま
た
誠
実
と
い
う
こ
と
は
正
確
と
か
厳
密
と
か
い

う
こ
と
と
結
び
附
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
確
或
い
は
厳
密
で
あ
る
べ
き
技
術
は
厳
し
い
訓
練
を
必
要
と
し
て

い
る
。
技
術
家
は
鍛
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
も
近
代
技
術
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
訓
練
は
物
に
つ

い
て
の
知
識
を
必
要
と
し
、
し
か
も
そ
の
知
識
は
曖
昧
で
不
正
確
で
な
く
、
厳
密
で
、
そ
し
て
身
に
つ
い
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
技
術
家
の
知
識
は
単
に
観
念
的
な
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
で
き
ぬ
。

し
か
し
技
術
に
お
け
る
徳
は
単
に
与
え
ら
れ
た
技
術
的
規
則
を
誠
実
に
、
正
確
に
繰
り
返
す
と
い
う
方
面
に
お

い
て
の
み
考
え
ら
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
単
な
る
模
倣
で
な
く
、
そ
の
根
源
に
お
い
て
発
明
で
あ

る
。
技
術
に
お
け
る
徳
も
ま
た
発
明
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
方
面
に

お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
小
さ
な
事
柄
に
至
る
ま
で
、
工
夫
し
発
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
技
術
家
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と

で
あ
る
。
道
徳
も
ま
た
元
来
発
明
に
属
し
て
い
る
。
発
明
は
単
に
手
段
の
発
明
の
み
で
な
く
目
的
の
発
明
で
あ
る
。

と
り
わ
け
目
的
の
発
明
に
お
い
て
技
術
は
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
技
術
の
本
質
は
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
技
術
は
物
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
を
作
る
。
我
々
は
物

を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
技
術
は
人
間
形
成
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
が
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技
術
を
重
ん
じ
た
の
も
、
技
術
が
人
間
形
成
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
技
術
の
修
得
が
人
間
修
業
に
な
る
と
い
う

こ
と
の
た
め
で
あ
っ
た
。
技
術
は
知
識
と
活
動
と
の
綜
合
で
あ
り
、
人
間
の
力
を
こ
の
二
つ
の
面
に
向
っ
て
同
様

に
要
求
し
つ
つ
全
体
的
人
間
の
形
成
に
役
立
ち
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
技
術
は
元
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
の
人
間
形
成
は
社
会
的
人
間
の
形
成
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
の
発
達
は
集
団
的
労
働
の
組
織
化
と
結
び
附

き
、
技
術
の
要
求
す
る
の
は
協
力
或
い
は
協
同
の
徳
で
あ
る
。
協
同
に
よ
っ
て
の
み
技
術
は
効
果
的
で
あ
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
協
同
は
何
よ
り
も
責
任
の
倫
理
を
要
求
し
て
い
る
。
技
術
に
お
け
る
道
徳
は
つ
ね
に
具

体
的
な
道
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
節　

道
徳
と
技
術

か
よ
う
に
し
て
技
術
家
に
は
技
術
の
本
性
に
従
っ
て
徳
が
必
要
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
技
術
と
道
徳
と
は
一
致
す

る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
技
術
に
と
っ
て
の
目
的
は
作
ら
れ
た
も
の
の
完
全
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
作
ら
れ

た
も
の
の
完
全
性perfectio operis 

と
作
る
も
の
の
完
全
性perfectio operantis 

と
は
別
で
あ
る
。
我
々
は
屡
々
、

人
間
的
に
は
、
従
っ
て
道
徳
的
に
は
欠
点
の
あ
る
者
が
、
立
派
な
作
品
を
作
っ
て
い
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
天

才
は
道
徳
的
に
は
不
完
全
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
、
作
ら
れ
た
も
の
の
完
全
性
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と
作
る
も
の
の
完
全
性
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
人
間
で
な
く
作
品
に
優
位
を
認
め
る
と
い
う
の
が

技
術
の
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
。
技
術
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
い
う
と
、
立
派
な
作
品
を
作
る
こ
と
が
で
き
さ
え

す
れ
ば
宜
い
の
で
、
そ
の
人
間
が
道
徳
的
に
ど
う
で
あ
る
か
は
問
題
で
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に

し
て
、
作
ら
れ
た
も
の
の
完
全
性
と
作
る
も
の
の
完
全
性
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
両
者
の
分
離
も
し

く
は
対
立
は
絶
え
ず
余
り
に
誇
張
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
通
常
は
む
し
ろ
作
品
の
立
派
さ
と
人
間
の
立
派
さ
と

は
相
伴
っ
て
い
る
。
物
を
作
る
こ
と
と
自
分
を
作
る
こ
と
と
は
違
っ
て
い
る
に
し
て
も
、
両
者
は
根
本
的
に
結
び

附
い
て
い
る
。
我
々
は
立
派
な
人
間
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
立
派
な
物
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
立
派
な
物
を
作
る

こ
と
に
よ
っ
て
立
派
な
人
間
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

尤
も
技
術
は
或
る
意
味
で
は
人
間
を
物
質
に
従
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
物
に
従
う
の
で
な
け
れ
ば
物
を
作
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
他
方
技
術
は
人
間
を
物
質
か
ら
解
放
す
る
の
で
あ
る
。
技
術
は
自
由
と
必
然
と
の
、
隷

属
と
創
造
と
の
統
一
で
あ
る
。
技
術
は
人
間
の
技
術
で
あ
り
、
人
間
の
運
命
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
。
技
術
に
お

け
る
人
間
の
活
動
は
作
品
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
人
間
自
身
に
と
っ
て
有
用
で
あ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
人
間
の
意
欲
或
い
は
目
的
を
満
足
さ
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
意
欲
或
い
は
目

的
は
作
品
に
お
い
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
作
ら
れ
た
も
の
は
人
間
を
表
現
し
て
お
り
、
理
性
の
刻
印
を
押
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さ
れ
て
い
る
。
技
術
は
本
能
の
如
く
人
間
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
る
。
本
能
は
欲
望
に
応
ず
る
だ
け
の
こ
と
を
す
る
。

価
値
の
剰
余
と
い
う
も
の
は
本
能
に
よ
っ
て
は
作
ら
れ
な
い
。
し
か
る
に
技
術
は
価
値
の
剰
余
を
作
り
出
す
。
即

ち
そ
れ
は
生
き
る
た
め
の
も
の
以
上
の
も
の
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
生
き
る
た
め
の
も
の
で
な
く
、

よ
り
善
く
生
き
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
ジ
ン
メ
ル
流
に
い
う
と
単
な
る
生
命
で
な
く
同
時
に
生
命
以
上

の
も
の
で
あ
る
。
技
術
的
に
生
き
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
生
き
る
こ
と
以
上
の
も
の
で
あ
る
。

即
ち
技
術
は
文
化
を
作
り
出
す
。
技
術
は
単
に
生
物
学
的
な
も
の
で
な
く
て
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
そ
れ

自
身
が
一
つ
の
文
化
財
で
あ
る
、
技
術
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
は
単
に
物
質
的
な
も
の
で
な
く
イ
デ
ー
的

な
意
味
を
具
え
て
い
る
。
イ
デ
ー
は
技
術
を
通
し
て
現
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
技
術
か
ら
出
て
く
る
形
は
イ
デ
ー

的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
は
単
に
生
物
学
的
に
有
用
な
も
の
で
な
く
イ
デ
ー
を
表
現

し
て
い
る
。
イ
デ
ー
は
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
か
よ
う
に
超
越
的
な
意
味
を
有
す
る
も
の
を
作
り
出
す

故
に
創
造
的
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
文
化
に
属
す
る
の
で
あ
る
。
技
術
的
な
形
も
し
く
は
イ
デ
ー
は
抽
象
的
に

存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
物
質
と
精
神
と
の
綜
合
で
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
物
質
に
対
す
る
精
神
の
勝
利

を
現
し
て
い
る
、
言
い
換
え
る
と
、
イ
デ
ー
は
内
在
的
で
あ
る
と
共
に
超
越
的
で
あ
り
、
超
越
的
で
あ
る
と
共
に

内
在
的
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
は
文
化
的
な
も
の
で
あ
り
、
文
化
的
な
も
の
と
し
て
人
間
を
結
合
す
る
の



二
九
五

第
三
章
　
技
術
と
道
徳

で
あ
る
。
人
間
と
人
間
と
は
文
化
を
媒
介
と
し
て
結
び
附
く
。
技
術
は
そ
の
超
越
的
性
質
に
よ
っ
て
人
間
を
結
合

す
る
の
で
あ
る
。
本
能
は
種
的
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
動
物
を
そ
の
欲
望
に
対
し
て
た
だ
自
己
自
身
に
閉
じ
籠

め
る
。
技
術
は
よ
り
個
人
的
な
性
格
を
も
っ
て
い
る
、
し
か
し
そ
れ
は
人
間
と
人
間
と
を
結
合
す
る
の
で
あ
る
。

技
術
は
人
格
の
紐
帯
で
あ
り
、
社
会
の
紐
帯
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
技
術
が
道
徳
に
反
す
る
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
道
徳
性
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
具
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
技
術
は
物
を
作
る
も
の
で
あ
り
、
道
徳
は
人
間
に
関
係
し
、
両
者
は
全
く
異
な
る
と
い
わ
れ
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
道
徳
に
お
い
て
も
人
間
と
い
う
も
の
を
作
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
修
養
と
い
わ
れ
る
も
の

は
人
間
を
作
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
道
徳
は
抽
象
的
に
良
心
の
問
題
で
な
く
、
人
間
を
作
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。
し
か
る
に
人
間
を
作
る
と
い
う
場
合
、
そ
こ
に
そ
れ
自
身
の
技
術
が
必
要
で
あ
る
。
人
間
を
作
る
と
い
う

こ
と
も
技
術
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
修
養
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
こ
の
よ
う
な
心
の
技
術
で
あ
る
。
心
の
技

術
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
り
、
物
の
技
術
と
如
何
に
異
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
技
術
は
主
体
と
環
境
と
を
媒

介
し
て
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
。
心
の
技
術
と
い
う
場
合
、
心
に
も
環
境
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
理
性
に
よ

る
情
念
の
支
配
で
あ
る
と
す
れ
ば
、理
性
と
情
念
と
の
間
に
は
主
体
と
環
境
と
い
う
よ
う
な
関
係
が
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
際
理
性
は
自
律
的
な
も
の
、
情
念
は
身
体
的
な
も
の
と
見
ら
れ
、
そ
し
て
情
念
は
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
る
も
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の
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
理
性
と
情
念
と
を
統
一
し
て
心
の
形
を
作
る
こ
と
が
心
の
技
術
で
あ
る
。
理
性
は
抽

象
的
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
情
念
と
い
う
身
体
的
な
も
の
、
環
境
的
な
も
の
の
う
ち
に
形
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
し
て
心
の
技
術
に
お
い
て
も
主
体
と
環
境
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
物
の
技
術

と
は
同
様
の
も
の
の
逆
の
関
係
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
物
の
技
術
に
お
い
て
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観

的
な
も
の
と
の
統
一
が
物
を
変
化
し
変
形
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
客
観
の
側
に
お
い
て
実
現
さ
れ
、
こ
れ
に
反
し
て

心
の
技
術
に
お
い
て
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
統
一
が
心
を
変
化
し
変
形
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主

観
の
側
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。

道
徳
は
も
と
よ
り
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
元
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
修
養
と
い
う
も
の
も

単
に
自
己
の
た
め
の
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
真
に
社
会
に
お
い
て
働
き
得
る
人
間
と
な
る
た
め
の

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
行
為
は
つ
ね
に
環
境
に
お
け
る
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
環
境
を
形
成
し
て
ゆ

く
こ
と
は
同
時
に
自
己
を
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
の
中
で
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
人
間

を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
す
べ
て
の
行
為
は
環
境
に
お
け
る
行
為
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
技
術

的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
の
意
味
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う

に
し
て
我
々
の
行
為
が
す
べ
て
形
成
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
哲
学
に
お
い
て
徳ajrethv

と
仕
事
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e[rgon
と
が
結
び
附
け
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
眼
は
自
己
に
属

す
る
仕
事
を
善
く
為
す
場
合
、
即
ち
す
ぐ
れ
た
視
力
を
有
す
る
場
合
、
徳
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
。
同
じ
よ
う
に

善
い
大
工
、
徳
の
あ
る
大
工
と
い
う
の
は
、
彼
の
仕
事
を
立
派
に
為
し
得
る
者
、
即
ち
実
際
に
家
を
作
り
上
げ
る

こ
と
の
で
き
る
者
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
中
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、
善
と
は
何
か
を
説
く
に
当
り
、
建
築
術
、
造
船

術
、
医
術
等
に
絶
え
ず
関
係
附
け
て
語
っ
て
い
る
。
徳
と
仕
事
と
を
結
び
附
け
て
考
え
る
限
り
、
そ
れ
は
当
然
の

こ
と
で
あ
る
。
善
い
建
築
家
と
い
う
の
は
、
自
己
の
形
成
す
る
も
の
に
正
し
い
形ei\doV

を
与
え
る
者
で
あ
る
。

彼
は
役
に
立
つ
家
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
役
に
立
つ
家
と
い
う
の
は
秩
序
を
有
す
る
家
の
こ
と
で
あ
る
。
身
体

や
霊
魂
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
身
体
の
う
ち
に
秩
序
が
具
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
健
康
そ
の
他
の

身
体
の
徳
を
作
り
出
し
得
る
者
が
善
い
医
者
で
あ
る
。
霊
魂
の
徳
と
い
う
の
も
霊
魂
の
う
ち
に
作
ら
れ
る
秩
序
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
か
く
の
如
く
道
徳
的
行
為
が
技
術
的
領
域
に
お
け
る
仕
事
と
同
様
の
構
造
を
有
す
る
と

す
れ
ば
、徳
は
知
で
あ
る
と
い
う
ソ
ク
ラ
テ
ス
的
命
題
の
抽
象
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

善
い
建
築
家
は
秩
序
を
有
す
る
家
を
た
ま
た
ま
作
る
と
い
う
の
で
な
く
、
知
識
に
基
づ
い
て
つ
ね
に
作
り
得
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
建
築
家
の
徳
で
あ
る
。
徳
は
仕
事
に
お
け
る
有
能
性
を
意
味
し
、
知
識
の
有
無
は
徳
不
徳
に

と
っ
て
決
定
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
家
を
作
る
と
い
う
如
き
活
動
即
ち
制
作
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poivhsiV

と
道
徳
的
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
活
動
即
ち
実
践pra:xiV

と
を
同
じ
に
見
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
か
。
実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
両
者
を
区
別
し
て
、
制
作
に
お
い
て
は
目
的
は
活
動
そ
の
も
の
で
な
く
て
他

の
も
の
即
ち
そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
実
践
に
お
い
て
は
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
で

あ
る
、
と
論
じ
て
い
る
。
前
の
場
合
目
的
は
活
動
の
外
に
あ
る
の
に
反
し
て
、
後
の
場
合
目
的
は
活
動
の
内
に
あ

る
。
と
こ
ろ
で
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
よ
う
な
活
動
或
い
は
目
的
が
活
動
の
内
に
あ
る
よ
う
な
活
動
と
い

う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
説
明
に
依
る
と
、
見
る
こ
と
と
か
考
え
る
こ
と
と
か
で
あ
る
。
見
る
こ
と
の
目
的

は
見
る
こ
と
の
ほ
か
に
な
く
、
考
え
る
こ
と
の
目
的
は
考
え
る
こ
と
の
ほ
か
に
な
い
。
こ
の
場
合
、
見
る
と
同
時

に
見
た
、
考
え
る
と
同
時
に
考
え
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
家
を
建
て
る
と
同
時
に
建
て

た
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
。
建
て
る
活
動
が
続
い
て
い
る
限
り
家
は
ま
だ
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
家
が
出
来
る
と

共
に
そ
の
活
動
は
已
む
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
制
作
と
実
践
と
を
区
別
し
、
実
践
に
お

い
て
は
活
動
そ
の
も
の
が
目
的
で
あ
る
と
考
え
る
場
合
、
そ
の
実
践
と
い
う
の
は
実
は
観
想qew

riva

に
ほ
か
な

ら
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
見
る
こ
と
、
考
え
る
こ
と
は
明
ら
か
に
観
想
に
属
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
観
想
は
ひ
と
つ
の
実
践
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
最
高
の
実
践
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
制

作
と
実
践
と
を
区
別
し
よ
う
と
し
た
彼
は
、
観
想
乃
至
理
論
を
実
践
と
見
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
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む
し
ろ
一
層
適
切
に
理
論
を
も
ひ
と
つ
の
制
作
的
活
動
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
理
論
も
思
惟
の
技

術
或
い
は
ま
た
言
語
の
技
術
、
更
に
カ
ン
ト
の
い
う
体
系
の
体
系
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
制
作
は

物
を
対
象
と
し
、
実
践
は
人
、
更
に
心
を
対
象
と
す
る
と
い
う
な
ら
ば
、
人
も
、
心
も
、
制
作
の
対
象
と
な
る
他

の
物
の
よ
う
に
物
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
も
、
心
も
、
可
塑
的
で
あ
る
。

既
に
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
如
く
、
人
間
の
す
べ
て
の
行
為
は
、
環
境
に
お
け
る
行
為
と
見
ら
れ
る
限
り
、
物

―
―
こ
の
言
葉
を
で
き
る
だ
け
広
く
解
す
る
な
ら
ば
―
―
を
作
る
行
為
、
従
っ
て
制
作
的
、
従
っ
て
ま
た
技
術
的

―
―
こ
の
言
葉
を
単
に
経
済
的
技
術
に
限
ら
な
い
限
り
―
―
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
道
徳
的
行
為
と
い
う

も
の
が
何
か
そ
の
ほ
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
歴
史
的
世
界
は
道
徳
的
世
界
で
あ
る
。
そ
し
て
技
術
は
歴
史
的
世

界
に
お
け
る
も
の
で
あ
り
、
歴
史
的
世
界
は
技
術
的
に
作
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
行
為
の
立
場
に
お
い
て
は
歴

史
性
と
い
う
も
の
は
技
術
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
道
徳
的
行
為
と
い
う
も
の
を
抽
象
的
に
考
え
る
の

で
な
く
、
具
体
的
に
歴
史
的
行
為
と
し
て
考
え
る
と
き
、
有
能
性
は
道
徳
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
。
徳
を
意
味
す

る
言
葉virtus 

が
も
と
力
を
意
味
し
て
い
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
技
術
的
に
力
で
な
い
よ
う
な
徳
は
現
実
的
に

徳
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
徳
が
有
能
性
を
意
味
す
る
限
り
、
徳
に
と
っ
て
知
識
は
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で

あ
る
。
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か
よ
う
に
道
徳
を
技
術
と
結
び
附
け
て
徳
を
有
能
性Fertigkeit 

と
考
え
る
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
道
徳
に
お
い

て
結
果
を
重
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
に
お
い
て
は
成
功
的erfolgrich

と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
は
倫
理
学
上
の
結
果
説
に
偏
す
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
我
々
は
先
ず
結
果

説
と
い
う
も
の
の
新
し
い
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
わ
ゆ

る
責
任
倫
理Verantw

ortungsethik

の
思
想
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
こ
で
は
行
為
の
結
果
は

ま
さ
に
責
任
と
い
う
道
徳
の
根
本
概
念
の
も
と
に
お
か
れ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
は
自
己
の
行
為
を
社
会
的
に
理
解

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
然
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
我
々
の
行
為
の
結
果

に
対
し
て
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
結
果
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
個
人
的
立
場
に
お
い
て
功
利
的
見
地
か
ら

必
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
自
己
の
行
為
の
他
の
人
々
に
及
ぼ
す
影
響
を
考
え
る
社
会
的
立
場
に
お
い
て
責

任
の
見
地
か
ら
必
要
な
の
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
的
存
在
と
し
て
社
会
に
対
し
て
責
任
を
負
う
て
い
る
。
し
か
し

結
果
は
我
々
の
意
志
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
左
右
さ
れ
、
従
っ
て
結
果
を
考
え
る
行
為
は
他
律
的
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
結
果
は
意
志
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
し
か
し

ま
た
こ
の
外
的
な
も
の
が
決
し
て
単
に
外
的
な
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ

な
ら
我
々
の
行
為
の
結
果
を
左
右
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
一
般
に
我
々
の
環
境
で
あ
る
が
、
環
境
は
我
々
の
存
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在
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
歴
史
的
存
在
に
と
っ
て
環
境
は
い
わ
ば
構

成
的
で
あ
る
。
行
為
の
結
果
を
た
だ
単
に
外
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
人
間
を
環
境
に
お
け
る
存
在
と
し
て

原
理
的
に
捉
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
結
果
は
意
志
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
結
果
を
問
題
に
し
な
い
と
こ
ろ
の
い
わ
ゆ
る
心
情
倫
理G

esinnungsethik 

は
カ
ン
ト
に
お
い
て
見
ら
れ
る
如

く
形
式
主
義
の
抽
象
性
に
陥
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
道
徳
を
技
術
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と

は
決
し
て
意
志
の
問
題
を
無
視
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
技
術
は
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
で
あ

り
、
従
っ
て
そ
こ
で
は
意
志
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
意
志
は
い
わ
ゆ
る
心
情
倫
理
の
考
え
る
如
く
無

内
容
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
ま
た
無
内
容
な
意
志
と
い
う
も
の
は
抽
象
的
で
あ
ろ
う
。
道
徳

的
意
志
が
無
内
容
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
決
し
て
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
を
否
定
し

て
対
象
に
お
い
て
自
己
を
見
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
そ
れ
が
実
に
技
術
的
行
為
の
本
質
で

あ
る
。
具
体
的
な
意
志
は
歴
史
的
な
イ
デ
ー
を
内
容
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
歴
史
的
な
イ
デ
ー
と
い

う
も
の
は
作
る
こ
と
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
時
間
的
で
あ
る
と
同
時
に
永
遠
の
も
の

で
あ
る
。
技
術
の
イ
デ
ー
は
か
く
の
如
き
歴
史
的
な
イ
デ
ー
で
あ
る
。
技
術
は
人
間
の
内
在
的
・
超
越
的
本
質
に

基
づ
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
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い
わ
ゆ
る
心
情
倫
理
は
行
為
に
お
い
て
良
心
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
良
心
と
い
う
も
の
は
人
間
の

超
越
性
に
基
づ
い
て
可
能
で
あ
る
。
し
か
る
に
技
術
も
人
間
の
超
越
性
に
基
づ
い
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

良
心
的
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
如
く
技
術
家
の
つ
ね
に
必
要
と
す
る
徳
で
あ
る
。
良
心
的
と
い
う
こ
と
も
決

し
て
単
に
主
観
的
な
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
を
否
定
し
て
対
象
に
お
い
て
自
己
を
肯
定
す
る
と
い
う
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
良
心
こ
そ
技
術
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
心
情
倫
理
が
良

心
を
説
く
の
は
人
格
的
責
任
即
ち
自
己
自
身
に
対
す
る
責
任
を
重
ん
ず
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
の
道
徳

的
責
任
は
元
来
二
重
の
も
の
、
自
己
自
身
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
に
対
す
る
責
任
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
社
会
が
も
し
単
に
い
わ
ゆ
る
環
境
の
意
味
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
我
々
は
こ
れ

に
対
し
て
本
来
的
な
責
任
を
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
環
境
に
対
し
て
我
々
が
責
任
を
有
す
る
と

い
う
に
は
、
環
境
が
単
な
る
環
境
で
な
く
却
っ
て
主
体
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
他
の

主
体
に
対
し
て
の
み
責
任
を
有
す
る
。
我
々
の
環
境
は
我
々
と
同
様
に
主
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
他
の
人
間
、
他
の

人
格
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
責
任
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
が
彼
等

の
個
々
の
個
人
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
が
社
会
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
と

全
く
同
じ
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
は
各
々
の
個
人
の
い
ず
れ
と
も
、ま
た
も
ろ
も
ろ
の
個
人
の
和
と
も
等
し
く
な
い
。



三
〇
三

第
三
章
　
技
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社
会
を
個
人
と
個
人
と
の
関
係
と
の
み
考
え
る
こ
と
も
、
社
会
か
ら
そ
の
実
体
性
を
奪
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
社
会
は
我
々
の
存
在
の
根
拠
で
あ
る
、
言
い
換
え
る
と
、
人
間
は
社
会
か
ら
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
し
か
も
人
間
は
独
立
な
主
体
で
あ
り
、
か
よ
う
に
独
立
な
主
体
を
作
る
も
の
は
単
に
環
境
と
見
ら
れ
る
社
会

で
な
く
、
主
体
と
し
て
の
社
会
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
我
々
が
主
体
で
あ
っ
て
、
社
会
は
我
々
の
環
境
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
我
々
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
限
り
、我
々
は
主
体
で
あ
る
よ
り
も
客
体
で
あ
り
、

自
己
自
身
も
環
境
と
い
わ
れ
る
社
会
の
一
部
分
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
は
す
べ
て
こ
の
環
境
的
社
会
と
も
い
う
べ
き

も
の
に
属
し
て
お
り
、
か
よ
う
な
社
会
に
属
す
る
限
り
我
々
は
主
体
で
な
く
、
主
体
で
あ
る
の
は
む
し
ろ
こ
の
環

境
的
社
会
を
作
る
社
会
で
あ
る
。
環
境
的
社
会
に
属
す
る
も
の
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
か
よ
う
な
主
体
的
社
会
は

超
越
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
人
間
は
独
立
な
も
の
と
し
て
作
ら
れ
、
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
作
る
も

の
と
し
て
働
く
主
体
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
主
体
と
し
て
我
々
に
と
っ
て
環
境
的
社
会
は
ま
さ
に
環
境
で
あ
り
、

我
々
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
環
境
に
対
し
て
形
成
的
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
主
体
的
社
会
も
し
く
は

創
造
的
社
会
の
一
要
素
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
我
々
の
主
体
的
超
越
の
根
柢
に
お
い
て
創
造

的
社
会
と
一
つ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
超
越
な
し
に
は
主
体
は
考
え
ら
れ
ず
、行
為
と
い
う
も
の
も
考
え
ら
れ
な
い
。

そ
し
て
人
間
が
社
会
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
と
い
う
の
は
何
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
創
造
的
社
会
に
対
し
て
で
あ
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る
。
そ
の
場
合
社
会
に
対
す
る
責
任
は
同
時
に
自
己
に
対
す
る
責
任
で
あ
る
。
そ
の
と
き
我
々
は
自
己
に
対
す
る

責
任
を
介
し
て
社
会
に
対
す
る
責
任
を
有
す
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
社
会
に
対
す
る
責
任
を
介
し
て
自
己
に
対
す

る
責
任
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
他
の
個
人
に
対
し
て
責
任
を
有
す
る
の
も
、
彼
等
が
こ
の
よ
う
な
社
会
の

表
現
で
あ
る
か
ら
で
あ
り
、従
っ
て
こ
の
よ
う
な
社
会
に
対
す
る
責
任
を
介
し
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、我
々

は
創
造
的
社
会
の
要
素
と
し
て
互
い
に
責
任
を
負
う
て
お
り
、互
い
の
呼
び
掛
け
に
応
え
る
義
務
を
有
し
て
い
る
。

即
ち
我
々
は
社
会
の
創
造
に
参
加
す
べ
き
責
任
を
有
し
て
い
る
、
環
境
的
社
会
を
変
化
し
形
成
し
て
ゆ
く
主
体
的

社
会
の
創
造
に
参
加
し
、
環
境
的
社
会
を
変
化
し
形
成
し
て
ゆ
く
こ
と
が
我
々
の
行
為
の
課
題
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
環
境
形
成
の
行
為
は
同
時
に
自
己
形
成
の
意
味
を
有
し
な
い
な
ら
ば
道
徳
的
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

道
徳
に
は
つ
ね
に
人
格
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
と
よ
り
環
境
的
社
会
と
創
造
的
社
会
と
は
抽
象
的

に
分
離
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、存
在
す
る
の
は
一
つ
の
社
会
の
自
己
形
成
で
あ
り
、自
己
発
展
で
あ
っ
て
、我
々

の
自
己
形
成
、
自
己
発
展
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
社
会
の
発
展
に
協
力
す
る
こ
と
が
我
々
の
任

務
で
あ
る
。
こ
の
自
己
を
形
成
し
つ
つ
発
展
し
て
ゆ
く
社
会
と
い
う
の
は
歴
史
的
世
界
に
ほ
か
な
ら
ず
、
歴
史
的

世
界
は
技
術
的
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
行
為
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
す
べ
て
技
術
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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技
術
学
の
理
念

一

今
日
、
技
術
の
発
達
の
必
要
は
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
必
要
は
ど
れ
ほ
ど
強
調

さ
れ
て
も
な
お
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
発
達
は
我
が
国
刻
下
の
急
務
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
特
に
、
技

術
の
問
題
は
世
界
観
の
問
題
と
密
接
に
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
の
世
界
観
的
問
題
の
把
握
は
新
し
い
技
術
家
精
神

に
と
っ
て
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
先
ず
一
般
的
に
い
っ
て
、
技
術
に
対
す
る
反
対
は
今
日
で
こ
そ
影
を
ひ
そ
め
て
し
ま
っ
た
が
、
以
前

は
な
か
な
か
盛
ん
で
あ
っ
た
。
科
学
や
技
術
は
い
わ
ゆ
る
「
物
質
文
明
」
と
し
て
軽
視
さ
れ
た
の
み
で
な
く
、
排

斥
さ
れ
さ
え
し
た
。
し
か
も
こ
れ
は
日
本
だ
け
の
現
象
で
な
く
、
ド
イ
ツ
な
ど
に
お
い
て
も
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
や

ヤ
ス
パ
ー
ス
等
の
反
技
術
主
義
の
哲
学
が
流
行
を
見
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
反
技
術
主
義
の
哲
学
を
超
克
す

る
新
し
い
世
界
観
の
確
立
な
く
し
て
、
今
日
の
技
術
論
は
鞏
固
な
基
礎
を
も
ち
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
単
に
、
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現
在
の
戦
時
が
技
術
の
発
達
を
必
要
と
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
新
し
い
技
術
哲
学
の
樹
立
が

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
特
に
今
日
の
状
況
か
ら
い
っ
て
、
こ
の
世
界
史
の
転
換
期
に
お
い
て
根
本
的
に
問
題
に
な
っ
て
い
る

の
は
世
界
観
で
あ
る
。
新
秩
序
の
建
設
と
い
い
新
文
化
の
創
定
と
い
う
も
の
の
根
柢
に
は
新
し
い
世
界
観
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
す
る
と
、そ
の
よ
う
な
世
界
観
に
お
い
て
技
術
は
ど
の
よ
う
な
意
義
を
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

今
日
の
技
術
家
は
世
界
観
の
問
題
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
。
現
代
の
特
徴
は
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
に
世
界
観
的
自
覚
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
家
も
単
な
る
技
術
家
に

止
ま
る
こ
と
な
く
、
世
界
観
に
よ
っ
て
武
装
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
世
界
観
と
技
術
と

は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
例
え
ば
民
族
と
技
術
と
い
う
如
き
問
題
が
提
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
更
に
特
殊
的
に
い
っ
て
、
今
日
新
し
い
世
界
観
の
問
題
は
伝
統
の
問
題
と
結
び
附
い
て
考
え
ら
れ
て

い
る
。
新
秩
序
と
い
い
新
文
化
と
い
う
場
合
つ
ね
に
考
え
ら
れ
る
の
は
日
本
精
神
で
あ
り
、
或
い
は
東
洋
文
化
で

あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
も
の
と
技
術
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、

現
在
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、
以
前
多
く
の
日
本
主
義
者
或
い
は
東
洋
主
義
者
が
科
学
や
技
術
に
対
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し
て
軽
蔑
乃
至
排
斥
の
態
度
を
と
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
な
お
さ
ら
重
要
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
日
本
精
神
と
技

術
と
の
結
び
附
き
は
単
な
る
便
宜
主
義
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
単
な
る
便
宜
主
義
は
技
術
の
発
達
を
害
す
る
の

み
で
な
く
、
日
本
精
神
を
毒
す
る
こ
と
に
な
る
。

か
よ
う
に
し
て
技
術
の
問
題
は
世
界
観
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
今
日
最
も
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
技

術
政
策
論
で
あ
る
が
、
こ
の
政
策
論
に
し
て
も
技
術
に
関
す
る
哲
学
的
問
題
の
正
し
い
把
握
の
上
に
立
っ
て
初
め

て
根
柢
の
あ
る
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

二

あ
ら
ゆ
る
技
術
論
の
前
提
と
し
て
、
技
術
と
は
何
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
一
見
自

明
の
如
く
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
ま
だ
一
致
し
た
意
見
を
も
っ

て
い
な
い
と
い
っ
て
宜
い
。
し
か
も
技
術
の
本
質
を
如
何
に
見
る
か
は
、
技
術
論
の
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
根

本
的
に
重
要
な
関
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
技
術
と
は
何
か
と
問
う
と
き
、
普
通
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
技
術
は

手
段
で
あ
る
と
い
う
答
で
あ
る
。
一
層
厳
密
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
人
々
は
、
技
術
は
手
段
の
総
体
乃
至
体
系
で

あ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
答
は
極
め
て
正
当
で
あ
る
如
く
見
え
て
、
実
は
不
完
全
で
あ
る
。
先
ず
も
し
技
術
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が
単
に
手
段
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
独
自
性
を
も
た
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
独
自
性
を

も
つ
も
の
は
単
に
手
段
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。単
な
る
手
段
で
あ
る
も
の
は
独
自
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
技
術
は
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
、
従
来
の
哲
学
に
お
い
て
技
術
の
問
題
が
無

視
或
い
は
軽
視
さ
れ
て
き
た
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。
実
際
、
も
し
技
術
が
単
な
る
手
段
で
あ
る
と
す
る
と
、
技
術

哲
学
と
い
う
如
き
も
の
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
哲
学
は
技
術
が
何
等
か
独
自
性
を
も
つ
も
の
、
従
っ

て
何
等
か
そ
れ
自
身
に
お
い
て
目
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
。
技
術

は
科
学
と
経
済
と
の
い
わ
ば
中
間
に
位
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
る
こ
と
は
、

先
ず
一
方
に
お
い
て
科
学
に
対
す
る
技
術
の
独
自
性
の
否
定
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
技
術
は
科
学
の
適

用
乃
至
応
用
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
見
科
学
と
技
術

と
の
密
接
な
関
係
を
主
張
す
る
か
の
如
き
見
解
は
却
っ
て
他
方
に
お
い
て
、
技
術
を
科
学
か
ら
引
き
離
し
て
こ
れ

を
単
に
経
済
に
仕
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、そ
こ
か
ら
技
術
に
対
す
る
科
学
者
の
無
関
心
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。

科
学
は
何
の
た
め
に
技
術
と
し
て
応
用
さ
れ
る
か
と
い
う
と
、
経
済
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
よ
う
な

応
用
は
科
学
者
に
は
没
交
渉
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
独
自
性
を
認
め
な
い
も
の
が
技

術
を
真
に
尊
重
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
科
学
者
は
技
術
の
進
歩
の
た
め
に
十
分
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に
協
力
す
る
こ
と
を
好
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
ま
た
、
技
術
を
科
学
の
応
用
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と

は
、
科
学
そ
の
も
の
の
発
達
に
と
っ
て
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
科
学
は
し
ば
し
ば
技
術
か
ら
刺
戟
さ
れ
て
発

達
す
る
の
で
あ
る
が
、
技
術
か
ら
刺
戟
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
元
来
、
技
術
が
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ

て
可
能
で
あ
る
。
技
術
は
科
学
か
ら
影
響
さ
れ
、
逆
に
科
学
は
技
術
か
ら
影
響
さ
れ
る
と
い
う
普
通
に
認
め
ら
れ

る
関
係
は
、
論
理
的
に
い
っ
て
も
、
事
実
上
に
お
い
て
も
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
一
つ

に
結
び
附
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
技
術
は
科
学
の
応
用
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
な
ら
、
科
学
は
技

術
の
変
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
知
識
は
、マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
依
る
と
、「
仕

事
の
知
識
」
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
、
宗
教
的
知
識
や
形
而
上
学
的
（
哲
学
的
）
知
識
と
は
違
っ
て
、
そ
の
本
質

に
お
い
て
技
術
的
で
あ
る
。
科
学
は
自
然
に
働
き
掛
け
て
こ
れ
を
変
化
し
よ
う
と
す
る
技
術
的
要
求
か
ら
生
れ
た

の
み
で
な
く
、
そ
の
方
法
に
お
い
て
も
技
術
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
科
学
に
特
徴
的
な
実
験
の

方
法
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
験
は
与
え
ら
れ
た
現
象
を
そ
の
ま
ま
観
察
す
る
こ
と
で
な
く
、
現
象
を
作

り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
を
観
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
る
と
い
う
の
が
近
代
科
学

の
方
法
の
特
徴
で
あ
る
。
実
験
は
小
規
模
に
お
け
る
技
術
で
あ
り
、
逆
に
技
術
は
大
規
模
に
お
け
る
実
験
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
科
学
と
技
術
と
は
同
じ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
科
学
は
技
術
の
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立
場
を
一
旦
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

し
か
も
一
つ
に
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
の
関
係
の
理
解
が
科
学
と
技
術
に
対
す
る
政
策
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。技

術
を
手
段
と
見
る
者
は
こ
れ
を
何
よ
り
も
経
済
に
と
っ
て
の
手
段
と
見
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
技
術

は
経
済
に
対
し
て
も
単
に
手
段
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
も
し
技
術
が
経
済
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
、
技
術

は
ど
こ
ま
で
も
経
済
に
従
属
し
、
経
済
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
よ
う
に
し
て
従
来
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

技
術
は
単
に
営
利
の
目
的
に
使
用
さ
れ
、
営
利
的
見
地
の
た
め
に
そ
の
発
達
が
制
限
さ
れ
阻
碍
さ
れ
る
と
い
う
よ

う
な
こ
と
も
生
じ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
技
術
は
一
方
経
済
に
対
し
て
手
段
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
は
単
に
手
段
で
あ
る
の
で
な
く
、
他
方
同
時
に
独
自
の
も
の
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
目
的
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
今
日
、
技
術
の
進
歩
の
た
め
に
技
術
は
経
済
か
ら
解
放
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
の
も
当
然
で
あ

ろ
う
。
営
利
主
義
の
経
済
か
ら
の
解
放
は
技
術
の
進
歩
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
そ
の
独
自
性
を

認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
は
進
歩
し
、
そ
の
結
果
経
済
も
ま
た
発
展
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
技
術
を
単
に
経
済

の
手
段
と
考
え
て
そ
の
自
由
な
発
達
を
束
縛
す
る
こ
と
は
却
っ
て
経
済
に
と
っ
て
も
不
利
に
な
る
。
技
術
と
経
済

と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
密
接
な
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
技
術
の
発
達
が
経
済
の
様
式
に
影
響
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す
る
と
共
に
、
経
済
の
様
式
が
技
術
の
発
達
に
影
響
す
る
。
技
術
は
経
済
に
対
し
て
独
自
の
も
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
単
に
自
己
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
他
方
に
お
い
て
経
済
に
と
っ
て
手
段
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
我
々

は
、
技
術
は
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
自
己
目
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
関
係
を
全
体
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
、
技
術
の
問
題
を
考
え
る
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
大
切
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ま
で
普
通

の
見
方
が
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
る
こ
と
に
偏
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
今
日
む
し
ろ
強
調
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

の
は
、
そ
れ
が
独
自
の
も
の
、
自
己
目
的
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

三

そ
こ
で
我
々
は
、
技
術
が
単
に
手
段
と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
を
内
面
か
ら
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
、
技
術
が
手
段
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
技
術
は
道
具
乃
至
機
械
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
道
具

は
確
か
に
手
段
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
道
具
が
技
術
で
あ
る
の
で
な
く
、
道
具
を
使
っ
て
物
を
作
る
行
為
が
技
術
な

の
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
う
と
、
技
術
は
行
為
の
形
で
あ
る
。
そ
の
本
質
的
な
特
徴
は
、
こ
の
行
為
の
中
に
は
道

具
が
契
機
と
し
て
含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
技
術
を
全
体
的
に
、
行
為
の
形
と
し
て
定
義
す
る

と
、
そ
れ
が
単
に
手
段
と
見
ら
れ
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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技
術
は
道
具
を
契
機
と
し
て
含
む
行
為
と
し
て
、
媒
介
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。
媒
介
的
と
い
う

こ
と
は
先
ず
、
直
接
的
で
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
技
術
は
つ
ね
に
過
程
的
で
あ
り
、
ま
た
方
法
的
で
あ
る
。

次
に
媒
介
的
と
い
う
こ
と
は
主
体
と
環
境
、
従
っ
て
主
体
と
客
体
と
を
媒
介
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
技
術
は

主
体
と
環
境
と
を
媒
介
し
て
、
主
体
の
環
境
に
対
す
る
能
動
的
な
適
応
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も

の
と
し
て
技
術
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
る
と
共
に
客
体
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
技
術
は
も
と
主
観
的
・
客
観
的

な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
主
観
的
な
契
機
と
客
観
的
な
契
機
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
技
術
は
人
間
の
意
欲
と
客

観
的
な
自
然
法
則
と
の
綜
合
を
求
め
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
は
単
に
手
段
と
見
る

こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
手
段
と
見
ら
れ
る
も
の
は
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
技
術
を
単
に
手
段
と

考
え
る
者
は
一
般
に
、
技
術
の
見
方
に
お
い
て
客
観
主
義
に
偏
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
し
技
術
は
純

粋
に
客
観
的
な
過
程
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
な
も
の
は
そ
の
外
部
に
あ
る
と
い
う
の
で

は
な
い
。
技
術
は
本
来
人
間
の
目
的
と
客
観
的
な
自
然
法
則
と
の
綜
合
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
は
技
術
そ
の
も

の
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
。
技
術
に
お
け
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
は
も
と
よ
り
た
だ
頭
の

中
で
行
わ
れ
る
の
で
な
く
、
物
を
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
簡
単
に
い
う

と
、
技
術
は
物
を
作
る
。
生
産
的
と
い
う
こ
と
が
技
術
の
根
本
的
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
技
術
は
生
産
と
い
う
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目
的
の
た
め
の
手
段
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
生
産
手
段
と
い
わ
れ
る
の
は
道
具
乃
至
機
械
で
あ
っ

て
、
技
術
と
道
具
と
は
同
じ
で
な
く
、
道
具
は
技
術
の
一
つ
の
契
機
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

実
践
と
制
作
と
を
区
別
し
て
、
実
践
に
お
い
て
は
目
的
は
活
動
の
外
部
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
活
動
そ
の
も
の
が

目
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
制
作
に
お
い
て
は
目
的
は
活
動
そ
の
も
の
で
な
く
、
そ
の
外
部
に
生
ず
る
作
品
で
あ
る

と
考
え
た
。
と
こ
ろ
が
注
目
す
べ
き
こ
と
に
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
こ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
実
践
は
、

実
は
今
日
い
う
実
践
で
な
く
却
っ
て
観
想
で
あ
り
、
観
想
こ
そ
最
高
の
実
践
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
行
為
が
制
作
的
、
従
っ
て
技
術
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
物
と
い
う

意
味
を
広
く
解
す
る
と
、
我
々
の
行
為
は
す
べ
て
物
を
作
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
的
に
作
ら
れ
る

も
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
に
お
い
て
は
主
観
的
な
も
の
は

客
観
化
さ
れ
、
客
観
的
な
も
の
は
主
観
化
さ
れ
る
。
技
術
的
に
作
ら
れ
る
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
と
し

て
独
立
な
も
の
で
あ
る
。か
よ
う
に
独
立
な
も
の
を
作
る
技
術
は
単
に
手
段
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
技
術
が
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
道
具
技
術
に
つ
い
て
の
み
考
え
ら
れ
る
こ
と

で
あ
っ
て
、
道
具
と
は
区
別
さ
れ
る
機
械
の
技
術
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
と
い
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
道
具

の
技
術
は
人
間
と
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
れ
に
反
し
て
機
械
技
術
は
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
が
「
有
機
的
な
も
の
か
ら
の
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解
放
」
と
し
て
特
色
附
け
た
よ
う
に
、
人
間
か
ら
離
れ
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
働
く
の
で
あ
る
。
機
械
は
自
働
性

を
目
差
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
機
械
の
活
動
は
純
粋
に
客
観
的
な
過
程
と
し
て
手
段
と
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
先
ず
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
機
械
の
活
動
に
し
て
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
主
観
的

な
も
の
を
予
想
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
の
知
能
或
い
は
技
能
と
い
う
も
の
が
こ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
否
、
時
に
は
こ
れ
が
人
間
に
お
け
る
も
の
と
し
て
技
術
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
機
械
は
技
術
の
い
わ
ば
客
観
的
な
契
機
で
あ
り
、
技
能
は
そ
の
い
わ
ば
主
観
的
な
契
機
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら

が
一
緒
に
技
術
と
い
う
も
の
を
全
体
と
し
て
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
次
に
機
械
そ
の
も
の
も
技
術
的
に
作
ら
れ
た

も
の
と
し
て
単
に
客
観
的
な
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
目
的
が
単
に
主
観
的
肆
意
的
で
な
く
て
客
観
性
を
も
つ

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
機
械
も
主
観
的
な
目
的
と
客
観
的
な
自
然
法
則
と

の
綜
合
と
し
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
技
術
的
目
的
と
技
術
的
手
段
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
発
明
は
そ
の
双
方
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
発
明
は
手
段
の
発
明
で
あ
る
と
共
に
、

目
的
の
発
明
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
に
新
し
い
発
明
は
そ
の
手
段
に
お
い
て
新
し
い
の
み
で
な
く
、
そ
の
目

的
に
お
い
て
も
新
し
い
の
で
あ
る
。
技
術
家
は
単
に
手
段
を
発
明
す
る
も
の
と
の
み
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
発
明

は
新
し
い
技
術
的
目
的
の
発
明
に
も
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
ま
た
機
械
は
単
に
因
果
法
則
に
の
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み
従
う
も
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
そ
れ
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
因
果
法
則
に
従
っ
て
い
る
、
科
学
は
技
術
の
基

礎
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
目
的
論
を
含
ん
で
い
る
。
機
械
は
そ
の
構
造
及
び
作
用
に
お
い
て
目
的
論
的

な
も
の
で
あ
る
。
目
的
論
は
、
論
理
的
に
い
う
と
、
全
体
と
部
分
と
の
内
面
的
な
有
機
的
な
関
係
で
あ
る
が
、
機

械
は
こ
の
よ
う
な
全
体
と
部
分
と
の
関
係
を
現
し
て
い
る
。
技
術
は
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
機
械
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
の
も
単
な
る
因
果
論
で
は
な
く
、
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統

一
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
自
己
の
う
ち
に
目
的
論
を
含
む
も
の
は
単
に
手
段
と
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
技
術
に
お
け
る
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
の
綜
合
は
技
術
か
ら
出
て
く
る
形
に
お
い
て
与
え
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
因
果
論
と
目
的
論
と
の
統
一
は
形
態
論
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
要
す

る
に
、
技
術
の
全
体
的
規
定
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
技
術
が
手
段
と
の
み
見
ら
る

べ
き
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

四

も
と
よ
り
、
技
術
は
単
に
自
己
目
的
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
他
方
、
技
術
は
ど
こ
ま
で
も
手
段
で
あ

る
。
し
か
る
に
一
つ
の
技
術
を
手
段
と
し
て
使
う
も
の
は
他
の
技
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
の
技
術
を
真
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に
使
い
得
る
も
の
は
他
の
技
術
で
あ
る
。
技
術
は
経
済
に
と
っ
て
手
段
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
技
術
に
対
し
て

目
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
経
済
そ
の
も
の
が
更
に
一
つ
の
技
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
技
術
と
い
う
の

は
自
然
科
学
的
技
術
で
な
く
、
却
っ
て
一
つ
の
社
会
技
術
で
あ
る
。
自
然
科
学
を
基
礎
と
す
る
技
術
が
あ
る
よ
う

に
、
社
会
科
学
を
基
礎
と
す
る
技
術
が
あ
る
。
社
会
技
術
も
科
学
的
基
礎
の
上
に
、
社
会
科
学
的
基
礎
の
上
に
立

た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
自
然
に
対
す
る
技
術
に
限
ら
れ
る
こ
と
な
く
、ま
た
社
会
に
対
す
る
技
術
が
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
種
々
の
技
術
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
種
々
の
技
術
の
間
に
目
的
と
手
段
の
関
係
に
お

け
る
聯
関
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
馬
具
を
作
る
技
術
は
軍
事
技
術
に
仕
え
、
軍
事
技

術
は
政
治
に
仕
え
る
と
考
え
た
。
政
治
そ
の
も
の
も
一
つ
の
技
術
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
種
々
の
技
術
間
に
目
的
・

手
段
の
関
係
に
基
づ
く
階
層
的
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
全
体
の
技
術
を
総
企
画

的
に
支
配
す
る
技
術
が
考
え
ら
れ
、
こ
の
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
る
と
政
治
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

あ
ら
ゆ
る
技
術
は
政
治
に
と
っ
て
の
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

普
通
に
技
術
と
い
う
と
、
物
質
的
生
産
に
関
す
る
技
術
、
即
ち
自
然
科
学
的
技
術
が
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も

こ
れ
は
技
術
の
概
念
と
し
て
狭
き
に
失
す
る
の
で
あ
っ
て
、今
日
必
要
な
の
は
む
し
ろ
技
術
概
念
の
拡
張
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
拡
張
に
よ
っ
て
は
混
乱
が
生
ず
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、諸
技
術
を
た
だ
羅
列
的
に
考
え
て
、
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そ
の
間
に
目
的
と
手
段
の
関
係
に
お
け
る
聯
関
を
考
え
よ
う
と
は
し
な
い
こ
と
に
依
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
諸
技

術
を
た
だ
羅
列
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
る
こ
と
に
依
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
手

段
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
で
あ
る
も
の
は
他
の
一
つ
の
技
術
で
あ
る
。
今
日
、
自
然
科
学
的
技
術
の
発
達

の
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
今
日
の
問
題
は
単
に
そ
れ
の
み
で
な
く
、
社
会
技
術
の

発
達
が
ま
た
甚
だ
必
要
で
あ
る
。
現
在
技
術
の
統
制
或
い
は
計
画
化
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
社
会
技
術
、
と
り
わ

け
政
治
の
自
然
科
学
的
技
術
に
対
す
る
支
配
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
実
の
存
在
す
る
点
か
ら
考
え
て

も
、
諸
技
術
の
間
の
正
し
い
聯
関
の
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、
先

ず
注
意
す
べ
き
は
、
一
つ
の
技
術
を
真
に
使
い
得
る
も
の
は
他
の
技
術
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
政
治

の
如
き
も
真
に
技
術
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
諸
技
術
に
対
し
て
有
効
に
働
き
掛
け
得
る
の
で
あ
る
。次
に
、

一
つ
の
技
術
と
他
の
技
術
と
の
間
に
手
段
と
目
的
の
関
係
が
認
め
ら
れ
る
に
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
一
つ
の
技
術

が
一
面
的
に
手
段
で
あ
る
と
い
う
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
は
手
段
で
あ
る
と
共
に
独
自
の
も
の
、
そ
れ
自
身

に
お
い
て
目
的
で
あ
る
と
い
う
根
本
的
規
定
の
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
政
治
の
如
き
も
他
の
技
術
を

単
に
手
段
と
の
み
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
同
時
に
そ
の
独
自
性
、
そ
の
自
己
目
的
性
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
技
術
統
制
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
諸
技
術
の
間
に
一
定
の
聯
関
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の
存
在
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
技
術
家
も
政
治
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
も
し
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
的
な
も
の
の
間
に
目
的
と
手
段
の
関
係
が
存
在
す
る
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う

な
関
係
に
お
い
て
究
極
目
的
と
い
う
べ
き
も
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
究
極
目
的
は
そ
れ
自
身
目
的
で

あ
っ
て
、
他
の
如
何
な
る
も
の
の
手
段
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
自
然
の
目
的
論
―
―
そ
の
際
、
彼
は

自
然
の
う
ち
に
も
技
術
が
あ
る
と
考
え
た
―
―
に
つ
い
て
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
自
然
の
目
的
論
的
聯
関
に
お
い

て
究
極
目
的
と
考
え
ら
る
べ
き
も
の
は
、
自
由
な
主
体
と
し
て
の
人
間
、
言
い
換
え
る
と
自
然
物
と
し
て
で
は
な

く
道
徳
的
主
体
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
と
述
べ
た
。
し
か
る
に
人
間
の
道
徳
的
行
為
と
い
う
も
の
も
技
術
的
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
由
と
い
う
こ
と
も
現
実
に
お
い
て
は
技
術
に
よ
っ
て
物
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
に

存
在
す
る
。
自
由
と
い
う
こ
と
は
自
律
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
自
律
的
と
い
う
こ
と
も
抽
象
的
に
考
え
ら
る

べ
き
で
な
く
、
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
技
術
の
中
に
入
り
な
が
ら
、
こ
れ
を
超
越
し
て
そ
の
技
術
を
手
段
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
こ
ろ
に
真
の
自
律
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
と
い
う
も
の
も
単
に
自
己
目
的
で
あ
る
の
で
は
な

い
。
人
間
自
身
、
技
術
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
機
械
が
独
立
な
も
の

と
し
て
み
ず
か
ら
働
く
よ
う
に
、
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
独
立
な
も
の
と
し
て
働
き
、
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技
術
的
に
物
を
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
独
立
な
も
の
、
自
律
的
な
も
の
と
し
て
人
間
は
自
己
目
的
で

あ
る
が
、
他
方
自
己
を
作
っ
た
社
会
に
対
し
て
は
手
段
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
他
の
技
術
的
な
も
の
と
同

様
に
、
人
間
は
自
己
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
手
段
で
あ
る
。
我
々
は
技
術
の
全
体
的
規
定
を
求
め
て
、
こ
れ
を
行

為
の
形
と
し
て
規
定
し
た
。
こ
の
よ
う
に
規
定
す
る
こ
と
は
、
従
来
技
術
を
単
に
手
段
と
考
え
た
客
観
主
義
的
偏

向
に
対
し
て
、
そ
れ
を
主
体
的
に
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
技
術
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
・
客

観
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
の
世
界
に
お
い
て
は
主
観
的
・
客

観
的
な
も
の
が
真
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
は
物
を
作
る
行
為
と
し
て
歴
史
的
で
あ
る
。
歴
史
は
す
べ
て

技
術
的
に
作
ら
れ
て
ゆ
く
。
人
間
は
技
術
的
に
歴
史
を
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
歴
史
的
行
為
と
し
て
の

技
術
の
意
味
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
歴
史
の
本
来
の
主
体
は
個
人
で
な
く
て
個
人
を
超
え

た
も
の
、
技
術
的
に
働
く
個
人
を
む
し
ろ
手
段
と
し
て
用
い
る
社
会
で
あ
る
。
技
術
は
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、

人
間
は
技
術
に
よ
っ
て
社
会
的
に
結
び
附
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
技
術
の
こ
の
根
本
的
な
社
会
性
が
強
調
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。道
具
を
作
る
動
物
と
し
て
定
義
さ
れ
る
人
間
は
社
会
的
動
物
と
し
て
定
義
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

い
ま
技
術
を
行
為
の
形
と
し
て
主
体
的
に
把
握
し
、
そ
し
て
歴
史
の
本
来
の
主
体
は
社
会
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ

こ
か
ら
技
術
と
民
族
と
の
結
び
附
き
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
は
も
と
主
体
が
環
境
に
対
し
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て
働
き
掛
け
る
形
で
あ
る
が
、
こ
の
主
体
も
こ
の
環
境
も
つ
ね
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
を
単
に
自
然
科

学
の
応
用
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、技
術
に
つ
い
て
の
非
歴
史
的
な
見
方
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
ま
た
技
術
に
つ
い
て
の
抽
象
的
な
世
界
主
義
的
見
方
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
技
術
哲
学
は
歴
史
哲

学
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
歴
史
哲
学
も
ま
た
技
術
哲
学
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
日
の
技

術
論
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
の
は
歴
史
哲
学
的
見
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
一
言
附
け
加
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
私
は
東
洋
的
自
然
観
或
い
は
ま
た
社
会
観
の
根
柢
を
な
し
て
い

る
の
は
一
種
の
技
術
哲
学
、
技
術
的
世
界
観
で
あ
る
と
思
う
。
こ
こ
で
は
道
徳
と
い
う
も
の
も
技
術
哲
学
的
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
精
神
と
技
術
と
を
分
離
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
東
洋
的
世
界
観
の
こ
の
よ
う
な
一
般
的
特

色
を
理
解
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
技
術
的
世
界
観
の
意
味
を
究
明
す
る
こ
と
は
興
昧
が
あ
る
の
み
で
な
く
、

甚
だ
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
更
に
附
け
加
え
て
い
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
東
洋
的

な
技
術
的
世
界
観
は
な
お
道
具
技
術
的
の
も
の
で
あ
っ
て
機
械
技
術
的
な
見
方
に
欠
け
て
い
る
。
道
具
技
術
か
ら

機
械
技
術
へ
の
飛
躍
は
近
代
科
学
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
。
今
日
我
々
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
東
洋
的
な
技

術
的
世
界
観
の
う
ち
へ
近
代
科
学
の
見
方
を
た
た
き
込
む
こ
と
で
あ
る
。
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東
亜
新
秩
序
の
建
設
と
共
に
創
造
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
新
文
化
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
る
に
し
て

も
、
そ
の
中
で
技
術
が
極
め
て
重
要
な
地
位
を
占
む
べ
き
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
い
ま
皇
軍
は
到
る
処
赫
々

た
る
大
戦
果
を
あ
げ
て
い
る
。
こ
の
勝
利
の
喜
び
に
あ
っ
て
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
日
本
の
技
術
の
進
歩

で
あ
る
。
技
術
の
発
達
な
し
に
は
こ
の
戦
果
も
不
可
能
で
あ
る
。
か
よ
う
に
新
秩
序
戦
争
の
大
き
な
要
素
が
技
術

に
あ
る
こ
と
を
考
え
て
も
、
新
文
化
の
中
で
技
術
が
根
本
的
な
重
要
性
を
有
す
べ
き
こ
と
は
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
戦
争
が
長
期
化
す
る
よ
う
な
場
合
、
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と
は
、
確
保
さ
れ
た
資
源
の
開
発
利
用
で
あ

る
、
資
源
の
開
発
利
用
を
積
極
的
に
行
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
長
期
戦
に
お
け
る
最
後
の
勝
利
は
得
ら
れ
る
の

で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
技
術
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
戦
争
は
一

面
戦
争
で
あ
る
と
共
に
他
面
建
設
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
建
設
は
何
よ
り
も
先
ず
技
術
的
建
設
で
あ
る
。
こ
の
戦

争
の
目
的
は
東
亜
新
秩
序
の
建
設
、
或
い
は
東
亜
共
栄
圏
の
確
立
に
あ
る
。
東
亜
共
栄
圏
の
確
立
に
あ
た
っ
て
日

本
の
演
ず
べ
き
一
つ
の
主
要
な
役
割
は
、
東
亜
の
資
源
の
開
発
利
用
に
お
け
る
技
術
的
指
導
で
あ
る
。
た
だ
資
源
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が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
無
い
に
等
し
い
。
魚
は
海
に
い
る
が
、
食
膳
に
上
っ
て
こ
な
い
限
り
魚
が
無
い
と
い
わ

れ
る
。
自
然
的
に
存
在
す
る
こ
と
は
未
だ
経
済
的
に
存
在
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
自
然
的
に
存
在
す
る
資
源
は
技

術
的
に
開
発
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
済
的
意
味
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
日
本
の
為
す
べ
き
こ
と

は
東
亜
の
資
源
の
開
発
利
用
で
あ
り
、
こ
れ
を
日
本
が
為
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
東
亜
共
栄
圏
は
確
立
さ

れ
得
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
優
秀
な
技
術
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
東
亜
共
栄
圏
の
確
立
に
と
っ
て
絶
対
的
な

要
請
で
あ
る
。
そ
れ
な
し
に
は
新
秩
序
も
新
文
化
も
あ
り
得
な
い
。

か
よ
う
に
し
て
東
亜
の
新
文
化
に
お
け
る
技
術
の
重
要
性
は
明
瞭
で
あ
る
。
技
術
を
軽
蔑
す
る
者
は
如
何
に
し

て
新
秩
序
が
、
そ
れ
故
に
ま
た
新
文
化
が
可
能
に
な
る
か
を
理
解
し
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な

が
ら
他
方
技
術
を
重
要
視
す
る
の
あ
ま
り
、
そ
れ
が
唯
一
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
間
違
っ
て

い
る
。
我
々
は
一
層
広
く
且
つ
一
層
遠
く
眺
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
は
文
化
の
一
つ
の
領
域
或
い
は
要
素

で
あ
る
。
そ
れ
以
外
、
文
化
に
は
芸
術
、
道
徳
、
宗
教
、
哲
学
等
、
種
々
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
技

術
と
い
う
の
は
普
通
に
い
う
技
術
、
即
ち
物
質
的
生
産
の
技
術
で
あ
り
、
そ
れ
が
関
わ
る
の
は
直
接
に
は
経
済
で

あ
る
。
従
っ
て
単
に
技
術
を
の
み
力
説
す
る
こ
と
は
物
質
文
化
を
偏
重
す
る
こ
と
に
な
り
、
経
済
主
義
乃
至
唯
物

主
義
に
陥
る
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
経
済
主
義
は
近
代
文
化
の
一
つ
の
特
色
で
あ
る
。
新
し
い
文
化
は
近
代
文
化
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を
超
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
立
場
は
い
わ
ゆ
る
技
術
主
義
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
か
く
し
て

物
質
的
・
経
済
的
・
技
術
的
文
化
に
対
し
て
精
神
文
化
の
価
値
が
力
説
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ

け
今
日
技
術
と
い
わ
れ
る
も
の
は
歴
史
的
に
見
れ
ば
西
洋
に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
西
洋
の
物

質
文
化
に
対
し
て
東
洋
の
伝
統
に
属
す
る
精
神
文
化
を
揚
げ
る
立
場
が
現
れ
て
く
る
。
こ
の
立
場
も
理
由
を
も
っ

て
い
る
。
東
亜
に
お
い
て
建
設
さ
れ
る
新
秩
序
の
文
化
は
東
洋
文
化
の
伝
統
に
つ
な
が
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
限

り
新
し
い
文
化
に
お
い
て
精
神
文
化
の
価
値
が
強
調
さ
る
べ
き
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
皇
軍
の
赫
々
た
る
戦
果
に

し
て
も
、
単
に
兵
器
や
技
術
の
優
秀
性
に
の
み
依
る
の
で
は
な
く
、
精
神
の
賜
物
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
精
神

を
尊
重
す
る
の
あ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
精
神
主
義
に
陥
っ
て
、
技
術
的
文
化
を
排
斥
乃
至
軽
蔑
す
る
こ
と
は
間
違
っ

て
い
る
。
技
術
の
重
要
性
は
既
に
述
べ
た
如
く
明
瞭
で
あ
る
。
か
く
し
て
新
文
化
の
理
念
は
、常
識
的
に
い
え
ば
、

技
術
を
一
面
的
に
軽
蔑
す
る
こ
と
な
く
、
ま
た
一
面
的
に
尊
重
す
る
こ
と
な
く
、
技
術
と
精
神
文
化
と
を
統
一
す

る
こ
と
に
あ
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
東
亜
新
秩
序
の
建
設
に
伴
う
新
文
化
の
創
造
に
と
っ
て
極
め
て

切
実
な
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
新
文
化
は
、
一
方
精
神
文
化
と
し
て
す
ぐ
れ
た
特
色
を
有
す
る
東
洋
の
伝

統
に
つ
な
が
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
西
洋
に
お
い
て
成
立
し
た
近
代
科
学
を
基
礎
と
す
る
近
代
技
術

を
尊
重
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
技
術
と
精
神
文
化
と
を
如
何
に
統
一
し
調
和
さ
せ
る
か
と
い
う
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こ
と
が
問
題
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
問
題
は
、
単
に
東
亜
的
な
も
の
で
な
く
、
実
は
世
界
史
的
な
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
単
に
日
本
文
化
乃
至
東
洋
文
化
が
当
面
し
て
い
る
問
題
で
あ
る
の
み

で
な
く
西
洋
文
化
が
ま
た
当
面
し
て
き
た
問
題
で
も
あ
る
。
西
洋
に
お
け
る
近
代
文
化
―
―
我
が
国
で
は
、
し
ば

し
ば
こ
の
も
の
が
単
純
に
西
洋
文
化
と
い
わ
れ
て
い
る
―
―
の
著
し
い
特
徴
は
技
術
の
飛
躍
的
な
発
達
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
物
質
文
化
の
発
達
の
結
果
生
じ
た
の
は
、
道
徳
を
初
め
精
神
文
化
の
危
機
で
あ
る
。
機
械
の
発
達
は

人
間
を
片
輪
に
し
た
。
そ
こ
に
人
間
の
非
人
格
化
が
生
じ
た
。
そ
こ
に
精
神
的
に
個
性
を
も
た
ぬ
大
衆
と
い
う
も

の
が
作
ら
れ
た
。
物
質
文
化
の
発
達
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
を
唯
物
的
に
し
た
。
か
よ
う
に
し
て
近
代
文
化
に
対
す
る

批
判
の
中
か
ら
技
術
に
つ
い
て
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。技
術
の
問
題
は
重
大
な
文
化
問
題
と
な
り
、

そ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
技
術
哲
学
」
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
技
術
を
単
に
技
術
と
し
て
見
る
限
り
、
そ
の

有
用
性
は
な
ん
ら
の
疑
い
も
な
く
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
を
他
の
文
化
と
の
関
聯
に
お

い
て
、
と
り
わ
け
精
神
文
化
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
見
る
場
合
で
あ
る
。
機
械
技
術
に
対
す
る
反
対
は
、
東
洋

に
お
い
て
ガ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
挙
げ
ら
れ
た
の
み
で
な
く
、
西
洋
に
お
い
て
も
多
く
の
技
術
哲
学
の
う
ち
に
見
出

さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
か
よ
う
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
に
対
し
て
当
然
、
技
術
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
械
の
発
達
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は
人
間
の
た
め
に
肉
体
労
働
の
苦
痛
を
軽
減
し
た
。
物
質
文
化
の
基
礎
な
し
に
は
高
度
の
精
神
文
化
は
発
達
し
得

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
技
術
に
つ
い
て
の
無
条
件
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
、
反
対
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
と
同
様
一
面
的

で
あ
る
。
技
術
と
人
間
と
の
関
係
は
単
に
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
の
み
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
近
代
技

術
の
特
徴
は
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
有
機
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
に
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
近
代
技
術

は
有
機
的
生
命
で
あ
る
と
こ
ろ
の
人
間
に
対
立
す
る
。
機
械
は
人
間
の
作
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
人
間
に
対
し
て

そ
れ
自
身
の
独
立
の
存
在
を
有
し
、
逆
に
人
間
を
拘
束
し
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
る
。
人
類
文
化
の
発
達
に
役
立
つ

も
の
は
や
が
て
そ
れ
に
対
し
て
破
壊
的
に
作
用
す
る
危
険
を
も
っ
て
く
る
。
そ
れ
自
身
の
力
に
よ
っ
て
自
律
的
に

発
達
し
て
ゆ
く
技
術
を
そ
の
ま
ま
に
放
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
、
ゾ
ン
バ
ル
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
技
術
の
馴

化
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
近
代
文
化
は
技
術
を
発
達
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
精
神
文
化
を
危
殆
に
瀕
せ
し
め

る
に
至
っ
た
。
技
術
を
排
す
る
の
で
な
く
、
こ
れ
を
馴
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
文
化
と
の
統
一
或
い
は
調
和

を
は
か
る
と
い
う
こ
と
が
、
西
洋
文
化
に
お
い
て
も
根
本
的
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
世
界
史

的
な
、
新
し
い
文
化
の
課
題
で
あ
る
。
東
亜
の
新
文
化
は
こ
の
世
界
史
的
な
課
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

世
界
的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
一
方
我
々
は
ど
こ
ま
で
も
優
秀
な
技
術
を
持
た
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
必
要
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
従
来
技
術
の
本
質
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
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ら
れ
た
文
化
上
の
弊
害
の
多
く
が
、
実
は
技
術
の
未
発
達
に
基
づ
き
、
従
っ
て
技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
除
き
得
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
純
な
技
術
嫌
悪
主
義
者
に
対
し
て
特
に
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
技
術
と
精
神
文
化
と
の
間
に
或
る
根
本
的
な
対
立
が
存
在
す
る
限
り
、
我
々
は
他
方
ど
こ

ま
で
も
高
度
の
精
神
文
化
を
発
達
さ
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
対
立
を
克
服
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。か

よ
う
に
し
て
技
術
に
関
し
て
新
文
化
に
与
え
ら
れ
た
問
題
は
、
如
何
に
し
て
技
術
を
再
び
有
機
化
す
る
か
と

い
う
こ
と
に
あ
る
。
近
代
技
術
の
特
徴
は
有
機
的
な
も
の
か
ら
の
解
放
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
特
徴

に
よ
っ
て
逆
に
人
間
を
圧
迫
し
、
精
神
文
化
に
対
し
て
破
壊
的
に
働
く
危
険
を
も
っ
て
い
る
。
近
代
技
術
は
機
械

技
術
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
以
前
の
技
術
は
道
具
技
術
と
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場

合
機
械
と
道
具
と
の
間
に
は
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
。
機
械
技
術
が
ま
さ
に
機
械
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
道
具

技
術
は
有
機
的
で
あ
る
と
い
う
特
徴
を
も
っ
て
い
る
。
機
械
が
人
間
か
ら
独
立
に
働
く
自
働
性
を
有
す
る
に
反
し

て
、
道
具
は
い
わ
ば
人
間
の
手
の
延
長
で
あ
る
。
道
具
は
人
間
に
有
機
的
に
結
び
附
け
ら
れ
、
そ
の
技
術
は
人
間

化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
具
技
術
と
人
間
と
の
関
係
は
有
機
的
で
あ
る
。
両
者
は
有
機
的
に
結
び
附
い
て
い
る
。

従
っ
て
道
具
の
場
合
に
は
人
間
と
技
術
と
の
対
立
が
な
く
、
技
術
が
重
大
な
文
化
的
・
精
神
的
問
題
に
な
る
と
い
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技
術
と
新
文
化

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
近
代
技
術
は
人
間
か
ら
独
立
に
自
働
的
に
働
く
機
械
を
発
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
的

に
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
共
に
人
間
と
の
有
機
的
な
結
び
附
き
は
絶
た
れ
機
械
が
人

間
を
圧
迫
す
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
に
技
術
の
重
大
な
文
化
的
・
精
神
的
問
題
が
生
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の

場
合
機
械
技
術
の
弊
害
に
驚
い
て
、
機
械
を
排
斥
し
、
以
前
の
単
純
な
道
具
技
術
に
還
ろ
う
と
す
る
が
如
き
は
単

な
る
反
動
に
過
ぎ
な
い
。
機
械
技
術
の
発
達
は
人
類
文
化
に
限
り
な
く
多
く
の
貢
献
を
な
し
た
の
で
あ
り
、
今
後

も
益
々
多
く
の
貢
献
を
な
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

問
題
は
こ
の
近
代
的
な
技
術
を
人
間
生
活
に
対
し
て
有
機
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ

る
。
即
ち
技
術
は
先
ず
道
具
技
術
と
し
て
人
間
と
有
機
的
に
結
び
附
い
て
お
り
、
次
に
機
械
技
術
に
至
っ
て
人
間

と
対
立
す
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
新
し
い
文
化
の
課
題
は
か
よ
う
に
一
旦
人
間
と
対
立
す
る
よ
う

に
な
っ
た
技
術
を
、
再
び
人
間
生
活
に
対
し
て
何
等
か
有
機
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
今
よ
く
論

ぜ
ら
れ
て
い
る
日
本
精
神
と
科
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
け
ば
、
道
具
技
術
の
根
柢
に
も
科
学
が
あ
る

―
―
如
何
な
る
技
術
も
自
然
の
客
観
的
な
法
則
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
―
―
と
見
ら
れ
得
る
限
り
、
伝
統

的
な
日
本
精
神
の
う
ち
に
科
学
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
道
具
技
術
と
機
械
技
術
と
の
間
に
は
飛

躍
的
な
差
異
が
あ
り
、
機
械
技
術
の
発
達
の
基
礎
と
な
っ
た
近
代
科
学
も
根
本
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
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関
係
は
決
し
て
単
に
連
続
的
な
も
の
で
な
い
。
従
っ
て
伝
統
的
な
日
本
精
神
の
上
に
科
学
が
発
達
し
技
術
が
進
歩

し
得
る
た
め
に
は
、
日
本
精
神
に
も
新
し
い
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
実
際
、
幕
末
以
来
日
本

民
族
は
そ
の
よ
う
な
発
展
を
遂
げ
て
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
日
本
精
神
が
西

洋
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
民
族
の
精
神
が
全
く
他
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と

い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
今
日
の
世
界
史
的
な
文
化
の
問
題
は
、
歴
史
的

に
見
れ
ば
西
洋
に
お
い
て
起
っ
た
技
術
を
如
何
に
し
て
精
神
文
化
と
統
一
し
調
和
さ
せ
る
か
、
如
何
に
し
て
こ
の

技
術
を
人
間
生
活
に
対
し
て
再
び
有
機
的
な
も
の
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
題
の
解

決
に
あ
た
っ
て
我
々
は
も
と
よ
り
西
洋
文
化
に
追
随
し
得
る
も
の
で
な
く
―
―
な
ぜ
な
ら
西
洋
文
化
は
こ
の
問
題

を
解
決
し
て
い
な
い
の
み
か
、
反
対
に
こ
の
問
題
の
悲
劇
を
示
し
て
い
る
―
―
却
っ
て
日
本
精
神
の
固
有
の
創
造

力
に
依
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
い
わ
ゆ
る
西
洋
的
な
科
学
や
技
術
を
取
り
入
れ
て
発
達
さ
せ
る
と

共
に
、
更
に
進
ん
で
西
洋
文
化
の
解
決
し
て
い
な
い
今
日
の
世
界
史
的
な
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
高
度

の
新
し
い
精
神
文
化
を
創
造
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
日
本
精
神
の
深
化
、
発
展
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
近
代
技
術
を
人
間
と
有
機
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
道
具
技
術
の
仕
方
に
お
い
て
で
あ
り
得
な
い
。
道
具
と
機
械
と
の
間
に
根
本
的
な
差
異
の
あ
る
こ
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と
を
考
え
な
い
で
、何
か
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
言
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

心
の
技
術
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
に
心
の
技
術
と
い
う
の
は
、
人
間
、
或
い
は
魂
を
作
っ
て
ゆ
く
技

術
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
技
術
は
特
に
東
洋
に
お
い
て
著
し
く
発
達
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
伝
統

を
活
か
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
技
術
に
負
け
な
い
で
技
術
を
支
配
し
得
る
よ
う
な
人
間
と
魂
を
作
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
日
の
技
術
が
有
す
る
厖
大
で
強
力
な
機
構
は
、
単
な
る
精
神
に
よ
っ
て
支

配
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
に
一
層
客
観
的
な
、
科
学
的
な
支
配
の
仕
方
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
も
の
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
技
術
で
あ
る
。
そ
こ
に
技
術
を
支
配
す
る
技
術
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

も
の
は
自
然
を
支
配
す
る
技
術
に
対
し
て
社
会
技
術
と
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
自
然
を
支
配
す
る
技
術
が
自
然

科
学
を
基
礎
と
す
る
よ
う
に
、
社
会
技
術
は
社
会
科
学
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
技
術
を
社
会
的

に
統
制
し
て
ゆ
く
技
術
で
あ
る
。
そ
れ
は
技
術
の
発
達
を
阻
碍
し
て
い
る
よ
う
な
社
会
的
条
件
を
変
化
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
技
術
の
発
達
を
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。

従
来
技
術
の
弊
害
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
よ
く
考
え
る
と
、
技
術
そ
の
も
の
の
罪
で
な
く
、
技
術
が
そ
の

中
に
お
か
れ
て
い
る
社
会
機
構
の
罪
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
弊
害
を
除
去
す
る
に
は
社
会
技
術

に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
今
日
、
近
代
都
市
に
お
け
る
工
業
の
集
中
を
再
分
割
し
て
分
散
さ
せ
る
と
い
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技
術
哲
学

う
こ
と
は
、
国
防
上
、
保
健
上
、
道
徳
上
、
等
々
の
見
地
か
ら
必
要
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
技
術
を
再
び
人

間
生
活
に
対
し
て
有
機
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
に
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
例
え
ば

都
市
と
農
村
と
の
関
係
の
調
整
と
い
う
問
題
の
如
き
も
技
術
を
自
然
に
対
し
て
有
機
的
な
関
係
に
お
く
と
い
う
意

味
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
有
機
化
は
か
よ
う
な
国
土
計
画
を
は
じ
め
種
々
の
社
会
技
術
の
一
般
的
な

目
標
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
技
術
は
も
と
よ
り
個
人
的
身
体
に

対
し
て
有
機
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
個
人
的
身
体
に
対
し
て
有
機
化
さ
れ
た
の
は
道
具
技
術
で
あ
る
。
こ
れ
に

反
し
て
近
代
の
機
械
技
術
は
、
い
わ
ば
社
会
的
身
体
に
対
し
て
有
機
化
さ
れ
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
近

代
技
術
が
す
ぐ
れ
て
社
会
的
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
技
術
は
社
会
的
に
社
会
的
身
体
に
対
し

て
有
機
化
さ
れ
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
国
土
計
画
の
重
要
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
技
術
の
社
会
的
身
体
に
対
す
る
有
機
化
と
い
う
見
地
か
ら
、
技
術
と
民
族
と
い
う
問
題
も
新
た
に
考
え

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
。
国
土
計
画
を
初
め
種
々
の
社
会
技
術
は
技
術
の
有
機
化
と
い
う
理
念
を
も
つ
こ
と
に
よ

っ
て
新
し
い
文
化
の
様
式
を
創
造
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
新
文
化
の
創
造
に
と
っ

て
は
単
に
自
然
科
学
の
発
達
の
み
で
な
く
、ま
た
社
会
科
学
の
発
達
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

科
学
と
い
う
も
の
は
自
然
科
学
に
の
み
局
限
さ
れ
る
の
で
な
く
社
会
科
学
が
存
在
す
る
よ
う
に
、
技
術
と
い
う
も
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の
も
自
然
科
学
を
基
礎
と
す
る
技
術
に
局
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
社
会
科
学
を
基
礎
と
す
る
社
会
技
術
が
存
在
し

て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
従
来
普
通
に
行
わ
れ
る
技
術
概
念
が
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
概
念
を
拡
張
し
、

同
時
に
そ
の
中
に
お
け
る
諸
技
術
の
位
相
的
聯
関
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
新
た
に
建
設
さ
る
べ
き
意

味
に
お
け
る
技
術
学
或
い
は
技
術
哲
学
の
課
題
で
あ
る
。
か
か
る
技
術
学
、
或
い
は
技
術
哲
学
は
新
文
化
の
理
念

に
対
し
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
。

技
術
概
念
が
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
技
術
の
本
質
に
つ
い
て
理
解
が
深
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
ま

技
術
の
本
質
が
何
で
あ
る
か
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、こ
こ
に
特
に
次
の
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

従
来
技
術
に
つ
い
て
の
見
方
は
一
面
的
に
客
観
主
義
に
偏
し
て
い
た
。
技
術
が
単
に
手
段
と
見
ら
れ
て
き
た
こ
と

も
関
係
し
て
い
る
。
し
か
る
に
嘗
て
述
べ
た
如
く
あ
ら
ゆ
る
技
術
は
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
で
あ
る
と
い
う

意
味
を
有
し
、
か
く
し
て
諸
技
術
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
技
術
の
独
自
性
と
自
律
性
を
認
め
な
が
ら
、
目
的
・
手

段
の
関
係
に
お
け
る
聯
関
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
聯
関
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
技
術
と
精
神
文
化
と
の
内
面
的
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
精
神
文
化
と
い

う
も
の
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
お
い
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
な
ど
で
技
術
と
芸
術
と
が
テ
ク

ネ
と
い
う
一
つ
の
言
葉
で
現
さ
れ
た
よ
う
に
、
芸
術
も
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
の
如
き
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も
、
こ
れ
を
道
具
的
に
行
為
と
し
て
見
れ
ば
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
科
学
や
哲
学
に
お
け
る
思
惟
に
も
そ
れ
ぞ

れ
技
術
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
精
神
文
化
を
技
術
的
な
も
の
と
見
る
場
合
、
技
術
を
単
に
客

観
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
に
は
客
観
的
な
と

こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
も
の
と
主
観
的
な
も
の

と
の
統
一
で
あ
る
。
技
術
に
つ
い
て
一
面
的
な
客
観
的
見
方
は
、
技
術
を
単
に
自
然
科
学
的
技
術
と
考
え
る
こ
と

と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
す
で
に
社
会
技
術
の
如
き
は
単
に
客
観
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
に

主
観
的
な
要
素
と
し
て
人
間
の
意
志
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
瞭
で
あ
り
、
技
術
は
こ
の
も
の
と
客
観
的
な

法
則
と
の
綜
合
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
翻
っ
て
考
え
れ
ば
、
自
然
科
学
的
技
術
の
如
き
も
単

に
客
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
つ
ね
に
人
間
の
目
的
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
技
術
を
歴
史
的

世
界
に
お
け
る
人
間
の
歴
史
的
行
為
と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
も
の
は

歴
史
的
世
界
に
お
い
て
作
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
は
技
術
的
に
作
ら
れ

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
歴
史
哲
学
は
他
面
技
術
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
精
神
文
化
も
歴
史
的
に
作
ら
れ
る
も
の

と
し
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
技
術
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
い
。
技
術
に
お
け
る
主
観
的
な
要

素
と
い
う
も
の
は
単
に
主
観
的
で
な
く
、
却
っ
て
客
観
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
は
歴
史
的
に
客
観
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技
術
と
新
文
化

的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
歴
史
的
に
客
観
的
な
も
の
と
い
う
の
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主

観
的
・
客
観
的
な
も
の
が
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
真
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
技
術
に
つ
い
て
の
一
面
的
に
客

観
主
義
的
な
見
方
が
訂
正
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
他
方
精
神
文
化
に
つ
い
て
の
一
面
的
に
主
観
主
義
的
な
見

方
が
訂
正
を
要
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
は
技
術
と
同
じ
に
見
ら
れ
た
芸
術
は
、
近
代
に
お

い
て
は
単
に
主
観
的
な
感
情
或
い
は
想
像
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
技
術
の
如
き
も
の
と

し
て
決
し
て
単
に
主
観
的
の
も
の
で
は
な
い
。
今
日
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
か
ア
ラ
ン
が
強
調
し
て
い
る
よ
う
に
、
芸
術

も
固
い
物
質
に
働
き
か
け
る
技
術
で
あ
り
、
芸
術
家
に
は
工
人
の
如
き
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
の

イ
デ
ー
は
単
に
芸
術
家
の
頭
の
中
に
あ
る
の
で
な
く
、
言
語
と
か
大
理
石
と
か
い
う
物
質
を
操
作
し
て
作
品
を
作

る
こ
と
に
お
い
て
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
作
る
と
い
う
の
は
一
般
に
主
観
的
・
客
観
的
な
作
用
で
あ
り
、
イ
デ

ー
と
い
う
も
の
も
元
来
歴
史
的
に
客
観
的
な
も
の
即
ち
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
単
に
精
神
文
化
の
み

が
イ
デ
ー
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
普
通
に
い
う
技
術
も
ま
た
或
る
イ
デ
ー
を
表
現
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
し
て
新
し
い
文
化
の
理
念
は
技
術
的
・
芸
術
的
世
界
観
の
上
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で

あ
ろ
う
。
右
に
述
べ
た
技
術
の
有
機
化
と
い
う
こ
と
も
技
術
の
芸
術
化
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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技
術
哲
学

後
記

こ
の
書
の
本
文
は
岩
波
講
座
『
倫
理
学
』
の
た
め
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
独
立
に
出
版
す
る
に
あ
た

っ
て
は
十
分
に
改
訂
増
補
を
行
う
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
今
遽
か
に
南
に
旅
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
そ
の
侭

版
に
附
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
改
訂
増
補
の
こ
と
は
他
日
を
期
す
る
。
拙
著
『
構
想
力
の
論
理
』
第
一
巻
第

三
章
は
特
に
技
術
の
問
題
を
取
扱
い
、
こ
の
書
と
相
補
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
就
い
て
参
照
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
希

望
す
る
。
な
お
附
録
と
し
た
二
篇
は
『
科
学
主
義
工
業
』
に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
何
等
か
読
者
の
参
考
に

な
ろ
う
か
と
考
え
て
こ
こ
に
収
め
て
お
い
た
。
本
書
の
出
版
は
挙
げ
て
、
岩
波
書
店
粟
田
賢
三
、
布
川
角
左
衛
門

両
君
の
厚
意
に
俟
つ
も
の
で
あ
る
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

昭
和
十
七
（
一
九
四
二
）
年
一
月
廿
日

三
木
清
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形
而
上
学

形
而
上
学

一　
形
而
上
学
の
概
念

形
而
上
学
（
英i m

etaphysics,i

独i M
etaphysik,i

仏i m
étaphysique.

）
と
い
う
名
称
は
、
そ
の
起
源
を
偶
然
の

事
情
に
負
う
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
、ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles, 384-322 B
.C

.

）
が
「
第
一
哲
学
」（prim

a 

philosophia

）
と
い
っ
た
研
究
に
、
後
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
著
作
の
編
纂
者
が
い
わ
ば
困
惑
の
末
与
え
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
名
称
は
「
自
然
学
の
後
に
」（m

eta ta physica

）
と
い
う
意
味
を
有
し
、
そ
の
書
が
編
纂
に
あ
た
り

自
然
学
の
書
の
後
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
由
来
す
る
。
こ
の
「
後
に
」（m

eta, post

）
と
い
う
、
単
純
な
意

味
の
語
が
や
が
て
「
超
え
て
」（trans

）
と
い
う
意
味
に
転
化
し
、“m

etaphysica”

は
中
世
の
哲
学
者
の
い
わ
ゆ

る “transphysica” 

と
考
え
ら
れ
、
か
く
て
そ
れ
は
自
然
的
も
し
く
は
物
理
的
存
在
を
超
え
た
も
の
、
そ
の
背
後

に
あ
る
も
の
、
超
感
性
的
な
も
の
に
就
い
て
の
学
を
意
味
す
る
に
至
っ
た
。i i

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
第
一
哲
学
は
「
存
在
と
し
て
の
存
在
及
び
こ
れ
に
自
体
に
お
い
て
属
す
る
も
の
」

i
　
編
纂
さ
れ
た
当
時
か
ら
、m

eta

に
そ
の
意
味
を
含
ま
せ
て
い
た
と
い
う
が
近
年
の
研
究
者
の
主
流
的
見
解
ら
し
い
。
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の
研
究
で
あ
る
。
こ
の
学
は
他
の
学
の
如
何
な
る
も
の
と
も
同
じ
で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
他
の
学
、
例
え
ば
数
学
の

如
き
は
、
存
在
の
或
る
部
分
に
就
い
て
の
研
究
で
あ
る
に
反
し
て
、
第
一
哲
学
は
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
の

学
、
即
ち
存
在
一
般
の
学
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
形
而
上
学
は
存
在
論
（O

ntologie

）
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
併
し
同
時
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
う
ち
に
は
第
一
哲
学
は
神
学
（Theologie

）
即
ち
存
在
の
「
最

も
尊
い
類
」
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
と
い
う
他
の
思
惟
動
機
が
存
し
た
。
第
一
哲
学
は
存
在
論
と
し
て
は
存
在
一

般
の
学
で
あ
っ
て
、
或
る
特
殊
な
存
在
及
び
類
に
就
い
て
の
学
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
神
学
と
し
て

は
存
在
の
最
も
尊
い
類
、
従
っ
て
存
在
の
或
る
部
分
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
神
学
の
対
象

は
超
感
性
的
存
在
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
第
一
哲
学
の
か
よ
う
な
二
重
規
定
は
後
の
形
而
上
学
の

思
惟
動
機
の
う
ち
に
も
絶
え
ず
作
用
し
て
い
る
。
一
見
矛
盾
す
る
が
如
き
存
在
論
及
び
神
学
と
し
て
の
二
重
規
定

は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
（Franz B

rentano, 1838-1917

）
に
依
れ
ば
、「
第
一
哲
学
と
は
存
在
一
般
の
、
そ
の
第
一

根
拠
か
ら
の
認
識
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
。
即
ち
形
而
上
学
は
存
在
一
般
を
対
象
と
す
る

が
、
す
べ
て
学
は
対
象
の
原
因
乃
至
根
拠
の
認
識
で
あ
る
故
に
、
そ
れ
は
存
在
の
第
一
の
原
因
と
原
理
の
認
識
を

含
ま
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
そ
れ
は
神
学
と
結
び
付
く
の
で
あ
る
。

ト
マ
ス
（Thom

as A
quinas, 1225-74

）
に
依
れ
ば
、
形
而
上
学
と
は
超
自
然
的
な
も
の
を
顕
す
一
切
の
も
の
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形
而
上
学

に
就
い
て
の
学
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
学
の
対
象
をi transphysicai

と
称
し
た
。
こ
の
学
は
そ
の
対
象
に
お
い
て
神

学
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
の
認
識
の
仕
方
に
お
い
て
異
な
る
。
神
学
は
啓
示
を
根
源
と
す
る
が
、
形
而
上
学
は
知

性
或
い
は
理
性
に
依
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
（R

ené D
escartes, 1596-1650

）
及
び
そ
の
学
派
に
と
っ
て
は
、

形
而
上
学
は
物
理
学
（
自
然
学
）、
及
び
幾
何
学
の
如
き
純
粋
に
形
式
的
な
学
か
ら
区
別
さ
れ
、
非
物
質
性
を
特

徴
と
す
る
対
象
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
。
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724-1804

）
は
こ
の
語
を
種
々
の
意
味

に
用
い
て
い
る
が
、
そ
の
最
も
重
要
な
意
味
に
お
い
て
は
、
形
而
上
学
は
批
判
に
対
し
、
純
粋
理
性
に
由
来
す
る

知
識
の
一
切
を
含
む
哲
学
の
構
成
的
な
部
分
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（A

rthur Schopenhauer, 1788-

1860

）
に
依
れ
ば
、
形
而
上
学
と
は
経
験
の
可
能
性
を
超
え
る
認
識
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
然
の
背
後
に
あ
っ
て

こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
に
就
い
て
の
認
識
で
あ
り
、
物
理
学
（
自
然
学
）
と
形
而
上
学
と
の
区
別
は
カ
ン

ト
に
お
け
る
現
象
と
物
自
体
（D

ing an sich
）
と
の
区
別
に
基
づ
い
て
い
る
。

形
而
上
学
は
一
般
に
存
在
の
本
質
に
関
す
る
学
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
認
識
の
本
質
に
関
す
る
学
即
ち

認
識
論
に
対
置
さ
れ
る
。
存
在
の
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
存
在
の
原
理
或
い
は
根
拠
に
就
い
て
の
学
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
ま
た
特
に
実
在
に
関
す
る
学
と
し
て
、
或
い
は
感
性
的
存
在
に
対
し
よ
り
高
い
秩
序
に
あ
る
超
感

性
的
存
在
に
就
い
て
の
学
、
或
い
は
現
象
の
背
後
に
あ
る
本
体
に
就
い
て
の
学
、
或
い
は
自
然
的
事
実
に
対
し
そ
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の
存
在
根
拠
を
含
む
と
さ
れ
る
道
徳
的
真
理
、
理
想
に
就
い
て
の
知
識
と
考
え
ら
れ
た
。

存
在
の
本
質
に
関
す
る
学
と
し
て
形
而
上
学
に
お
け
る
立
場
は
、
唯
物
論
（M

aterialism
us

）
と
唯
心
論

（Spiritualism
us

）
或
い
は
観
念
論
（Idealism

us

）、
物
心
の
同
一
を
説
く
同
一
哲
学
（Identitätsphilosophie

）

或
い
は
モ
ニ
ズ
ム
（M

onism
us

）
と
物
心
二
元
を
説
く
二
元
論
（D

ualism
us

）
に
分
た
れ
、
ま
た
存
在
原
理
の

数
に
関
し
て
原
子
論
（A

tom
ism

us

）
或
い
は
単
子
論
（M

onadologie

）
と
し
て
の
多
元
論
（Pluralism

us

）
と

単
元
論
（Singularism

us
）
或
い
は
一
元
論
（M

onism
us

）
に
分
た
れ
て
い
る
。

二　
形
而
上
学
的
認
識

形
而
上
学
は
超
感
性
的
存
在
に
関
す
る
学
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
は
感
性
に
、
従
っ
て
ま
た
経
験
に
俟
つ

こ
と
な
く
、
純
粋
思
惟
に
依
っ
て
行
わ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
形
而
上
学
は
純
粋
に
合
理
的

な
学
で
あ
り
、
思
惟
の
原
理
は
同
時
に
形
而
上
学
の
原
理
に
な
る
。
そ
し
て
す
べ
て
の
存
在
は
か
か
る
超
感
性
的

本
質
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
存
在
に
な
る
と
す
れ
ば
、
思
惟
の
原
理
は
存
在
論
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
。

形
式
論
理
学
と
い
わ
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
は
、
元
来
単
に
形
式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
な
く
、
形
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形
而
上
学

相
（eidos, form

a

）
を
実
体
と
考
え
る
彼
の
存
在
論
と
結
び
付
き
、
形
而
上
学
的
意
義
を
有
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
い
て
形
而
上
学
と
論
理
学
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
論
理
学
の
原
理
で
あ
る
自
同
律
或
い

は
矛
盾
律
は
、
永
遠
に
自
己
同
一
に
止
ま
る
実
体
の
原
理
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

ottfried 

W
ilhelm

 Leibniz, 1646-1716

）
が
論
理
学
の
原
理
と
し
て
附
け
加
え
た
と
い
わ
れ
る
充
足
理
由
律
も
、
単
に
思

惟
の
原
理
で
あ
る
の
で
な
く
、
存
在
論
的
或
い
は
形
而
上
学
的
意
義
を
有
し
た
。
即
ち
彼
は
矛
盾
律
の
支
配
す
る

の
は
、
本
質
存
在
（essentia
）
の
領
域
で
あ
っ
て
、
現
実
存
在
（existentia

）
の
世
界
に
関
し
て
は
充
足
理
由
律

が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。

ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770-1831

）
は
矛
盾
律
を
原
理
と
す
る
悟
性
の
論
理
を
も
っ

て
抽
象
的
と
し
、
実
在
の
論
理
は
弁
証
法
で
あ
る
と
考
え
た
。
彼
に
拠
れ
ば
、
矛
盾
こ
そ
最
も
生
命
的
な
も
の
で

あ
る
。
実
在
は
運
動
す
る
も
の
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
運
動
と
発
展
の
動
力
は
矛
盾
で
あ
り
、
実
在

は
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
も
論
理
学
即
ち
弁
証
法
は
単
に
主
観
的
な
も
の
、
思
惟
の
論
理
学
に

止
ま
る
も
の
で
な
く
、
客
観
的
な
も
の
、
存
在
の
論
理
学
で
あ
る
。「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実

的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
実
在
は
理
性
の
立
場
か
ら
論
理

的
に
構
成
さ
れ
得
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
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形
而
上
学
は
純
粋
思
惟
に
よ
る
認
識
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
対
し
て
、
形
而
上
学
的
認
識
は
合
理
的
論
理
的
で

な
く
、
直
観
で
あ
り
、
非
合
理
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
あ
る
。
形
而
上
学
は
、
最
高
の
類
の
存
在
の

認
識
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
認
識
は
論
理
を
超
え
た
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plotinos, 

204/5-270

）
を
最
大
の
代
表
者
と
す
る
神
秘
主
義
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
る
。
最
高
の
実
在
は
た
だ
神
秘
的
直
観

に
よ
っ
て
の
み
、
言
語
を
超
え
た
「
沈
黙
の
理
解
」
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
、
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
考
え
た
。

ま
た
シ
ェ
リ
ン
グ
（Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling, 1775-1854

）
に
よ
れ
ば
、
芸
術
が
哲
学
の
機
関

で
あ
り
、
ま
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
と
っ
て
は
、
世
界
の
本
体
は
知
的
な
も
の
で
な
く
、
意
志
的
な
も
の
非

合
理
的
な
も
の
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
（H

enri B
ergson, 1859-1941

）
も
ま
た
直
観
主
義
を

唱
え
て
い
る
。
直
観
と
は
知
的
共
感
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
は
対
象
の
内
部
に
身
を
お
き
、
そ
の
固
有
な

も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
知
性
は
対
象
の
外
囲
を
さ
ま
よ
う
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
認
識
は
分
析
と

記
号
に
よ
る
認
識
で
あ
り
、
こ
れ
は
決
し
て
原
物
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
翻
訳
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
知

性
は
物
を
相
対
的
に
し
か
認
識
し
得
ず
、
物
の
絶
対
的
な
認
識
は
直
観
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
。
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形
而
上
学

三　
反
形
而
上
学
的
傾
向

古
代
及
び
中
世
の
哲
学
は
す
べ
て
形
而
上
学
的
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
近
世
の
認
識
論
的
哲
学
は
反
形
而
上
学

的
或
い
は
非
形
而
上
学
的
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
認
識
論
は
元
来
近
世
に
お
け
る
経
験
科
学
、
或
い
は

数
学
的
自
然
科
学
の
勃
興
に
影
響
さ
れ
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
認
識
批
判
は
従
来
の
形
而
上
学
に
対
す

る
批
判
の
意
義
を
含
ん
で
い
た
。
認
識
論
は
ロ
ッ
ク
（John Locke, 1632-1704

）
や
ヒ
ュ
ー
ム
（D

avid H
um

e, 

1711-76

）
の
経
験
論
の
哲
学
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
が
、
経
験
論
は
凡す
べ

て
の
認
識
は
経
験
か
ら
来
る
と
主
張
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
粋
思
惟
に
基
づ
く
形
而
上
学
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
っ
た
。
殊
に
従
来
の
形
而
上
学
の
中

心
概
念
で
あ
っ
た
実
体
（substance
）
の
概
念
に
対
し
て
鋭
い
批
判
が
向
け
ら
れ
た
。
カ
ン
ト
は
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ

っ
て
独
断
の
眼i i

か
ら
醒
ま
さ
れ
た
と
云
っ
て
い
る
。経
験
を
超
え
た
純
粋
思
惟
か
ら
の
認
識
に
よ
る
形
而
上
学
は
、

か
か
る
認
識
が
果
し
て
可
能
で
あ
る
か
否
か
を
予
め
吟
味
し
な
い
独
断
論
に
過
ぎ
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
認

識
は
直
観
に
与
え
ら
れ
た
多
様
な
も
の
が
思
惟
の
統
一
に
齎
さ
れ
た
と
き
生
ず
る
の
で
あ
り
、
こ
の
統
一
の
形
式

は
悟
性
に
属
す
る
が
、
そ
の
内
容
は
直
観
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
認
識
の
形
式
は
た
だ
可
能
な
る
経
験
に

i
　「
眼
」
は
底
本
の
マ
マ
。「
眠
」
で
あ
ろ
う
。
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対
し
て
の
み
妥
当
す
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
彼
方
に
あ
る
「
物
自
体
」
の
認
識
は
不
可
能
で
あ
る
。

か
く
し
て
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
、
超
越
的
形
而
上
学
は
学
と
し
て
成
立
し
得
な
い
と
し
た
。
現
代
の
新
カ
ン
ト

派
も
反
形
而
上
学
的
で
あ
り
、哲
学
は
認
識
論
に
帰
す
る
と
考
え
る
。
そ
の
う
ち
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（W

ilhelm
 

W
indelband, 1848-1915

）
や
リ
ッ
カ
ー
ト
（H

einrich R
ickert, 1863-1936

）
は
哲
学
の
問
題
は
存
在
で
な
く

て
当
為
（Sollen

）
或
い
は
価
値
（W

ert

）
で
あ
る
と
し
た
。
ま
た
コ
ー
ヘ
ン
（H

erm
ann C

ohen, 1842-1918

）

や
ナ
ト
ル
プ
（Paul N

atorp, 1854-1924

）
は
カ
ン
ト
の
先
験
的
論
理
学
（transzendentale Logik

）
の
思
想
を

徹
底
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
独
断
性
を
排
撃
し
て
い
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
哲
学
の
非
形
而
上
学
的

傾
向
は
現
代
に
お
け
る
そ
の
発
展
と
見
ら
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
の
非
形
而
上
学
的
傾
向

と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。

自
然
科
学
の
発
達
は
唯
物
論
に
動
機
を
与
え
た
が
、
唯
物
論
は
形
而
上
学
を
も
っ
て
観
念
論
的
或
い
は
宗
教
的

で
あ
る
と
し
、
反
形
而
上
学
的
態
度
を
と
っ
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
や
デ
カ
ル
ト
の
影
響
の
も
と
に
ラ
・
メ
ト
リ
ー

（Julien de La M
ettrie, 1709-51

）、
エ
ル
ヴ
ェ
シ
ウ
ス
（C

laude A
drien H

elvétius, 1715-71

）
の
如
き
唯
物
論

者
が
現
れ
、
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
極
端
な
形
而
上
学
に
対
す
る
反
動
と
し
て
フ
ォ
ー
ク
ト

（K
arl Vogt, 1817-95

）、
ビ
ュ
ヒ
ネ
ル
（Ludw

ig B
üchner, 1824-99

）
等
の
唯
物
論
者
が
現
れ
た
。
フ
ォ
イ
エ
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形
而
上
学

ル
バ
ッ
ハ
（Ludw

ig A
ndreas Feuerbach, 1804-72

）
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
弁
哲
学
の
本
質
は
神
学
で
あ
る
と
批
判

し
た
が
、
彼
の
唯
物
論
的
傾
向
は
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx, 1818-83

）、
エ
ン
ゲ
ル
ス
（Friedrich Engels, 1820-

95

）
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
唯
物
論
の
機
械
論
に
反
対
し
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
と
っ
て
こ
れ
を
唯
物
論
的
基
礎
の
上
に
お
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
客
観
主
義
、
科

学
主
義
に
よ
っ
て
反
形
而
上
学
的
態
度
を
闡
明
し
て
い
る
。
更
に
コ
ン
ト
（A

uguste C
om

te, 1798-1857

）
に

よ
っ
て
唱
え
ら
れ
た
実
証
主
義
も
反
形
而
上
学
的
で
あ
る
。
コ
ン
ト
の
三
段
階
説
に
よ
れ
ば
、
形
而
上
学
は
神
学

的
段
階
と
実
証
的
段
階
と
の
中
間
に
位
す
る
も
の
で
あ
り
、
抽
象
と
概
念
的
説
明
と
を
特
色
と
し
、
人
知
の
神
学

的
段
階
を
批
判
し
て
実
証
的
段
階
を
準
備
す
る
た
め
の
ほ
か
価
値
も
存
在
も
有
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。

四　
現
代
の
形
而
上
学

現
代
の
哲
学
は
多
か
れ
少
な
か
れ
形
而
上
学
へ
の
復
帰
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
反
形
而
上
学
的
或
い
は
非

形
而
上
学
的
と
称
す
る
哲
学
も
そ
れ
自
身
一
個
の
形
而
上
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義

者
や
実
証
主
義
者
が
カ
ン
ト
哲
学
や
新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
も
観
念
論
的
で
形
而
上
学
的
で
あ
る
と
批
評
す
れ
ば
、
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カ
ン
ト
主
義
者
は
唯
物
論
は
も
と
よ
り
実
証
主
義
も
独
断
的
で
形
而
上
学
的
で
あ
る
と
し
て
非
難
し
た
。
シ
ェ

ー
ラ
ー
（M

ax Scheler, 1874-1928

）
に
依
れ
ば
、
宗
教
的
神
学
的
認
識
、
形
而
上
学
的
認
識
、
実
証
的
認
識

は
、
コ
ン
ト
の
い
う
如
く
、
知
識
の
発
展
に
お
け
る
歴
史
的
段
階
で
あ
る
の
で
な
く
、
人
間
精
神
の
本
質
と
共
に

与
え
ら
れ
た
本
質
的
な
、
持
続
的
な
三
つ
の
精
神
の
態
度
で
あ
り
、
認
識
の
形
態
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
救
済
の

知
識
（Erlösungs-oder H

eilsw
issen

）、
教
養
の
知
識
（B

ildungsw
issen

）、
支
配
の
知
識
或
い
は
仕
事
の
知
識

（H
errschafts-oder Leistungsw

issen

）
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
が
他
に
代
り
得
ぬ
独
自
の
知
識
で
あ
る
。
実
証

的
科
学
的
知
識
は
自
然
を
支
配
す
る
た
め
の
知
識
で
あ
り
、
哲
学
は
こ
れ
と
は
種
類
を
異
に
す
る
知
識
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
と
っ
て
哲
学
の
根
本
問
題
は
存
在
の
問
題
で
あ
り
、
知
識
も
存
在
者
間
の
存
在
関
係
に
ほ
か
な
ら

ず
、
哲
学
を
認
識
論
に
限
ろ
う
と
す
る
も
の
は
哲
学
を
科
学
の
婢
（ancilla scientiarum

）
と
な
す
も
の
で
あ
る
。

新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
が
認
識
論
的
で
あ
っ
て
、
存
在
の
問
題
を
も
認
識
論
的
問
題
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
に
対

し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und H
usserl, 1859-1938

）
の
現
象
学
、
マ
イ
ノ
ン
グ
（A

lexius M
einong, 1853-

1920

）
の
対
象
論
（G

egenstandstheorie

）
は
存
在
論
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。

現
代
の
形
而
上
学
的
傾
向
は
カ
ン
ト
の
解
釈
の
変
化
と
な
り
、
カ
ン
ト
は
新
た
に
形
而
上
学
者
と
見
ら
れ
、
彼

を
通
じ
て
独
断
的
な
ら
ぬ
批
判
的
形
而
上
学
を
建
設
す
る
こ
と
が
企
て
ら
れ
て
い
る
。
実
際
カ
ン
ト
の
批
判
哲
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形
而
上
学

学
は
客
体
の
形
而
上
学
を
不
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
主
体
の
形
而
上
学
を
可
能
に
し
た
と
云
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
ル
ト
マ
ン
（N

icolai H
artm

ann, 1882-

【1950

】）
は
認
識
の
問
題
の
う
ち
に
不
可
避
的
に

含
ま
れ
る
存
在
の
問
題
を
指
摘
し
つ
つ
、
認
識
の
批
判
か
ら
「
認
識
の
形
而
上
学
」
に
進
み
、
批
判
的
存
在
論

（kritische O
ntologie

）
を
樹
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889-

【1976

】）

の
い
う
基
礎
的
存
在
論
（Fundam

entalontologie

）
も
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
廻
に
よ
っ
て
哲
学
の
中
心

に
立
つ
に
至
っ
た
主
観
を
端
的
に
人
間
の
現
存
在
（D

asein

）
と
し
て
規
定
し
、
自
覚
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間

の
主
体
的
存
在
の
自
己
解
釈
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
自
己
の
立
場
を
特
に「
存
在
論
的
」

（ontologisch

）
と
称
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
従
来
の
形
而
上
学
が
「
存
在
的
」（ontisch

）
即
ち
客
体
的
な
見
方

に
立
っ
て
い
た
の
に
反
し
、
真
に
主
体
的
な
立
場
に
立
と
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
（K

arl Jaspers, 

1883-

【1969

】）
の
「
実
存
」（Existenz
）
の
哲
学
も
同
じ
傾
向
に
属
し
て
い
る
。

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
継
い
で
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann G

ottlieb Fichte, 1762-1814

）
や

ヘ
ー
ゲ
ル
の
雄
大
な
形
而
上
学
が
現
れ
た
が
、
現
代
の
形
而
上
学
的
傾
向
は
ま
た
そ
れ
ら
の
哲
学
者
の
復
興
と

な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
他
方
新
ト
マ
ス
主
義
（néo-thom

ism
e

）
の
興
隆
を
通
じ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
的
形
而
上
学
、

即
ち
い
わ
ゆ
る
「
久
遠
の
哲
学
」（philosophia  perennis
）
の
思
想
が
復
活
し
て
い
る
。
マ
リ
タ
ン
（Jacques 
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M
aritain, 1882-

【1973

】）、
ガ
イ
ゼ
ル
（Joseph  G

eyser, 1869-

【1948

】）
な
ど
そ
れ
を
代
表
し
、
シ
ェ
ー
ラ

ー
は
も
と
よ
り
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
う
ち
に
も
カ
ト
リ
シ
ス
ム
の
色
彩
が
見
ら
れ
る
。
現
代
の
形
而
上
学
の

特
徴
的
な
も
の
の
一
つ
は
生
の
哲
学
と
称
せ
ら
れ
る
生
の
形
而
上
学
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich N

ietzsche, 

1844-1900

）
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Söeren K

ierkegaard, 1813-55

）
が
深
い
影
響
を
与
え
て
お
り
、
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
や
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
実
存
哲
学
（Existenzphilosophie

）
も
そ
の
影
響
の
も
と
に
あ
る
。
生
の
形
而
上
学

者
と
し
て
代
表
的
な
も
の
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
ジ
ン
メ
ル
（G

eorg Sim
m

el, 1558-1918

）
等
が
あ
る
。

現
代
の
哲
学
に
お
い
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
や
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey, 1833-1911

）
の
影
響
の
も
と
に
歴

史
的
社
会
的
実
在
の
問
題
が
最
も
重
要
な
も
の
と
な
る
に
至
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
哲
学
に
新
し
い
形
而

上
学
的
動
機
を
与
え
て
い
る
。ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
の
中
心
問
題
は
存
在
の
歴
史
性
或
い
は
時
間
性
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
時
間
の
形
而
上
学
で
あ
り
、
ジ
ン
メ
ル
や
ハ
ル
ト
マ
ン
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
哲
学
的
問

題
を
論
じ
て
い
る
。
更
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
反
形
而
上
学
的
態
度
に
対
し
て
、
今
日
の
全
体
主
義
の
哲
学
に
は
形

而
上
学
的
傾
向
が
濃
厚
で
あ
る
。
シ
ュ
パ
ン
（O

thm
ar Spann, 1878-

【1950

】）
や
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
（G

iovanni 

G
entile, 1875-

【1944

】）
等
は
そ
の
傾
向
を
代
表
し
て
い
る
。

〔
参
考
文
献
〕
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形
而
上
学

A
ristoteles, M

etaphysica.

（
岩
崎
勉
訳
あ
り
）。

三
木
清
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
」（
岩
波
大
思
想
文
庫
）。【
第
九
巻
収
録
】

H
enri B

ergson, Introduction à la m
étaphysique

（
論
集i La pensée et le m

ouvanti

中
に
収
む
）。

M
artin H

eidegger,W
as ist M

etaphysik?

（
湯
浅
誠
之
助
訳
あ
り
）。

Ed. v. H
artm

ann, G
eschichte der M

etaphysik, 2 B
de., 1899-1900.

Julius Stenzel, M
etaphysik des Altertum

s.

A
lois D

em
pf, M

etaphysik des M
ittelalters.

H
einz H

eim
soeth, M

etaphysik der N
euzeit.

【
北
岡
武
司
訳
『
近
代
の
形
而
上
学
』
法
政
大
学
出
版
局
】
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現
代
哲
学
思
潮

一　
時
期

現
代
哲
学
思
潮
に
つ
い
て
語
る
に
あ
た
り
、
哲
学
史
の
如
何
な
る
時
期
か
ら
を
現
代
と
見
る
か
が
先
ず
問
題
で

あ
る
。
従
来
現
代
哲
学
を
論
ず
る
者
は
、
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724-1804

）
復
興
の
時
を
も
っ
て
始
め

る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ず
っ
と
降
っ
て
世
界
大
戦
以
後
の
哲
学
を
取
扱
お
う
と
思
う
。
そ
れ

は
年
代
的
に
は
一
九
一
八
年
以
後
今
日
に
至
る
ま
で
の
期
間
を
包
括
す
る
。
内
容
的
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
新
カ
ン

ト
派
（N

eukantianism
us

）
の
凋
落
以
後
に
お
け
る
哲
学
で
あ
る
。
こ
の
期
間
の
哲
学
は
社
会
史
的
に
も
思
想
史

的
に
も
一
定
の
性
格
を
具
え
て
い
る
。
問
題
の
哲
学
の
あ
る
も
の
は
戦
争
以
前
に
現
れ
、
我
が
国
に
も
知
ら
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
が
一
般
に
影
響
し
始
め
た
の
は
戦
後
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
状
態
を
考
え
て
も
、
嘗
て

新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
は
非
常
な
勢
で
流
行
し
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（W

ilhelm
 W

indelband, 1848-1915

）、
リ

ッ
カ
ー
ト
（H

einrich R
ickert, 1863-1936

）、
コ
ー
ヘ
ン
（H

erm
ann C

ohen, 1842-1918

）、
ナ
ト
ル
プ
（Paul 
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学
思
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N
atorp, 1854-1924

）
等
、
こ
の
派
の
人
々
の
名
は
、
専
門
哲
学
者
の
間
に
止
ま
ら
ず
広
く
知
識
人
の
口
に
の
ぼ

っ
た
。
し
か
る
に
近
年
事
情
は
著
し
く
変
化
し
た
。
私
は
そ
れ
以
来
の
哲
学
思
想
を
、
特
に
我
が
国
の
哲
学
及
び

一
般
思
想
と
関
係
を
有
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
取
扱
お
う
と
思
う
。
世
界
各
国
の
現
代
哲
学
の
詳
細
は
本
辞
典
の

そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
を
参
看
す
べ
き
で
あ
る
。

二　
生
存
か
ら
実
存
へ

新
カ
ン
ト
派
以
後
の
哲
学
は
如
何
な
る
一
般
的
傾
向
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
自
己
の
学
派

の
勢
力
の
漸
く
衰
え
つ
つ
あ
っ
た
時
、『
生
の
哲
学
』（
一
九
二
〇
年
）
と
題
す
る
一
書
を
著
し
、
時
代
の
哲
学

の
「
流
行
概
念
」
と
し
て
、「
生
」
の
概
念
を
挙
げ
、
そ
の
思
想
を
自
己
の
立
場
か
ら
批
判
し
た
。
彼
は
書
い
て

い
る
、「
今
日
特
に
高
い
程
度
に
お
い
て
一
般
の
意
見
を
支
配
し
て
い
る
概
念
を
最
も
よ
く
現
す
の
は
生
と
い
う

言
葉
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
少
し
以
前
か
ら
愈
々
頻
繁
に
用
い
ら
れ
、
単
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
達
に

お
い
て
の
み
で
な
く
、
学
的
哲
学
者
達
に
お
い
て
も
大
き
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
。『
体
験
』
と
い
う
言
葉
、『
生

け
る
』
と
い
う
言
葉
は
流
行
語
と
な
り
、
そ
し
て
体
験
か
ら
真
に
生
々
と
形
成
さ
れ
、
生
け
る
人
間
に
役
立
つ
生



三
五
〇

の
理
論
を
与
え
る
こ
と
が
哲
学
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
意
見
ほ
ど
現
代
的
な
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」。

反
対
者
の
立
場
に
あ
る
リ
ッ
カ
ー
ト
も
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
、
生
の
哲
学
は
現
代
の
流
行
哲
学
で
あ

り
、
現
代
の
哲
学
は
生
の
哲
学
（Lebensphilosophie

）
で
あ
る
と
云
っ
て
も
不
当
で
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
リ

ッ
カ
ー
ト
は
現
代
の
生
の
哲
学
者
も
し
く
は
彼
等
に
影
響
を
与
え
た
者
と
し
て
次
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
第
一
に

シ
ェ
リ
ン
グ
（Friedrich W

ilhelm
 Joseph von Schelling, 1775-1854

）
が
あ
り
、
彼
の
影
響
は
遥
か
ド
イ
ツ
を

越
え
、
例
え
ば
、
デ
ン
マ
ル
ク
人
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
（Sören K

ierkegaard, 1813-55

）
に
及
び
、
ま
た
フ
ラ
ン

ス
で
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
（Jean G

aspard Félix R
avaisson, 1813-1900

）
の
媒
介
を
通
じ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
及
ん

で
い
る
。
次
に
多
く
の
生
の
哲
学
者
は
ゲ
ー
テ
（Johann W

olfgang G
oethe, 1749-1832

）
に
結
び
付
き
、
シ
ュ

ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald Spengler, 1880-

【1936

】）
の
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
現
代
の
生
の
哲
学
に
と
っ
て
直
接
の

意
義
を
有
す
る
の
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
（A

rthur Schopenhauer, 1788-1860

）
と
ニ
ー
チ
ェ
（Friedrich 

N
ietzsche, 1844-1900

）
で
あ
り
、
特
に
後
者
は
重
要
で
あ
っ
て
、
今
日
生
と
い
う
言
葉
が
有
す
る
魅
力
は
最
も

多
く
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
以
外
に
お
け
る
代
表
的
な
名
は
フ
ラ
ン
ス
の
ベ
ル
グ

ソ
ン
（H
enri B

ergson, 1859-1941

）
ア
メ
リ
カ
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（W

illiam
 Jam

es, 1842-1910

）
で
あ
る
。
ド

イ
ツ
で
は
更
に
ジ
ン
メ
ル
（G

eorg Sim
m

el, 1858-1918

）、
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey, 1833-1911

）、



三
五
一

現
代
哲
学
思
潮

及
び
現
象
学
派
の
フ
ッ
サ
ー
ル
（Edm

und H
usserl, 1859-1938

）
シ
ェ
ー
ラ
ー
（M

ax Scheler, 1874-1928

）、

そ
の
他
二
三
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
に
広
く
生
の
哲
学
を
理
解
す
る
に
し
て
も
、
そ
の

後
か
か
る
生
の
哲
学
の
内
部
か
ら
新
し
い
傾
向
へ
の
移
動
或
い
は
転
化
が
生
ず
る
に
至
っ
た
。
そ
れ
は
「
生
か
ら

実
存
へ
」
と
い
う
言
葉
で
表
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
代
哲
学
は
そ
の
主
要
な
傾
向
に
お
い
て
生
の
哲
学
か
ら

実
存
哲
学
（Existenzphilosophie

）
に
変
っ
た
。
そ
の
中
心
概
念
は
も
は
や
「
生
」
で
は
な
く
て
「
実
存
」
で

あ
る
。
従
来
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
と
は
並
称
さ
れ
る
の
を
つ
ね
と
し
た
の
に
、
今
日
前
者
の
名
を

聞
く
こ
と
が
稀
で
あ
っ
て
後
者
が
圧
倒
的
に
有
力
で
あ
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
た
だ
つ
い

で
に
挙
げ
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
名
が
現
代
に
と
っ
て
深
い
意
義
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
で

あ
る
。
新
カ
ン
ト
派
の
盛
時
、
リ
ッ
カ
ー
ト
と
共
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
あ
っ
て
殆
ど
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
ヤ
ス

パ
ー
ス
（K

arl Jaspers, 1883-

【1969

】）
の
哲
学
が
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
等
し

く
現
象
学
（Phänom

enologie

）
と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
（M

artin H
eidegger, 1889-

【1976

】）

の
哲
学
が
、
そ
の
師
フ
ッ
サ
ー
ル
を
凌
い
で
若
い
世
代
の
心
を
捉
え
て
い
る
の
も
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
世
界
戦

争
当
時
、
ド
イ
ツ
の
学
者
の
国
民
的
敵
愾
心
か
ら
「
剽
窃
者
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
と
い
う
汚
名
を
着
せ
ら
れ
た
ベ
ル
グ

ソ
ン
の
哲
学
が
シ
ェ
リ
ン
グ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
か
ら
如
何
な
る
程
度
に
影
響
さ
れ
て
い
る
か
は
問
題
で
あ



三
五
二

る
が
、
彼
が
今
日
の
思
想
界
に
お
い
て
光
輝
を
放
っ
て
い
る
の
も
、
彼
の
哲
学
が
実
存
哲
学
と
共
通
す
る
も
の
を

含
ん
で
い
る
た
め
で
あ
る
。
と
り
わ
け
実
存
哲
学
と
類
似
の
傾
向
を
有
し
、
そ
の
擡
頭
と
関
聯
が
あ
る
の
は
バ
ル

ト
（K

arl B
arth, 1886-

【1968

】）、ゴ
ー
ガ
ル
テ
ン
（Friedrich G

ogarten, 1887-

【1967

】）、ブ
ル
ン
ネ
ル
（Em

il 

B
runner, 1889-

【1966

】）
等
の
弁
証
法
神
学
（D
ialektische Theologie

）
で
あ
る
。
今
日
な
お
正
統
の
生
の
哲

学
者
と
見
ら
れ
得
る
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
学
派
か
ら
出
た
ミ
ッ
シ
ュ
（G

eorg M
isch, 1878-

【1965

】）、
ノ
ー
ル

（H
erm

ann N
ohl, 1879-

【1960
】）、
リ
ッ
ト
（Theodor Litt, 1880-

【1962

】）
及
び
シ
ュ
プ
ラ
ン
ゲ
ル
（Eduard 

Spranger, 1882-

【1963

】）
等
で
あ
る
。
尤
も
生
の
哲
学
と
実
存
哲
学
と
の
限
界
は
つ
ね
に
明
瞭
で
あ
る
わ
け
で

は
な
い
。
実
存
哲
学
の
一
代
表
者
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
如
き
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。

生
の
哲
学
の
概
念
を
広
く
理
解
す
る
な
ら
ば
、
実
存
哲
学
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
、
後
者
は
前
者
の
一
種
と
も
見
ら

れ
よ
う
。
ま
た
以
前
に
は
生
の
哲
学
者
と
さ
れ
た
人
々
が
今
で
は
実
存
の
哲
学
者
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
か
か
る
も

の
と
し
て
影
響
を
与
え
て
い
る
場
合
も
尠
く
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
名
称
の
相
違
が
あ
り
、

解
釈
の
変
化
が
あ
る
限
り
、
生
の
哲
学
と
実
存
哲
学
と
の
間
に
は
何
等
か
実
質
的
な
差
異
が
存
す
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
差
異
は
一
般
に
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
、
生
の
哲
学
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
色
彩
の
濃
厚
な
る
に
反
し
実
存
哲
学
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
に
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徹
底
し
よ
う
と
す
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論
（D

eutscher Idealism
us

）
も
し
く
は
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
（D

eutsche 

R
om

antik
）
の
哲
学
は
生
の
哲
学
の
要
素
を
多
く
含
ん
で
い
た
。
フ
ィ
ヒ
テ
（Johann G

ottlieb Fichte, 1762-

1814

）
の
如
き
も
生
の
哲
学
者
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
（Friedrich von Schlegel, 

1772-1829

）
や
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
（N

ovalis, 1772-1801

）
等
の
有
名
な
浪
漫
主
義
者
の
思
想
は
生
の
哲
学
の
模

範
的
な
も
の
と
い
わ
れ
よ
う
。
現
代
の
生
の
哲
学
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
新
し
い
形
態
に
お
け
る
継
承
乃
至
発

展
と
見
ら
れ
得
る
。
し
か
る
に
実
存
哲
学
は
生
の
哲
学
に
お
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
反
対
し
、
リ
ア
リ
ズ
ム

に
立
脚
し
よ
う
と
す
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ニ
ー
チ
ェ
の
生
涯
の
問
題
は
、
如
何
に
し
て
浪
漫
主
義
を
克
服
す

る
か
に
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
象
学
か
ら
出
た
人
で
あ
る
が
、現
象
学
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
物
そ
の
も
の
へ
」

（Zu den Sachen selbst

）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
精
神
を
現
す
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
実
存
哲
学
と
内
面
的
な
つ
な
が
り
を
有
す
る
弁
証
法
神
学
の
極
力
排
斥
し
て
い
る
の
は
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ

ッ
ヘ
ル
（Friedrich Ernst D

aniel Schleierm
acher, 1768-1834

）
の
浪
漫
主
義
で
あ
る
。
尤
も
実
存
哲
学
に
お

け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
は
実
証
主
義
或
い
は
自
然
主
義
に
お
け
る
が
如
き
客
観
主
義
で
は
な
い
。
そ
れ
が
主
観
主
義
的

で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
客
観
主
義
的
立
場
か
ら
は
、
な
お
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
評
せ
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
自
身
は
ア
ン
チ
・
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
、
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
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の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
求
め
る
の
は
何
よ
り
も
厳
粛
性
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、科
学
の
本
性
が
「
厳
密
」

（Strenge
）
で
あ
る
に
対
し
、
形
而
上
学
の
本
性
は
「
厳
粛
」（Ernst

）
で
あ
る
。
厳
粛
と
は
主
体
的
な
真
実
性

或
い
は
誠
実
性
を
意
味
し
て
い
る
。

第
二
、
厳
粛
と
い
う
言
葉
は
倫
理
的
な
響
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
実
存
哲
学
は
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
を

特
色
と
し
て
い
る
。
人
間
の
本
来
的
な
生
存
の
仕
方
と
し
て
の
倫
理
が
そ
こ
で
は
中
心
問
題
で
あ
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
実
存
哲
学
は
、
生
の
哲
学
が
そ
の
浪
漫
主
義
的
傾
向
と
結
び
付
い
て
「
審
美
的
」（aesthetisch

）
で
あ
る

の
に
対
立
し
て
い
る
。
実
存
哲
学
は
審
美
主
義
を
排
し
、
そ
れ
を
克
服
し
て
、
倫
理
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
人
間
の
生
に
お
い
て
審
美
家
と
倫
理
家
と
を
区
別
し
、
後
者
は
前
者
よ
り
も
高
い
も
の
、
真
実
な

も
の
と
考
え
た
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
生
の
歴
史
性
の
観
念
、
解
釈
学
的
方
法
等
を
受
け
取
り
な

が
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
審
美
主
義
に
纏
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
非
難
す
る
。
人
間
存
在
の
有
限
性
の
自
覚
が
浪
漫
主

義
に
対
し
て
実
存
哲
学
の
倫
理
を
性
格
付
け
て
い
る
。

三　
認
識
論
か
ら
存
在
論
へ
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哲
学
思
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と
こ
ろ
で
実
存
（Existenz

）
は
一
の
存
在
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
伝
統
的
な
存
在
論
に
お
い
て
本
質
存

在
（essentia

）
に
対
し
て
区
別
さ
れ
た
現
実
存
在
（existentia

）
に
当
る
。
従
っ
て
実
存
哲
学
は
一
の
存
在
論

（O
ntologie

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
実
存
哲
学
は
、
生
の
哲
学
の
多
く
が
そ
の
時
代
の
認

識
論
的
風
潮
に
影
響
さ
れ
て
認
識
論
的
傾
向
を
有
し
た
の
に
反
し
て
、
存
在
論
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。

新
カ
ン
ト
派
は
認
識
論
を
哲
学
の
中
心
に
据
え
た
。
カ
ン
ト
は
学
と
し
て
の
形
而
上
学
の
不
可
能
を
明
ら
か
に

し
た
人
と
見
ら
れ
、
そ
し
て
認
識
論
以
外
に
哲
学
は
な
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
実
存
哲
学
に
限
ら

ず
現
代
哲
学
の
一
般
的
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
認
識
論
か
ら
存
在
論
へ
の
移
行
で
あ
る
。
存
在
論

は
形
而
上
学
の
主
要
な
問
題
領
域
で
あ
り
、
或
い
は
寧
ろ
形
而
上
学
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
新
カ
ン
ト
派
以
後

の
哲
学
は
著
し
く
形
而
上
学
的
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
か
か
る
変
化
は
カ
ン
ト
解
釈
の
う
ち
に
も
現
れ
、
嘗
て

は
形
而
上
学
の
破
壊
者
と
見
ら
れ
た
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
如
き
も
、
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
心
問
題
は
認
識
論
で
な
く
て
形
而
上
学
で
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。
実
存
哲
学
は
一
種
の
存
在
論
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
彼
の
哲
学
的
企
図
を
「
基
礎
的
存
在
論
」

（Fundam
entalontologie

）
と
称
し
て
い
る
。
か
く
の
如
き
認
識
論
か
ら
存
在
論
も
し
く
は
形
而
上
学
へ
の
移
行

は
新
カ
ン
ト
派
の
内
部
に
お
い
て
も
行
わ
れ
た
。
就
中
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
（N

icolai H
artm

ann, 1882-
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【1950
】）
は
存
在
論
の
立
場
を
主
張
し
て
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
及
び
そ
の
影
響
に
よ

っ
て
、
存
在
論
へ
の
要
求
を
掲
げ
る
こ
と
は
今
日
の
哲
学
的
思
惟
に
は
そ
の
声
を
聞
く
だ
け
で
不
快
の
感
情
を
喚

び
起
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
感
情
反
応
は
価
値
判
断
を
含
む
故
に
存
在
論
に
対
す
る
か
か
る
価
値
判
断
が

如
何
な
る
権
利
を
有
す
る
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles, 384-322 B
.C

.

）
か
ら

ヴ
ォ
ル
フ
（C

hristian W
olff, 1679-1754

）
に
至
る
ま
で
存
在
論
は
「
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
学
」
で
あ
ろ

う
と
し
た
。
懐
疑
論
は
古
く
か
ら
こ
れ
に
対
し
て
、
如
何
に
し
て
我
々
は
「
存
在
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
知
り
得

る
か
と
い
う
疑
問
を
掲
げ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
る
認
識
批
判
は
同
じ
疑
問
を
一
層
根
本
的
に
提
出
す
る
。
批
判
に
と

っ
て
は
お
よ
そ
存
在
そ
の
も
の
が
不
快
で
あ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
批
判
は
観
念
論
で
あ
る
か
ら
。
そ

れ
は
単
に
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
知
識
の
み
で
な
く
、
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
を
も

我
慢
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
カ
ン
ト
の
批
判
か
ら
出
発
す
る
カ
ン
ト
以
後
の
ド
イ
ツ
観
念
論
は
、
こ
の
結
論
を

極
め
て
大
胆
に
引
き
出
し
た
。
そ
し
て
現
代
の
新
カ
ン
ト
派
は
こ
の
結
論
を
強
調
し
て
受
け
容
れ
た
。
し
か
し
、

ハ
ル
ト
マ
ン
は
云
う
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
は
こ
れ
に
対
し
て
次
の
疑
問
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
も

そ
も
「
存
在
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
の
問
題
以
外
に
理
論
的
思
惟
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
は
存
す
る
の
で
あ
る
か
、

と
。
観
念
論
的
諸
理
論
も
、
そ
れ
ら
が
「
存
在
の
観
念
性
」
を
証
明
し
よ
う
と
企
て
る
と
き
、
結
局
こ
の
問
題
を
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提
出
し
、
そ
れ
に
解
答
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
理
論
も
存
在
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
説
明
を
異
に
す
る
の
み
で
あ
る
。
相
違
は
問
題
の
解
決
の
仕
方
に
の
み
関
し
、
問
題
そ
の

も
の
に
関
す
る
の
で
は
な
い
。
極
端
な
主
観
主
義
と
雖
も
、
存
在
の
「
仮
象
性
」
を
説
明
す
る
こ
と
だ
け
は
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
同
じ
こ
と
が
逆
符
号
を
も
っ
て
懐
疑
論
に
つ
い
て
も
云
え
る
。
懐
疑
論
も
ま
た
存
在
そ

の
も
の
に
関
し
て
判
断
中
止
（
エ
ポ
ケ
ー
）
の
た
め
に
戦
い
つ
つ
存
在
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
存
在
論
的
で
な
い
よ
う
な
理
論
的
思
惟
は
嘗
て
存
在
し
な
か
っ
た
し
、
ま
た
存
在
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
。
無
に
で
は
な
く
た
だ
存
在
す
る
も
の
に
の
み
向
い
得
る
と
い
う
こ
と
が
思
惟
の
本
質
に
属
し
て
い
る
。
こ

の
結
論
を
逃
れ
る
た
め
に
、
理
論
哲
学
の
根
本
問
題
を
認
識
の
問
題
に
限
ろ
う
と
し
て
も
、
無
駄
で
あ
る
。
存
在

の
問
題
を
含
ま
ぬ
認
識
の
問
題
は
存
し
な
い
。
そ
の
全
意
義
が
存
在
の
認
識
で
あ
る
こ
と
に
存
し
な
い
よ
う
な
認

識
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
認
識
と
は
意
識
が
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
へ
関
係
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
意
味
す
る
。
理
論
は
後
に
な
っ
て
、
こ
の
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
が
何
等
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る

も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
認
識
に
お
け
る
意
識
と
自
体
に
お
け
る

存
在
と
の
関
係
の
現
象
そ
の
も
の
は
こ
れ
に
よ
っ
て
除
去
さ
れ
は
し
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
を
否
定
す
る
如
何
な
る

理
論
に
も
堪
え
て
生
き
残
り
、
決
し
て
除
去
し
得
な
い
反
問
と
し
て
繰
返
し
現
れ
て
来
る
。
寧
ろ
か
よ
う
な
理
論
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は
、
自
体
に
お
け
る
存
在
の
問
題
と
初
め
か
ら
取
組
む
と
き
に
の
み
、
自
己
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ひ
と

が
そ
の
虚
妄
な
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
も
、
差
当
り
問
題
と
し
て
は
承
認
し
な
い
わ
け
に

は
ゆ
か
ぬ
。
そ
し
て
問
題
は
飽
く
ま
で
も
存
在
論
的
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
を
否
認
す
る
認
識
論
は
何
等
認
識

論
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
認
識
論
の
取
扱
う
も
の
は
も
は
や
認
識
で
は
な
い
。
か
く
の
如
く
ハ
ル
ト
マ
ン
は
認
識

の
問
題
の
う
ち
に
到
底
消
去
さ
れ
得
な
い
存
在
論
的
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
た
。
彼
の
「
認
識
の

形
而
上
学
」
は
か
か
る
存
在
論
的
問
題
を
究
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

四　
精
神
と
歴
史

存
在
論
は
も
と
よ
り
単
に
認
識
の
問
題
に
の
み
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
寧
ろ
現
代
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
か

ら
存
在
論
へ
の
推
移
は
同
時
に
哲
学
の
中
心
問
題
の
移
動
を
語
っ
て
い
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
『
精
神
的
存
在
の
問

題
』（
一
九
三
三
年
）
と
い
う
書
物
を
公
に
し
、「
歴
史
哲
学
及
び
精
神
科
学
の
基
礎
付
け
の
た
め
の
研
究
」
と
い

う
副
題
を
附
し
て
い
る
。こ
れ
ら
の
問
題
は
現
代
哲
学
に
お
け
る
最
も
重
要
な
題
目
を
表
す
も
の
で
あ
る
。「
精
神
」

（G
eist

）
の
概
念
は
就
中
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770-1831

）
に
よ
っ
て
歴
史
的
存
在
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の
構
造
と
結
び
付
け
ら
れ
、
含
蓄
的
な
意
味
と
規
定
と
を
与
え
ら
れ
た
が
、
近
年
の
所
謂
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
も
一
面

こ
の
よ
う
な
精
神
の
概
念
の
復
活
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
た
の
は
数

学
的
自
然
科
学
で
あ
っ
た
。
新
カ
ン
ト
派
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
の
所
謂
ド
イ
ツ
西
南
学
派

は
特
に
歴
史
科
学
乃
至
文
化
科
学
及
び
歴
史
哲
学
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
論
究
し
、
そ
の
点
に
お
い
て
功
績
を
有

す
る
が
、
そ
の
取
扱
い
方
は
認
識
論
的
も
し
く
は
方
法
論
的
で
あ
り
、
形
式
主
義
的
で
あ
っ
た
。
新
カ
ン
ト
派
は

凋
落
す
る
に
至
っ
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
及
び
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
（D

eutsche historische Schule

）
の
伝
統
に
立
っ

て
「
精
神
科
学
」（G

eistesw
issenschaft

）
の
問
題
を
論
じ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
影
響
の
拡
大
す
る
に
従
っ
て
、
他

方
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
（M

arxism
us

）
が
勢
力
を
得
る
に
従
っ
て
、
歴
史
の
問
題
は
現
代
哲
学
の
中
心
問
題
と

な
る
に
至
っ
た
。
実
存
哲
学
に
お
い
て
も
存
在
の
歴
史
性
が
、
そ
し
て
歴
史
性
の
問
題
は
時
間
性
の
問
題
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
時
間
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
存
在
を
主
と
し
て
時
間
の
見
地
か
ら
解
明
し

て
い
る
。
一
般
に
時
間
の
問
題
は
現
代
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
し
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
も
実
在
の

問
題
は
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
歴
史
の
問
題
は
今
日
で
は
認
識
論
的
問
題
と
し
て
よ
り
も
存
在
論
的
問
題
と
し
て

取
扱
わ
れ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
傾
向
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
も
精
神
の
問
題
を
一
の
存
在
論
的
問
題
と
し
て
論

じ
て
い
る
。
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ハ
ル
ト
マ
ン
は
世
界
が
種
々
な
る
種
類
の
存
在
の
層
か
ら
建
築
さ
れ
て
い
る
も
の
の
如
く
に
考
え
る
。
世
界
は

物
質
的
な
も
の
の
層
、
有
機
的
な
も
の
の
層
、
心
的
（seelisch

）
な
も
の
の
層
、
精
神
的
（geistig

）
な
も
の
の

層
か
ら
成
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
層
の
間
に
は
、
上
層
の
も
の
は
下
層
の
も
の
を
基
礎
と
し
て
そ
れ
に
担
わ
れ
、

か
く
担
わ
れ
つ
つ
上
層
の
も
の
は
下
層
の
も
の
に
対
し
て
自
律
的
で
あ
る
と
い
う
関
係
が
存
在
す
る
。
有
機
体
は

物
質
的
な
も
の
及
び
そ
の
法
則
性
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
い
は
し
な
い
が
、
こ
の
も
の
を
自
己
の
う
ち
に
含
む
。
そ

れ
は
空
間
的
な
物
体
的
な
形
成
物
で
あ
っ
て
、
他
の
物
理
的
物
体
の
よ
う
に
重
さ
や
惰
性
を
有
し
、
そ
の
細
胞
は

原
子
か
ら
成
っ
て
い
る
。
有
機
体
は
確
か
に
こ
れ
ら
凡す
べ

て
の
も
の
以
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
併
し
そ
れ
を
脱
ぎ
棄

て
て
し
ま
い
も
せ
ず
、
置
去
り
に
し
て
し
ま
っ
て
も
い
な
い
。
有
機
体
は
そ
れ
に
た
だ
新
し
い
形
式
を
加
え
る
の

で
あ
り
、
そ
れ
を
要
素
と
し
て
よ
り
高
い
も
の
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
要
素
に
よ
り
0

0

高
い
形
式

を
与
え
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
な
お
こ
の
要
素
の
独
自
性
に
縛
ら
れ
て
お
り
、
物
理
的
な
も
の
の
法
則
や
範
疇
は
有

機
体
の
う
ち
に
お
い
て
働
い
て
い
る
。
従
っ
て
有
機
体
の
自
律
性
は
甚
だ
制
限
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
の
よ

う
な
関
係
は
存
在
の
層
を
上
昇
す
る
と
き
変
化
す
る
。
も
し
同
一
の
関
係
が
存
続
す
る
な
ら
ば
、
心
も
原
子
か
ら

成
り
、
重
さ
を
有
す
る
、
等
の
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
事
実
然
ら
ざ
る
以
上
、
違
っ
た
関
係
が
入

り
込
ん
で
来
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
心
的
生
活
は
自
己
の
う
ち
に
有
機
体
を
含
む
と
は
云
え
な
い
。
身
体
の
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諸
器
官
は
極
端
な
意
味
に
お
い
て
も
心
の
要
素
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
有
機
体
の
法
則
が
心
的
生
活
の
建
築
材
料

で
あ
る
の
で
も
な
い
。
心
的
な
も
の
は
有
機
的
な
も
の
の
新
し
い
形
式
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
そ
の
種
類

に
お
い
て
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
心
的
な
も
の
は
有
機
的
存
在
及
び
そ
の
形
式
の
独
自
性
を
脱
ぎ
棄
て
て
し

ま
い
、
置
去
り
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
心
的
な
も
の
の
有
機
的
な
も
の
に
対
す
る
関
係
は
、
た
だ
前
者
が
後
者

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
関
係
に
限
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
心
的
な
も
の
の
有
機
的
な
も
の
に
対
す

る
自
律
性
は
有
機
的
な
も
の
の
物
質
的
な
も
の
に
対
す
る
自
律
性
と
は
そ
の
種
類
も
大
い
さ
も
異
な
っ
て
い
る
。

後
の
場
合
は
よ
り
0

0

高
い
形
式
を
与
え
る
（U

ebertorm
ung

）
と
い
う
関
係
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
の
場
合
に
は
建

物
を
上
に
作
る
（U

eberbauung
）
と
い
う
関
係
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
よ
り
0

0

低
い
も
の
（
有
機
体
）
の

上
に
据
え
ら
れ
て
、
よ
り
0

0

高
い
も
の
の
建
築
（
心
的
生
活
）
が
そ
の
上
に
建
て
ら
れ
、
こ
の
も
の
の
う
ち
に
は
下

層
の
建
物
の
範
疇
は
凡
て
見
出
さ
れ
ず
、
こ
の
自
己
を
担
う
層
に
と
っ
て
本
質
的
な
範
疇
か
ら
は
完
全
に
解
放
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
い
わ
ば
他
の
材
料
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
心
的
存
在
に

つ
い
て
こ
の
よ
う
に
云
わ
れ
る
こ
と
は
、
よ
り
0

0

高
い
程
度
に
お
い
て
精
神
的
存
在
に
つ
い
て
云
わ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
精
神
は
先
ず
「
人
格
的
精
神
」（der personale G

eist
）
と
し
て
存
在
す
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
精
神
が

人
格
的
精
神
乃
至
個
人
的
精
神
以
外
の
も
の
で
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
精
神
的
存
在
は
心
的
存
在
に
単
に
よ
り
0

0

高
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い
形
式
が
賦
与
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
精
神
的
生
活
に
と
っ
て
特
徴

的
な
こ
と
は
、
こ
の
生
活
に
お
い
て
は
個
人
は
決
し
て
個
々
独
立
に
存
在
せ
ず
、
共
同
の
精
神
的
生
活
の
領
域
の

外
部
に
お
い
て
孤
立
し
た
実
在
的
な
生
存
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個
人
は
彼
の
精
神
的
存
在
を
、
単

純
に
自
己
自
身
の
う
ち
か
ら
有
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
は
元
来
彼
が
そ
の
う
ち
に
産
れ
落
ち
そ
の
豊
富
な
内

容
の
う
ち
に
根
を
お
ろ
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
水
準
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
精
神

的
水
準
と
い
う
も
の
は
、
心
的
存
在
と
は
全
く
異
質
的
の
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
々
の
主
観
か
ら
組
み
合
わ
さ
れ
た

も
の
で
も
、
諸
々
の
意
識
の
担
い
手
の
総
和
で
も
な
く
、
ま
た
如
何
な
る
個
人
的
意
識
も
そ
れ
を
全
く
自
分
の
も

の
と
云
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
他
の
秩
序
の
も
の
で
あ
っ
て
、「
客
観
的
精
神
」（der objektive G

eist

）

と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
主
観
性
と
か
意
識
と
か
と
い
う
心
的
な
も
の
の
特
殊
な
範
疇
は
客
観
的
精
神
に
は

適
用
さ
れ
得
な
い
。
そ
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
に
依
れ
ば
、
歴
史
的
精
神
と
い
う
べ
き
も
の
は
人
格
的
な
個
人
的
精
神

で
な
く
、
か
か
る
客
観
的
精
神
で
あ
る
。
し
か
る
に
人
格
的
精
神
並
び
に
客
観
的
精
神
以
外
に
第
三
の
別
の
精
神

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
精
神
の
諸
々
の
客
観
化
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
詩
人
や
思
想
家
な

ど
の
「
作
品
」
の
う
ち
に
歴
史
的
精
神
の
変
化
を
超
え
て
保
存
さ
れ
る
精
神
的
価
値
が
そ
れ
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ

ン
は
こ
れ
を
「
客
観
化
さ
れ
た
精
神
」（der objektivierte G

eist
）
と
称
す
る
。
か
く
て
ハ
ル
ト
マ
ン
に
従
え
ば
、



三
六
三

現
代
哲
学
思
潮

精
神
に
人
格
的
精
神
、
客
観
的
精
神
、
客
観
化
さ
れ
た
精
神
の
区
別
が
あ
る
。
第
一
の
人
格
的
精
神
と
第
三
の
客

観
化
さ
れ
た
精
神
と
の
間
の
溝
は
極
め
て
深
く
、
両
者
の
連
繋
は
そ
れ
ら
の
も
の
自
身
か
ら
は
理
解
さ
れ
な
い
。

し
か
し
両
者
は
第
二
の
客
観
的
精
神
に
お
い
て
連
絡
し
、
こ
の
も
の
に
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
仕
方
で
共
に
結

び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
三
種
の
精
神
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
二
つ
の
対
立
に
基
づ
く
。
そ
れ
は
、
一
方
で
は
個
人

的
精
神
と
普
遍
的
精
神
と
の
、
他
方
で
は
生
き
た
精
神
と
生
き
て
い
な
い
精
神
と
の
対
立
で
あ
る
。
人
格
的
精
神

と
客
観
的
精
神
と
は
、
如
何
に
そ
の
形
態
或
い
は
存
在
の
仕
方
が
異
な
る
に
し
て
も
、
生
き
た
精
神
で
あ
る
と
い

う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
客
観
的
精
神
と
客
観
化
さ
れ
た
精
神
と
は
超
人
格
的
で
超
個
人
的
で
あ
る
と
い
う

点
が
共
通
で
あ
る
。
個
人
的
で
あ
る
の
は
人
格
的
精
神
の
み
で
あ
る
、
生
き
て
い
な
い
精
神
と
考
え
ら
れ
る
の
は

た
だ
客
観
化
さ
れ
た
精
神
の
み
で
あ
る
。前
者
を
我
々
は
個
人
と
し
て
我
々
の
う
ち
に
お
い
て
知
り
、後
者
を
我
々

は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
生
命
や
変
化
を
有
せ
ず
し
て
固
定
さ
れ
た
精
神
的
内
容
で
あ
る
と
こ
ろ
の
精
神
的
創
造
の

諸
生
産
物
、
諸
形
成
物
、
諸
作
品
に
お
い
て
知
る
の
で
あ
る
。

五　
存
在
論
の
二
種
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と
こ
ろ
で
ハ
ル
ト
マ
ン
の
存
在
論
は
批
判
的
と
称
し
て
い
る
け
れ
ど
も
種
々
の
意
味
に
お
い
て
カ
ン
ト
以
前
の

存
在
論
の
伝
統
に
つ
な
が
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
が
ヴ
ォ
ル
フ
を
尊
敬
し
て
い
る
の
も
偶
然
で
な
か
ろ

う
。
そ
の
思
想
の
折
衷
的
で
、
明
晰
で
は
あ
る
が
形
式
的
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
ヴ
ォ
ル
フ
に
似
て
い
る
。
彼
は
カ

ン
ト
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
主
観
性
の
問
題
を
十
分
深
く
把
握
し
て
い
な
い
。
彼
の
精
神
論
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の

精
神
哲
学
に
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
比
し
て
さ
え
な
お
甚
だ
し
く
対
象
的
客
体
的
な
見
方
に
囚
わ

れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、彼
の
存
在
論
は
十
分
に
存
在
論
的（ontologisch

）で
な
く
、な
お
存
在
的（ontisch

）

な
見
方
に
止
ま
っ
て
い
る
。
存
在
的
と
存
在
論
的
と
を
区
別
す
れ
ば
、
前
者
の
見
方
が
対
象
的
で
あ
る
に
対
し
、

後
者
の
見
方
は
飽
く
ま
で
も
主
体
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
実
存
哲
学
が
存
在
論
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
こ

と
を
意
味
す
る
。
人
間
の
実
存
は
自
覚
を
離
れ
て
な
く
、
実
存
哲
学
は
自
覚
存
在
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
存
在

の
自
己
理
解
に
基
づ
く
自
己
開
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
精
神
は
そ
の
も
の
が
元
来
対
象
的
な
も
の
、
客

体
的
な
も
の
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
真
の
存
在
論
は
何
等
か
「
精
神
の
哲
学
」
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
得
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来
つ
ね
に
ガ
イ
ス
ト
（G

eisti

精
神
）
よ

り
も
低
い
も
の
と
見
ら
れ
た
ゼ
ー
レ
（Seelei

心
）
の
概
念
を
、
逆
に
ど
こ
ま
で
も
深
く
理
解
し
て
ゆ
く
こ
と
に

よ
っ
て
、
新
し
い
存
在
論
に
到
達
し
得
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
い
は
従
来
の
存
在
論
が
そ
の
名
の
通
り
「
有
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の
哲
学
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
か
か
る
有
よ
り
も
深
く
無
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
無
の
形
而
上
学
」
を
考

え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。無
と
は
本
来
対
象
的
に
客
体
的
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。

代
表
的
な
精
神
の
哲
学
で
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
実
存
哲
学
と
の
差
異
は
次
の
点
に
認
め
ら
れ
る
。
一
、
実
存

哲
学
は
有
限
者
の
哲
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
無
限
者
も
し
く
は
絶
対
者
の
哲
学
で
あ
り
、

人
間
を
神
の
立
場
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
何
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
無
限
な
も
の
と
有
限
な
も

の
と
の
間
の
距
離
を
絶
対
的
と
考
え
な
い
で
、
両
者
を
連
続
的
に
、
調
和
的
に
考
え
た
こ
と
に
反
対
し
た
。
彼
に

依
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の
と
を
一
致
的
に
考
え
る
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

審
美
的
な
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
か
か
る
審
美
的
な
立
場
を
斥
け
て
倫
理
的
、
更
に
宗
教
的
で
あ
ろ
う
と

し
た
。
主
観
性
も
し
く
は
内
面
性
を
尊
び
、
倫
理
を
重
ん
ず
る
と
い
う
点
で
実
存
哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
あ
る
よ

り
も
、
寧
ろ
カ
ン
ト
的
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
と
っ
て
も
「
有
限
性
」（Endlichkeit

）
が
そ
の
哲
学
の
根

本
概
念
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
客
体
的
な
意
味
に
お
け
る
有
限
性
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
二
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
は
理
性
（Logosi
ロ
ゴ
ス
）
の
哲
学
、
精
神
の
哲
学
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て

実
存
哲
学
は
寧
ろ
パ
ト
ス
（Pathosi

情
緒
）
の
哲
学
、
ゼ
ー
レ
の
哲
学
で
あ
る
。
理
性
や
精
神
が
純
粋
に
観
念
的

な
も
の
を
表
す
と
す
れ
ば
、
パ
ト
ス
や
ゼ
ー
レ
は
却
っ
て
自
然
的
な
も
の
、
内
的
に
自
然
的
な
も
の
と
結
び
付
い
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た
意
識
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
と
云
っ
た
の
も
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
意
味

で
の
自
然
的
な
も
の
を
重
ん
じ
た
の
は
ゲ
ー
テ
で
あ
り
、
晩
年
の
シ
ェ
リ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
尤
も
ゼ
ー
レ
の
概
念

に
は
既
に
或
る
客
体
的
な
考
え
方
が
入
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
パ
ト
ス
は
よ
り
内
面
的
な
も
の
、
主
体
的

な
も
の
を
表
す
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど
の
哲
学
は
パ
ト
ス
の
哲

学
で
あ
り
、
し
か
る
に
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
形
態
学
的
思
想
や
ク
ラ
ー
ゲ
ス
（Ludw

ig K
lages, 1872-

【1956

】）

の
性
格
学
等
は
ゼ
ー
レ
の
哲
学
で
あ
る
と
い
わ
れ
よ
う
。
と
も
か
く
嘗
て
の
「
理
性
の
哲
学
」
に
反
対
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
現
代
の
哲
学
の
多
く
に
共
通
な
注
目
す
べ
き
特
徴
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
純
粋
意
識
の
現
象
学
と
称
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
理
性
的
意
識
の
現

象
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
は
理
性
な
き
現
象
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
お
い
て
そ
の
前
階
と
し
て
方
法
的
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
本
質
学
的
還
元

（eidetische R
eduktion

）
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
存
哲
学
は
こ
の
よ
う
な
本
質
学
的
考
え
方
に
反
対
す
る
。
本
質

は
現
実
的
存
在
で
な
く
却
っ
て
可
能
的
存
在
で
あ
る
。
幾
何
学
が
厳
密
に
定
義
し
規
定
す
る
よ
う
な
直
線
や
三
角

形
は
、
現
実
の
直
線
、
現
実
の
三
角
形
と
し
て
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
紙
の
上
に
描
か
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
と
、
頭
の
中
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
三
角
形
は
幾
何
学
の
対
象
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
。
丁
度
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そ
の
よ
う
に
本
質
は
一
般
に
可
能
的
存
在
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
思
惟
の
抽
象
に
基
づ
い
て
い
る
。
或
い

は
そ
れ
は
叡
智
的
も
し
く
は
可
想
的
存
在
で
あ
っ
て
、純
粋
に
し
て
曇
ら
ざ
る
思
惟
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

抽
象
的
思
惟
は
永
遠
の
相
の
も
と
に
あ
る
。
本
質
は
可
能
的
な
も
の
で
あ
る
と
共
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま

た
時
間
を
超
え
て
永
遠
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
実
的
存
在
は
時
間
的
で
あ
っ
て
、
実
存
す
る
の
は
つ
ね

に
特
定
の
或
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
抽
象
的
思
惟
に
よ
っ
て
は
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
抽
象
は
純
粋
存
在
の
可
想
的
媒
質
の
中
に
構
成
さ
れ
る
が
、
実
存
は
パ
ト
ス
（
感
情
）
を
伴
わ
な
い
場
合
が

な
い
。
伝
統
的
な
存
在
論
は
一
般
的
に
云
っ
て
本
質
的
存
在
の
存
在
論
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
固
よ
り
現
実
的
存

在
の
問
題
も
取
扱
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
現
実
的
存
在
は
本
質
的
存
在
か
ら
出
て
来
た
も
の
と

見
ら
れ
、
そ
の
出
て
来
る
元
と
し
て
つ
ね
に
本
質
的
存
在
が
考
え
ら
れ
、
現
実
的
存
在
は
可
能
的
な
本
質
の
実
現

さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
質
的
存
在
の
側
か
ら
、
そ
の
方
向
に
お
い
て
理
解
さ
れ
た
。
次
に

ま
た
伝
統
的
な
存
在
論
に
お
い
て
は
現
実
的
存
在
は
対
象
的
に
客
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
二
つ
の
点
に
お
い
て
実
存
哲
学
は
従
来
の
存
在
論
と
は
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
。
即
ち

こ
こ
で
は
人
間
の
実
存
が
ど
こ
ま
で
も
主
体
的
に
理
解
さ
れ
る
。
人
間
と
し
て
実
存
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に

は
、
行
為
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
此
れ
か
彼
れ
か
が
情
熱
を
も
っ
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て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
含
ま
れ
る
。
も
し
実
存
を
除
き
去
る
な
ら
ば
此
れ
か
彼
れ
か
と
い
う
こ
と
は
な
く

な
っ
て
し
ま
う
。
実
存
に
あ
っ
て
此
れ
か
彼
れ
か
と
い
う
こ
と
を
除
き
去
る
の
は
、
実
存
そ
の
も
の
を
除
き
去
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
抽
象
は
無
関
心
で
あ
る
が
、
実
存
は
実
存
者
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
で
あ
る
。
実

存
哲
学
は
実
存
の
本
性
に
従
っ
て
パ
ト
ス
的
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
実
存
は
根
本
的
に
時
間
的
で
あ
る
。
し

か
も
人
間
の
実
存
は
彼
の
主
体
的
な
生
存
と
し
て
各
々
の
人
間
に
と
っ
て
夫
々
の
実
存
が
あ
り
、
そ
れ
故
に
実
存

の
根
本
的
規
定
と
し
て
の
時
間
も
、
自
然
科
学
的
意
味
に
お
け
る
客
観
的
な
時
間
で
な
く
、
全
く
内
面
的
な
時
間

で
あ
る
。

六　
人
間
学
的
傾
向

実
存
の
哲
学
は
そ
の
内
容
に
お
い
て
人
間
学
（A

nthropologie

）
的
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
学
は
現
代
哲
学
の

一
つ
の
特
徴
的
な
傾
向
を
現
し
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
（Ludw

ig Feuerbach, 1804-72

）、
デ
ィ
ル
タ

イ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
は
人
間
学
の
思
想
を
明
瞭
に
述
べ
た
人
と
し
て
現
代
に
意
義
を
有
し
て
い
る
。
現
代
哲
学

が
人
間
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
代
に
お
い
て
人
間
の
一
義
的
な
規
定
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
の
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証
左
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
書
い
て
い
る
、「
如
何
な
る
時
代
に
お
い
て
も
人
間
の
本
質
及
び
起
原
に
関
す
る

見
解
が
我
々
の
時
代
に
お
け
る
よ
り
も
不
確
か
で
、
曖
昧
で
、
多
様
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
―
―
永
年
精
細
に
人

間
の
問
題
を
研
究
し
た
結
果
は
、
著
者
に
か
く
主
張
す
る
権
利
を
十
分
に
与
え
る
。
我
々
は
ほ
ぼ
一
万
年
に
亙
る

歴
史
に
お
い
て
人
間
が
徹
底
的
に
問
題
的
と
な
っ
た
最
初
の
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
人
間
は
彼
が
何

で
あ
る
か
を
も
は
や
知
ら
な
い
、
し
か
し
同
時
に
ま
た
彼
が
そ
れ
を
知
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。」
こ

の
よ
う
に
人
間
が
問
題
的
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
本
質
に
関
す
る
従
来
の
思
想
、
殊
に
人
間
の
本
質

は
理
性
で
あ
る
と
す
る
ギ
リ
シ
ア
以
来
支
配
的
な
人
間
観
即
ちi hom

o sapiensi

（
叡
智
人
）
の
人
間
学
が
怪
し
い

も
の
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
理
性
は
人
間
の
自
己
確
実
性
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
自
己
の
う
ち

な
る
、
神
的
な
、
永
遠
な
理
性
に
対
す
る
信
仰
に
し
て
自
明
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
間
は
自
己
の
存
在
の
確
実

性
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
有
し
、
従
っ
て
こ
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
具
体
的
に
、
根
源
的
に
問
う
こ
と
を
要

し
な
い
で
あ
ろ
う
。
理
性
の
人
間
学
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
決
定
的
な
影
響
の
も
と
に
従
来
の
殆
ど
凡
て
の
哲
学
に

と
っ
て
そ
の
基
礎
的
な
自
明
的
な
前
提
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ
れ
が
根
柢
か
ら
動
揺
さ
せ
ら
れ
る
に
至
っ
て
、

人
間
は
自
己
確
実
性
を
失
い
、
自
己
の
存
在
の
現
実
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
も
問
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
か

く
し
て
実
存
哲
学
は
現
代
の
不
安
の
哲
学
の
一
傾
向
に
属
し
、
寧
ろ
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。
尤
も
従
来
のi



三
七
〇

hom
o sapiensi

（
叡
智
人
）
の
人
間
学
に
代
っ
て
近
代
に
お
い
て
はi hom

o faberi

（
工
作
人
）
の
人
間
学
が
次
第

に
有
力
に
な
っ
て
来
た
。
工
作
人
の
人
間
学
は
現
代
哲
学
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
。
人
間
は「
道
具
を
作
る
動
物
」

（tool-m
aking anim

al

）
で
あ
る
と
見
る
こ
の
人
間
観
は
マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
の
基
礎
で
あ
り
、
ま
た
ア
メ
リ
カ

の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
（pragm

atism
i

実
用
主
義
）
の
哲
学
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
代
の
哲
学
の

多
く
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
に
お
い
て
さ
え
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
何
等
か
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク

な
見
解
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

七　
不
安
の
哲
学

不
安
の
哲
学
と
い
う
言
葉
は
現
代
哲
学
の
重
要
な
性
格
の
一
つ
を
表
し
て
い
る
。
そ
れ
は
世
界
戦
争i i

以
後
に
お

け
る
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
精
神
的
状
況
に
相
応
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
精
神
的
危
機
の
表
現
で
あ
る
。
か
の

い
わ
ゆ
る
戦
後
文
学
が
不
安
の
文
学
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
戦
後
哲
学
は
不
安
の
哲
学
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
お
け
る
根
本
概
念
は
実
に
ほ
か
な
ら
ぬ
「
不
安
」
で
あ
る
。

i
　
第
一
世
界
大
戦
（1914

〜18

）
を
指
す
。
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ニ
ー
チ
ェ
以
後
殆
ど
唯
一
の
世
界
的
哲
学
者
と
い
っ
て
好
い
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
し
て
も
、
戦
後
そ
れ
は
主
と

し
て
不
安
の
哲
学
の
意
味
に
解
釈
さ
れ
、
か
か
る
も
の
と
し
て
青
年
の
間
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
不
安
の

哲
学
の
一
般
的
特
徴
は
次
の
如
く
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
不
安
の
哲
学
は
時
間
的
で
あ
る
。
彼
の
主
著
が
『
存
在
と
時
間
』
と
名
付
け
ら
れ
た
如
く
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
の
哲
学
の
根
本
概
念
は
時
間
で
あ
り
、
時
間
に
対
す
る
特
殊
な
感
覚
、
熱
情
さ
え
も
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

（G
ottfried W

ilhelm
 Leibniz, 1646-1716

）
や
カ
ン
ト
が
自
我
の
中
心
と
し
て
統
覚
作
用
を
考
え
た
の
と
は
違
っ

て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
自
我
は
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
飛
躍
し
、
非
連
続
的
な
瞬
間
の
連
続
を
意
味
し
て

い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
依
れ
ば
、
彼
の
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
本
質
は
、
彼
の
何
時
に
お
い
て
も
完
成
さ
れ
ぬ
時

間
存
在
の
不
安
定
と
し
て
、
常
に
時
間
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
不
安
の
哲
学
は
一
面
的
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
が
も
と
精
神
病
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
イ
ド
（Sigm

und Freud, 1856-1939

）
の
精
神
分
析
学
が
広
汎
な
影
響

を
与
え
た
こ
と
も
現
代
に
と
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
お
よ
そ
理
知
、
理
性
、
一
般
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
に

対
す
る
信
頼
が
失
わ
れ
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
、
情
緒
的
な
生
活
が
人
間
の
根
本
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
あ
っ
て
は
世
界
に
お
け
る
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
表
す
も
の
は
気
分
で
あ
る
。
人
間
の
根
本
的
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規
定
は
関
心
（Sorge

）
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
れ
は
直
接
に
恐
怖
も
し
く
は
不
安
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。
不
安
に

お
い
て
顕
に
な
る
の
は
「
無
」
で
あ
る
、し
か
も
そ
れ
は
何
等
か
存
在
す
る
も
の
と
し
て
顕
に
な
る
の
で
は
な
い
。

無
は
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
不
安
は
無
の
把
握
で
あ
る
の
で
も
な
い
。
不
安
に
よ
っ
て
、
ま
た
不

安
に
お
い
て
無
が
顕
に
な
る
の
み
で
な
く
、
不
安
の
無
の
明
る
い
夜
の
う
ち
に
お
い
て
初
め
て
存
在
す
る
も
の
も

そ
の
も
の
と
し
て
根
源
的
に
顕
に
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
が
存
在
者
で
あ
っ
て
無
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

が
顕
に
な
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
存
在
す
る
も
の
の
否
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
全
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す

ら
、
本
来
の
無
に
達
す
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
不
安
に
お
い
て
顕
に
な
る
無
こ
そ
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
人

間
に
と
っ
て
顕
に
な
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
無
に
お
い
て
人
間
は
存
在
者
を
全
体
と
し
て
超
越

し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
問
が
形
而
上
学
の
包
括
的
な
問
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
無
に

つ
い
て
の
問
は
形
而
上
学
の
全
体
を
包
括
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

三
、
不
安
の
哲
学
は
主
観
性
の
哲
学
で
あ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
主
観
的
思
想
家
が
そ
の
モ
デ
ル
で
あ

る
。「
抽
象
的
思
惟
が
具
体
的
な
も
の
を
抽
象
的
に
理
解
す
る
と
い
う
課
題
を
有
す
る
の
と
は
違
っ
て
、
主
観
的

思
想
家
は
逆
に
抽
象
的
な
も
の
を
具
体
的
に
理
解
す
る
と
い
う
課
題
を
有
す
る
。
抽
象
的
思
惟
は
具
体
的
な
人
間

か
ら
眼
を
背
け
て
純
粋
な
人
間
を
見
る
。
主
観
的
思
想
家
は
抽
象
的
な
人
間
存
在
を
具
体
的
な
も
の
の
う
ち
に
理
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解
す
る
」。
し
か
る
に
具
体
的
な
も
の
、
現
実
的
な
も
の
、
い
わ
ゆ
る
実
存
的
な
も
の
と
は
こ
の
場
合
主
観
性
に

ほ
か
な
ら
ぬ
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
思
惟
の
根
本
的
な
範
疇
は
「
単
独
者
」（der Einzelne

）
で
あ
る
。
ま
た
ヤ

ス
パ
ー
ス
の
見
解
に
従
え
ば
、
哲
学
は
手
段
で
な
く
、
ま
し
て
魔
法
で
な
く
、
人
間
が
世
界
の
う
ち
へ
入
っ
て
ゆ

く
こ
と
に
お
け
る
意
識
で
あ
る
。
世
界
の
う
ち
へ
入
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
意
味
が
哲
学
す
る
こ
と
の
内
容
と
な
る
。

哲
学
的
生
活
は
、
ひ
と
が
単
に
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
命
令
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
追
わ
ね
ば
な
ら
な

い
よ
う
な
理
想
型
と
し
て
考
え
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
的
な
生
は
あ
ら
ゆ
る
人
に
と
っ
て
同
一
で
あ
る

よ
う
な
一
つ
の
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
は
そ
れ
故
に
知
識
の
客
観
的
妥
当
性
と
し
て
存
す
る
の
で
な
く
、
哲
学

的
な
生
は
却
っ
て
流
星
の
如
く
何
処
か
ら
と
も
何
処
へ
と
も
知
る
こ
と
な
く
人
間
の
存
在
を
貫
い
て
落
下
す
る
。

個
々
人
は
彼
の
「
自
己
存
在
」
の
跳
躍
に
よ
っ
て
そ
れ
と
一
緒
に
歩
い
て
ゆ
く
の
ほ
か
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
不
安
の
哲
学
は
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
語
を
用
い
れ
ば
、「
極
限
状
況
」（G

renzsituation

）
に
お
か
れ
た

人
間
の
表
現
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
。
何
よ
り
も
客
観
的
社
会
か
ら
孤
立
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間

は
か
く
の
如
き
主
観
的
な
極
限
状
況
に
追
い
や
ら
れ
る
。
世
界
は
そ
こ
で
は
そ
の
動
か
し
難
き
客
観
性
に
お
い
て

認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
哲
学
に
お
い
て
人
間
は
極
限
に
あ
る
も
の
に
よ
っ

て
根
源
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
極
限
に
あ
る
も
の
は
、
或
る
人
に
と
っ
て
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は
「
死
」
で
あ
り
、
ま
た
「
無
」
で
あ
り
、
他
の
人
に
と
っ
て
は
無
意
識
の
う
ち
に
乃
至
意
識
下
に
お
い
て
働
く

リ
ビ
ド
的
な
も
の
で
あ
る
。

八　
虚
無
と
創
造

と
り
わ
け
特
殊
な
虚
無
主
義
（N

ihilism
us

）
が
こ
れ
ら
の
代
表
的
な
思
想
を
特
色
付
け
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ

は
こ
の
よ
う
な
虚
無
主
義
を
歴
史
哲
学
的
に
評
価
し
た
。「
私
の
物
語
る
の
は
次
の
二
世
紀
の
歴
史
で
あ
る
。
私

は
来
る
べ
き
も
の
、
も
は
や
来
ら
ざ
る
を
得
ぬ
も
の
、
即
ち
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
到
来
を
描
く
。
こ
の
歴
史
は
今
す
で

に
物
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
必
然
性
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
働
い
て
い
る
か
ら
。
こ
の
未
来
は
す
で

に
幾
百
の
兆
し
に
お
い
て
語
り
、
こ
の
運
命
は
到
る
処
自
己
を
吿
げ
知
ら
せ
て
い
る
」、
と
彼
は
書
い
た
。
虚
無

主
義
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
第
一
に
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
き
世
界
の
解
体
と
没
落
と
に
伴

っ
て
必
然
的
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
現
に
来
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
虚
無
主
義
は
論
理
で

あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
倫
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
解
体
の
過
程
を
速
め
よ
う
と
す
る
哲
学
者
の
意
志
を
意
味

す
る
。
我
々
は
破
壊
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
没
落
を
み
ず
か
ら
意
欲
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
虚
無
に
面
接
す
る
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こ
と
を
恐
る
べ
き
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
説
く
の
は
逃
避
的
な
受
動
的
な
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
な
く
て
「
能
動
的
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
第
三
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
没
落
で
あ
る
と
同
時
に
端
初
を
意
味
す
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
「
デ

カ
ダ
ン
に
し
て
同
時
に
端
初
」
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
端
初
た
る
や
渾
沌
で
あ
り
、
こ
の
渾
沌
の
中
か
ら
輝
く
星

が
生
れ
て
来
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
虚
無
主
義
は
創
造
の
哲
学
と
結
び
付
く
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ

ェ
の
生
の
思
想
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
生
の
跳
躍
」（élan vital

）
の
思
想
と
屡
々
比
較
さ
れ
る
。
現
代
の
傾
向
的

な
思
想
家
シ
ェ
ス
ト
フ
（Leo Schestow, 1866-1938

）
は
「
虚
無
か
ら
の
創
造
」
と
云
っ
て
い
る
。
創
造
の
哲

学
者
と
し
て
有
名
な
の
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
れ
ば
、
生
命
は
創
造
的
な
運
動
で
あ
っ
て
、

そ
の
原
型
は
純
粋
持
続
で
あ
る
。
そ
の
一
々
の
瞬
間
は
個
々
異
質
的
で
あ
り
、
相
互
に
滲
透
し
て
流
動
す
る
。
こ

の
流
動
の
連
続
は
諸
々
の
状
態
の
継
起
と
見
ら
れ
る
が
、
実
を
云
え
ば
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
私
が
既
に
通
り
越
し

て
し
ま
っ
て
か
ら
そ
の
足
跡
を
見
る
た
め
に
振
返
っ
た
と
き
初
め
て
、
多
数
の
状
態
を
組
立
て
て
い
る
と
見
ら
れ

得
る
の
み
で
あ
る
。
私
が
体
験
し
て
い
る
間
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
何
処
で
そ
の
或
る
一
つ
が
終
り

何
処
で
他
の
一
つ
が
始
ま
る
と
も
云
い
得
ぬ
ほ
ど
緊
密
に
有
機
的
に
結
合
し
て
お
り
、
一
の
共
通
の
生
に
よ
っ
て

深
く
生
か
さ
れ
て
い
る
。
凡
て
は
相
互
に
融
合
し
て
進
展
す
る
。
し
か
る
に
我
々
の
知
性
は
か
か
る
異
質
的
滲
透

的
連
続
的
発
展
を
捉
え
る
手
段
で
は
な
い
。
知
性
は
同
質
性
と
反
覆
と
を
目
差
し
、
並
置
と
空
間
化
と
を
仕
事
と
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す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
我
々
が
行
動
し
生
産
す
る
た
め
に
は
欠
き
得
ぬ
条
件
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
だ
け
実
在
の
認
識
に
と
っ
て
は
不
十
分
で
不
完
全
で
あ
る
。
実
在
は
た
だ
直
観
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
直
観
は
知
的
共
感
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
物
の
独
特
で
概
念
的
に
表
現
し
能
わ
ぬ

も
の
と
直
接
に
合
一
せ
ん
が
た
め
に
、
そ
の
物
の
内
部
に
身
を
運
び
込
み
、
か
く
て
内
か
ら
そ
れ
を
捉
え
る
。
運

動
は
分
ち
得
ぬ
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
出
発
点
も
到
着
点
も
問
題
と
な
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
ひ
と
は
未
来
に

つ
い
て
過
去
に
類
似
せ
る
も
の
若も
し

く
は
過
去
の
諸
要
素
に
類
似
せ
る
諸
要
素
を
も
っ
て
再
び
組
立
て
得
る
も
の
の

ほ
か
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
そ
の
各
々
の
瞬
間
が
独
創
的
な
全
体
的
流
動
的
過
程
に
あ
っ
て
は
あ
ら
ゆ
る
予

知
が
拒
ま
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
と
結
び
付
け
て
ソ
レ
ル
（G

eorges  Sorel, 1847-1922

）

は
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
（syndicalism

e
）
の
社
会
変
革
理
論
に
お
け
る
「
神
話
」
の
説
を
建
て
た
。

九　
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興

と
こ
ろ
で
不
安
の
哲
学
が
中
間
的
な
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
す
る
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
ジ
ー
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
マ
ル
キ
シ
ズ
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ム
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
仕
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

既
に
一
九
一
〇
年
新
カ
ン
ト
派
の
一
頭
目
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
つ
い
て
語
っ
た
。
こ
の
傾
向

は
ヘ
ー
ゲ
ル
百
年
忌
（
一
九
三
一
年
）
を
契
機
と
し
て
最
高
潮
に
達
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
お
い
て
も
先
ず
最

初
は
ヘ
ー
ゲ
ル
そ
の
も
の
が
著
し
く
か
の
生
の
哲
学
の
方
向
に
解
釈
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
の
こ
の
新
し
い
傾

向
を
喚
び
起
し
た
人
と
し
て
、
我
々
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
功
績
を
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が

も
と
生
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
模
範
的
な
仕
方
で
示
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
諸
概
念
は
か
よ
う
な

努
力
に
よ
っ
て
そ
の
論
理
的
な
硬
直
さ
を
脱
し
て
、
よ
り
0

0

生
命
的
、
よ
り
0

0

流
動
的
な
ら
し
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
更

に
永
い
間
ヘ
ー
ゲ
ル
に
負
わ
さ
れ
て
来
た
合
理
主
義
者
と
い
う
名
は
反
対
の
も
の
に
転
化
さ
れ
た
。
ク
ロ
ー
ネ
ル

（R
ichard K

roner, 1884-

【1974

】）
に
依
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
寧
ろ
最
大
の
非
合
理
主
義
者
で
あ
る
。
グ
ロ
ッ
ク

ネ
ル
（H

erm
ann G

lockner, 1896-

【1979
】）
も
、
従
来
ヘ
ー
ゲ
ル
の
汎
論
理
主
義
（Panlogism

us

）
と
呼
ば
れ

た
も
の
の
う
ち
に
非
合
理
性
の
問
題
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
も
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
の
直
観
的
記
述
的
性
質
を
強
調
し
、
弁
証
法
は
芸
術
的
天
才
の
直
観
に
比
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
グ
ロ
ッ
ク
ネ
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
を
新
し
い
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
興
起
と
し
て
理
解
し
よ
う

と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
弁
証
法
に
直
観
的
性
質
を
認
め
る
と
同
時
に
、
ク
ロ
ー
ネ
ル
や
グ
ロ
ッ
ク
ネ
ル
の
如
き
ヘ
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ー
ゲ
ル
主
義
者
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
復
興
を
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
そ
の
も
の
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
新
カ
ン
ト
派
に

属
し
て
い
た
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
（Ernst C

assirer, 1874-

【1945

】）
及
び
ハ
ル
ト
マ
ン
の
思
想
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生

の
哲
学
の
流
を
汲
む
リ
ッ
ト
の
思
想
、
或
い
は
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
か
ら
出
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
等

の
う
ち
に
も
認
め
る
。
現
代
哲
学
の
主
要
な
潮
流
を
な
す
こ
れ
ら
新
カ
ン
ト
派
、
生
の
哲
学
、
現
象
学
な
ど
の
最

近
の
傾
向
の
う
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
顕
著
な
事
実
で
あ
り
、
こ
の
場
合
ヘ

ー
ゲ
ル
的
な
も
の
と
い
う
の
は
主
と
し
て
弁
証
法
的
な
考
え
方
を
指
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
弁
証
法
は
、
そ
の
流

派
の
如
何
を
問
わ
ず
最
近
の
哲
学
の
重
要
な
特
徴
を
形
作
っ
て
い
る
。
就
中
、
生
の
哲
学
は
も
と
も
と
固
定
し
た

悟
性
と
概
念
、
抽
象
的
な
分
離
的
な
思
惟
、
機
械
的
な
見
方
に
反
対
し
て
起
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
そ
れ

は
既
に
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
弁
証
法
的
な
考
え
方
を
含
ん
で
い
る
。
ジ
ン
メ
ル
は
そ
の
晩
年
の
著
作
の
中
で
「
生

の
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
、「
イ
デ
ー
へ
の
転
向
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
が
、
か
か
る
思
想
の
う
ち
に
は
弁

証
法
的
な
考
え
方
が
見
出
さ
れ
る
。
か
く
の
如
く
方
法
的
に
見
れ
ば
、
現
代
哲
学
の
多
く
は
何
程
か
ヘ
ー
ゲ
ル
の

影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か
し
内
容
的
に
見
れ
ば
、
復
興
し
て
い
る
の
は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
寧
ろ
ニ
ー
チ
ェ
で
あ

り
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
り
、
或
る
意
味
に
お
い
て
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
寧
ろ
カ
ン
ト
で
あ
り
、
も
し
く
は

シ
ュ
リ
ン
グ
で
あ
る
。
こ
の
事
情
は
、
先
ず
、
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
い
う
こ
と
も
、
現
代
哲
学
に
お
け
る
生
の
哲
学
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へ
の
傾
向
を
広
義
に
解
す
る
と
き
、
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
こ
の
一
般
的
な
傾
向
の
内
部
に
お
け
る
一
方
向
を
表

す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
次
に
、
か
く
の
如
き
生
の
哲
学
が
最
近
に
お
い
て
は
実
存
哲
学
に
転
化
し
て
来
た

と
い
う
こ
と
に
相
応
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
〇　
有
機
体
説
と
弁
証
法

し
か
る
に
弁
証
法
と
い
う
も
の
も
種
々
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
弁
証
法
を
体
系
的
に
叙
述
し
た
最

初
の
人
で
あ
る
が
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
そ
れ
を
美
的
弁
証
法
と
し
て
特
色
付
け
た
。
そ
れ
に
お
い
て
は
有
限
な

も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
間
の
、
従
っ
て
人
間
と
神
と
の
間
の
性
質
的
な
差
別
が
な
く
さ
れ
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー

ル
は
こ
の
点
に
、
ま
た
特
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
の
、
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的

な
も
の
と
の
一
致
―
―
こ
れ
が
美
的
の
元
の
意
味
で
あ
る
―
―
の
思
想
に
反
対
し
た
。「
有
限
な
存
在
者
―
―
人

間
は
実
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
―
―
に
と
っ
て
は
、
彼
が
時
間
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
（
ひ
と
は
彼
の
学
校
教
科

書
を
め
く
っ
て
み
る
が
よ
い
）
限
り
、
否
定
的
な
無
限
が
最
高
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
肯
定
的
な
も
の
は
一
の

覚
束
な
い
安
心
で
あ
る
、」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
軽
蔑
し
た
悪
し
き
無
限
、
限
り
な
き
進
行
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の
無
限
が
、
寧
ろ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
有
限
な
存
在
者
に
と
っ
て
最
高
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
彼

は
「
性
質
的
弁
証
法
」（die qualitative D

ialektik

）
を
説
い
た
。「
宗
教
的
な
も
の
は
専
ら
性
質
的
に
弁
証
法
的

で
あ
っ
て
、
美
学
が
そ
の
う
ち
に
自
己
の
課
題
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
量
を
軽
蔑
す
る
」。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は

美
的
弁
証
法
で
あ
り
、
主
観
的
な
も
の
を
量
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
く
し
て
し
ま
い
、
神
と
人
間
と
の
間
の
永

久
の
、
本
質
的
な
、
性
質
的
な
差
別
を
止
揚
し
て
し
ま
う
。
性
質
的
弁
証
法
は
こ
の
差
別
が
固
持
さ
れ
る
と
こ
ろ

に
あ
る
。
し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
対
し
て
か
く
の
如
き
非
難
の
生
ず
る
一
つ
の
理
由
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証

法
と
い
わ
れ
る
も
の
の
う
ち
に
有
機
体
説
（O

rganologie

）
の
要
素
が
含
ま
れ
る
た
め
で
あ
る
。
弁
証
法
が
発
展

の
理
論
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
有
機
体
説
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
両
者
の
間

に
は
相
違
が
あ
る
。

一
、
有
機
的
発
展
は
い
ず
こ
に
お
い
て
も
絶
え
ず
連
続
的
な
発
展
で
あ
る
。
し
か
る
に
弁
証
法
的
発
展
は
転
化

も
し
く
は
飛
躍
の
契
機
を
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
発
展
と
し
て
連
続
的
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
う
ち
に
非
連
続
性

を
抱
い
て
い
る
。
こ
こ
に
弁
証
法
に
お
け
る
推
移
の
積
極
的
な
意
味
が
存
し
て
い
る
。

二
、
そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
有
機
的
発
展
で
は
そ
の
発
展
の
動
因
と
な
る
も
の
は
諸
部
分
を
包
む
統
一
で
あ

り
、
統
一
的
全
体
の
個
々
の
部
分
の
間
の
平
衡
を
得
た
交
互
作
用
で
あ
る
が
、
弁
証
法
的
発
展
の
動
因
は
全
体
の



三
八
一

現
代
哲
学
思
潮

う
ち
に
内
在
す
る
矛
盾
で
あ
る
。
矛
盾
は
凡
て
の
運
動
と
生
命
性
と
の
根
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
は
調
和

的
で
あ
る
に
反
し
て
、
他
は
闘
争
的
で
あ
る
。

三
、
そ
の
こ
と
と
関
係
し
て
、
有
機
的
発
展
に
お
い
て
は
つ
ね
に
保
存
と
い
う
こ
と
が
主
と
な
り
、
弁
証
法
に

お
い
て
は
保
存
と
同
時
に
破
壊
が
、
肯
定
と
同
時
に
否
定
が
特
に
重
要
で
あ
る
。
従
っ
て
前
者
は
改
良
主
義
的
で

あ
り
、
後
者
は
革
命
主
義
的
で
あ
る
。

四
、
有
機
的
発
展
に
お
い
て
は
全
体
は
所
与
の
性
質
を
有
す
る
に
反
し
、
弁
証
法
的
発
展
に
お
い
て
は
全
体
は

寧
ろ
課
題
の
性
格
を
担
う
。
発
展
の
理
解
は
発
展
の
動
因
の
理
解
を
中
心
と
す
る
。
と
こ
ろ
で
有
機
的
発
展
に
あ

っ
て
は
そ
れ
は
全
体
で
あ
り
、
全
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
け
る
部
分
の
間
の
交
互
作
用
で
あ
る

か
ら
、
全
体
が
自
己
完
了
的
な
統
一
体
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
し
て
か
か
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て

理
解
さ
れ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
発
展
は
現
実
的
に
理
解
さ
れ
な
い
。
全
体
は
こ
の
場
合
テ
ロ
ス
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
有
機
的
全
体
は
完
結
的
全
体
で
あ
る
。
弁
証
法
的
発
展
も
、
発
展
で
あ
る
以
上
、
保
存
の
一
面
を

含
ん
で
い
る
よ
う
に
、
ま
た
何
等
か
の
統
一
何
等
か
の
全
体
の
理
解
な
し
に
は
、
把
握
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
場
合
発
展
の
動
因
と
な
る
の
は
ま
さ
に
矛
盾
と
闘
争
で
あ
る
故
、
発
展
の
把
握
の
た
め
に
テ
ロ
ス
的

な
全
体
、
究
極
的
な
統
一
は
必
ず
し
も
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
必
要
な
の
は
た
だ
当
の
矛
盾
の
綜
合
た
る
べ
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き
次
の
段
階
に
お
け
る
全
体
、
い
わ
ば
暫
時
的
な
統
一
で
あ
る
。
有
機
的
発
展
と
弁
証
法
的
発
展
と
の
間
に
お
け

る
か
く
の
如
き
相
違
は
、
正
確
に
云
え
ば
、
統
一
の
概
念
の
具
え
る
終
局
性
へ
の
傾
向
、
矛
盾
の
概
念
の
含
む
過

渡
性
へ
の
傾
向
と
い
う
両
者
の
傾
向
の
相
違
の
表
現
で
あ
る
。

五
、
有
機
的
発
展
に
あ
っ
て
は
全
体
は
構
造
の
概
念
に
お
い
て
、
弁
証
法
的
発
展
に
あ
っ
て
は
全
体
は
寧
ろ
層

の
概
念
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
構
造
に
お
い
て
は
全
体
は
所
与
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
構
造
と
い
う
も
の
を
力
説
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
も
、
構
造
で
は
全
体
が
根
源
的
に
与
え
ら
れ
る
と
繰
返
し
述

べ
て
い
る
。
し
か
る
に
成
層
的
発
展
に
お
い
て
は
層
か
ら
層
へ
と
畳
み
重
ね
ら
れ
て
ゆ
き
は
す
る
が
、
全
体
は
必

ず
し
も
完
結
的
、
封
鎖
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
云
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
が
ひ
と

つ
の
発
展
で
あ
る
限
り
有
機
的
発
展
の
場
合
に
も
全
体
は
課
題
の
意
味
を
全
然
も
た
ぬ
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も

重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
と
き
こ
の
課
題
そ
の
も
の
が
な
お
何
等
か
自
己
完
了
的
な
も
の
、
従
っ
て
何
等
か
与
え
ら

れ
た
も
の
の
意
味
を
つ
ね
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ま
こ
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
マ
ル
ク
ス
主
義
は
弁
証
法
的
で
あ
り
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
は
有
機
体
説
的
で
あ

る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
弁
証
法
を
そ
の
合
理
的
核
心
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
こ
れ
を
唯
物
論
的
基
礎
に
お
か
ね

ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
。
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx, 1818-83

）
に
至
っ
て
観
念
論
か
ら
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唯
物
論
に
転
化
し
た
。
こ
れ
に
反
し
て
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
は
観
念
論
的
で
有
機
体
説
的
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
全
体
主

義
の
論
理
は
か
か
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
シ
ュ
パ
ン
（O

thm
ar Spann, 1878-

【1950

】）
の
普
遍

主
義
（U

niversalism
us

）
に
お
い
て
代
表
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
は
そ
の
権
威
の
思
想

に
よ
っ
て
有
機
体
説
を
離
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
有
機
体
説
は
内
在
論
で
あ
り
、
権
威
は
何
等
か
超
越
的

な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
有
機
体
説
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
が
如
き
合
理
性
を
失

っ
て
非
合
理
主
義
に
転
化
す
る
。
か
か
る
非
合
理
主
義
は
有
機
体
の
具
体
的
な
形
象
が
生
物
で
あ
る
よ
う
に
生
物

学
主
義
と
な
っ
て
現
れ
る
。
種
族
乃
至
民
族
が
、
即
ち
血
と
地
が
神
秘
化
さ
れ
て
哲
学
的
原
理
に
ま
で
高
め
ら
れ

る
。
ナ
チ
ス
の
代
表
的
理
論
家
ロ
ー
ゼ
ン
ベ
ル
ク
（A

lfred R
osenberg, 1893-

【1946

】）
の
『
廿
世
紀
の
神
話
』

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
イ
タ
リ
ア
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
代
表
的
哲
学
者
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
（G

iovanni 

G
entile, 1875-

【1944

】）
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
主
義
的
観
念
論
的
傾
向
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一　
文
化
と
社
会

文
化
社
会
学
（Soziologie der K

ultur;  K
ultursoziologie

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
成
立
は
比
較
的
新
し
い
。

そ
れ
の
端
緒
は
既
に
種
々
の
方
面
に
存
し
て
い
た
に
し
て
も
、
そ
れ
が
一
の
学
的
自
覚
を
も
っ
て
現
れ
た
の
は
、

い
わ
ゆ
る
形
式
社
会
学
（Form
ale Soziologie

）
に
対
す
る
意
識
的
な
対
立
に
お
い
て
で
あ
る
。
文
化
社
会
学
は

形
式
社
会
学
の
反
対
物
と
し
て
生
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
先
ず
そ
れ
の
特
色
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

形
式
社
会
学
に
反
対
し
て
文
化
社
会
学
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
は
、
具
体
的
な
社
会
的
生
活
の
全
体
を
研
究
の
対

象
と
し
、
そ
の
う
ち
に
お
い
て
歴
史
の
運
動
の
過
程
を
把
握
し
、
現
代
の
活
き
た
問
題
の
解
決
の
た
め
の
指
針
を

獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
そ
の
文
化
社
会
学
の
理
念
に
お
い
て
こ
の
こ

と
を
強
調
し
て
い
る
（A

lfred W
eber, Ideen zur Staats- und K

ultursozilogie, 1927.

）。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会

学
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
で
、
基
礎
的
な
こ
と
は
、
絶
え
ず
流
動
す
る
も
の
、
運
動
す
る
も
の
と
し
て
の
生
の
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直
観
で
あ
り
、
こ
の
根
本
直
観
を
決
し
て
離
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
近
代
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
社

会
学
は
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
い
て
、
こ
の
根
本
直
観
を
失
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
大
部
分
が
生
に
疎
遠
な

も
の
と
な
り
、
誰
に
も
満
足
を
与
え
な
い
よ
う
な
体
系
化
と
形
式
化
と
に
陥
り
、
全
体
の
生
の
流
の
包
括
と
分
析

と
か
ら
眼
を
そ
む
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
問
題
に
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
即
ち
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
社
会
学
が
形
式
社
会
学
に
お
い
て
生
に
疎
遠
な
も
の
と
な
っ
た
の
に
対
し
、
そ
れ
を
再
び
生
に

接
近
せ
し
め
る
こ
と
を
も
っ
て
、
文
化
社
会
学
の
任
務
で
あ
る
と
考
え
た
。「
我
々
自
身
の
運
命
に
つ
い
て
の
問

は
我
々
を
歴
史
へ
駆
る
。」
と
彼
は
云
う
。
我
々
は
歴
史
の
流
に
お
い
て
何
処
に
あ
る
の
で
あ
る
か
、
を
我
々
は

知
ろ
う
と
欲
し
、
ま
た
知
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
の
如
何
な
る
運
動
に
我
々
は
避
け
難
く
服
従
せ
し
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
、
そ
の
如
何
な
る
運
動
を
我
々
は
変
化
し
得
る
の
で
あ
る
か
、
如
何
な
る
点
に
お
い
て
そ
れ
に
干

渉
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
か
く
の
如
き
問
題
に
対
し
て
は
、
単
に
個
別
化
的
方
法
に
よ
る
歴
史
学
の
み
で
は
答
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
こ
に
社
会
学
な
る
も
の
の
必
要
が
あ
る
。
か
か
る
社
会
学
は
普
通
に
社
会
学
の
課
題
と
さ

れ
て
い
る
も
の
、
即
ち
社
会
的
共
同
生
活
の
諸
形
式
の
分
析
と
い
う
こ
と
よ
り
も
遥
か
に
包
括
的
な
普
遍
的
な
課

題
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
化
社
会
学
は
歴
史
的
生
活
の
全
体
を
分
析
的
に
、
そ
し
て
同
時
に
綜
合
的
に
研
究
す

る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
歴
史
社
会
学（G

eschichtssoziologie

）
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と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
し
て
彼
に
よ
れ
ば
、
歴
史
社
会
学
も
し
く
は
文
化
社
会
学
は
、
従
来
歴
史
哲
学
が
な
し
て
来

た
或
は
な
そ
う
と
し
た
こ
と
を
引
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
唯
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
、
よ
り
経
験
的
な
、

よ
り
実
証
的
な
方
法
か
ら
借
り
て
来
ら
れ
た
手
段
を
も
っ
て
そ
の
こ
と
を
な
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
そ

う
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
化
社
会
学
は
或
る
意
味
で
は
社
会
学
を
そ
れ
が
以
前
に
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
返
そ
う

と
い
う
企
て
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
社
会
学
は
そ
の
当
初
歴
史
哲
学
的
で
あ
り
、
歴
史
哲
学
か
ら
生
れ
た
も

の
で
あ
っ
た
。
文
化
社
会
学
は
、
人
間
の
間
の
諸
関
係
を
取
扱
う
限
ら
れ
た
科
学
と
し
て
の
社
会
学
を
、
そ
れ
が

嘗
て
あ
っ
た
よ
う
に
、
社
会
的
歴
史
的
全
体
に
つ
い
て
の
理
論
に
な
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
我
々
が

今
日
、
新
し
い
文
化
社
会
学
の
問
題
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
諸
問
題
の
う
ち
に
は
、
例
え
ば
コ
ン
ト

の
そ
れ
の
如
き
旧
社
会
学
に
お
い
て
、
或
は
ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
次
第
に
実
証
的
に
な
っ
た
諸
々
の
歴
史
哲
学
に
お
い

て
、
既
に
何
等
か
の
仕
方
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
う
文
化
社
会
学
も
し
く
は
歴
史
社
会
学
の
基
礎
は
、
固
よ
り
、
人
間
歴
史

の
全
体
的
過
程
の
内
容
的
な
意
味
解
釈
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
却
っ
て
歴
史
的
世
界
の
一
般
的
構
造
論
で

あ
る
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
歴
史
的
世
界
の
構
造
は
、
三
つ
の
過
程
、
相
異
な
る
三
つ
の
生
の
領
域
に
属
す

る
三
つ
の
運
動
形
式
か
ら
成
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
も
の
は
相
互
に
混
合
し
浸
透
し
合
っ
て
つ
ね
に
一
の
統
一
を
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形
作
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
の
全
体
は
た
だ
思
想
に
お
い
て
の
み
分
解
さ
れ
分
析
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
三
つ
の
領
域
を
区
別
し
、
そ
れ
の
相
異
な
る
運
動
傾
向
を
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
顕
に
さ

れ
る
よ
う
な
一
の「
存
在
論
的
な
事
実
」で
あ
る
。三
つ
の
も
の
の
う
ち
第
一
は
社
会
過
程（G

esellschaftsprozess

）

で
あ
る
。
今
日
の
経
済
学
、
経
済
的
並
び
に
社
会
的
発
展
段
階
に
関
す
る
理
論
、
政
治
学
、
ま
た
社
会
心
理
学
の

大
部
分
が
取
扱
っ
て
い
る
対
象
は
、
こ
れ
に
属
す
る
。
社
会
過
程
は
つ
ね
に
大
き
な
、
身
体
的
な
生
命
統
一
体
、

最
広
義
に
お
け
る
民
族
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
一
の
歴
史
体
か
ら
他
の
歴
史
体
へ
と
伝
え
ら

れ
る
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
同
一
に
と
ど
ま
る
主
体
の
連
続
的
な
歴
史
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
身
体
的
な
統
一
か

ら
他
の
身
体
的
な
統
一
へ
飛
躍
す
る
生
命
で
あ
る
。
自
然
的
な
人
間
的
衝
動
並
び
に
意
志
の
諸
力
の
全
体
は
か
か

る
歴
史
的
な
運
命
共
同
体
の
各
々
に
お
い
て
、
地
理
的
及
び
風
土
的
諸
条
件
の
影
響
の
も
と
に
、
一
定
の
形
態
に

或
は
寧
ろ
相
継
起
す
る
諸
形
態
の
一
系
列
に
も
た
ら
さ
れ
る
。
社
会
学
は
、
世
界
史
的
文
化
を
担
う
諸
々
の
社
会

体
の
う
ち
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
命
の
相
違
に
も
拘
ら
ず
、
ど
こ
に
で
も
類
型
的
に
繰
返
さ
れ
て
い
る
諸
形

態
及
び
発
展
序
列
を
求
め
、
ま
た
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
つ
ね
に
ひ
と
つ
の
一
般
的
な
社
会
的
発
展
の
原

理
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
人
間
の
自
然
的
な
衝
動
力
並
び
に
意
志
力
か
ら
し
て
確
固
た
る
社
会
的
組
織
を
形
成
す

る
こ
の
よ
う
な
社
会
発
展
の
内
部
に
お
い
て
、
次
に
二
重
の
意
識
発
展
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
二
つ
の
過
程
の



三
八
八

律
動
と
動
態
と
は
明
瞭
に
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
範
疇
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
か
く
て
先
ず
第
二
に
文
明

過
程
（Zivilisationsprozess

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
文
明
過
程
は
だ
い
た
い
直
線
的
上
昇
的
に
発
展
し
、
従
っ

て
そ
れ
に
は
固
有
な
意
味
に
お
け
る
「
進
歩
の
観
念
」
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
容
的
に
は
そ
れ
は
甚

だ
種
々
な
る
活
動
を
包
括
す
る
、
人
間
の
進
み
行
く
理
知
化
、
世
界
に
対
す
る
粗
樸
な
態
度
の
反
省
さ
れ
た
、
知

的
に
形
作
ら
れ
た
態
度
へ
の
変
化
、
更
に
諸
経
験
の
、
科
学
的
諸
認
識
の
、
実
際
的
諸
知
見
の
客
観
的
宇
宙
の
構

成
、
最
後
に
こ
れ
ら
の
諸
認
識
の
実
践
的
諸
目
的
へ
の
適
用
、
即
ち
自
然
の
征
服
の
た
め
の
道
具
、
組
織
の
原
理
、

技
術
的
方
法
の
発
達
、
等
は
文
明
過
程
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
属
し
て
い
る
。
全
体
的
に
見
て
、
文
明
過
程
は
存
在

の
進
歩
し
行
く
合
理
化
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
過
程
を
現
す
根
本
範
疇
は
発
見
（Entdecken

）
の
範
疇

で
あ
る
。
文
明
の
諸
価
値
は
創
造
さ
れ
る
の
で
な
く
、
発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
知
的
活
動
に
と

っ
て
先
在
的
に
存
し
、
唯
こ
の
も
の
を
俟
っ
て
人
間
の
自
覚
に
引
き
入
れ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
か
か
る
範
疇
的

な
構
造
に
従
っ
て
、
文
明
化
の
歴
史
的
運
動
法
則
が
生
ず
る
。
文
明
過
程
は
一
部
分
一
部
分
、
一
歩
一
歩
実
現
さ

れ
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
限
り
、
原
理
的
に
は
も
は
や
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
文
明
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
と
っ

て
妥
当
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
一
の
歴
史
の
担
い
手
か
ら
他
の
歴
史
の
担
い
手
へ
そ
の
ま
ま
伝
承

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
明
過
程
は
人
類
の
全
歴
史
を
貫
い
て
一
線
を
描
く
一
の
普
遍
的
な
過
程
で
あ
る
。
そ
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れ
は
本
質
的
に
人
類
的
で
あ
っ
て
、或
る
限
ら
れ
た
歴
史
体
に
専
ら
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
な
い
。

然
る
に
第
三
の
も
の
、
文
化
過
程
（K

ulturprozess

）
は
文
明
過
程
と
は
反
対
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
発
見
の
範
疇
の
代
り
に
創
造
（Schaffen

）
の
範
疇
が
現
れ
る
。
普
遍
的
な
、
ど
こ
へ
で
も
移
さ
れ
る
こ
と
の

で
き
る
有
用
物
の
世
界
に
代
っ
て
、
人
間
性
の
精
神
的
本
質
を
表
現
し
、
そ
れ
自
身
の
独
特
な
、
究
極
に
お
い
て

伝
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
内
容
を
含
む
多
様
な
る
象
徴
が
現
れ
る
。
純
粋
な
文
化
創
造
物
は
、
そ
れ
が
そ
の
中
で
作

ら
れ
た
歴
史
体
か
ら
解
き
離
し
、
そ
れ
を
移
植
し
も
し
く
は
繰
返
す
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
文
化
的
世
界
の
範

疇
的
な
構
造
か
ら
そ
れ
の
歴
史
的
過
程
の
法
則
が
従
っ
て
来
る
。
各
々
の
文
化
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
完
結
し
た

も
の
で
あ
り
、
相
互
の
間
に
接
触
が
あ
る
に
し
て
も
、
本
質
的
に
は
一
定
の
歴
史
圏
と
離
れ
難
く
結
合
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
個
々
の
創
造
物
は
或
る
情
況
に
お
い
て
噴
出
的
に
、
突
起
的
に
出
現
す
る
。
そ
し
て
そ
の
間
に
何
等
か

の
規
則
性
と
聯
関
、
生
産
性
と
不
生
産
性
と
の
段
階
、
停
滞
と
衰
微
と
の
段
階
、
様
式
の
変
化
、
表
現
意
志
及
び

表
現
形
式
の
変
化
の
如
き
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
か
よ
う
な
規
則
性
は
少
な
く
と
も
社
会
過
程
の
発
展
段
階

と
無
関
係
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
的
現
実
の
生
長
、
成
熟
、
老
衰
と
精
神
的
文
化
の
生
長
、
成
熟
、
老
衰
と

の
間
に
は
「
一
種
の
平
行
関
係
」
が
存
し
て
い
る
。

社
会
過
程
、文
明
過
程
、文
化
過
程
は
、存
在
的
に
相
違
す
る
力
の
領
域
及
び
そ
の
運
動
形
式
を
現
す
に
し
て
も
、
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生
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は
一
の
分
離
し
難
き
統
一
を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
三
つ
の
領
域
の
力
の
合
同
の
特
殊
な

仕
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
生
ず
る
情
況
を
ば
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
歴
史
的
・
社
会
学
的
布
置

（historisch-soziologische K
onstellation

）
も
し
く
は
単
に
社
会
学
的
布
置
と
名
付
け
た
。
か
よ
う
な
社
会
学
的

布
置
及
び
そ
れ
の
歴
史
過
程
に
お
け
る
変
化
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
を
構
成
す
る

三
つ
の
領
域
が
思
想
に
お
い
て
分
た
れ
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
文
化
社
会
学
も
し
く
は
歴
史
社
会

学
の
任
務
は
、
普
通
に
い
う
社
会
学
を
越
え
て
、
歴
史
の
全
過
程
を
そ
れ
の
社
会
学
的
諸
布
置
に
従
っ
て
分
析
し
、

一
定
の
時
代
及
び
種
々
な
る
歴
史
圏
に
お
け
る
そ
れ
の
全
体
的
面
貌
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
必
要
な
、
文
化
社
会
学
に
と
っ
て
最
初
の
、
基
礎
的
な
仕
事
は
、
社
会
過
程
、
文
明
過
程
、
文
化
過
程

の
三
つ
を
思
想
的
に
分
析
し
、
そ
れ
の
特
殊
な
運
動
法
則
を
捉
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
歴
史
的
世
界
の
構
造
論
的
分
析
は
そ
れ
だ
け
で
終
ら
な
い
。
本
来
の
文
化
社
会
学
的
な
原
理
問
題

は
寧
ろ
次
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
ら
三
つ
の
過
程
の
相
互
の
動
的
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
か
。
如
何
な
る
法
則
性
に
従
っ
て
そ
れ
ら
は
具
体
的
な
歴
史
的
な
全
体
的
情
況
に
お
い
て
互
い
に
結
び
付
き
、

貫
通
し
、
影
響
す
る
の
で
あ
る
か
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
化
社
会
学
は
単
に
社
会
過
程
を
の
み
問
題
に
す
る

の
で
は
な
い
。
却
っ
て
社
会
に
対
す
る
文
化
及
び
文
明
の
一
般
的
動
的
関
係
が
そ
れ
に
と
っ
て
基
礎
的
な
問
題
で
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な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
文
化
社
会
学
は
歴
史
体
の
全
体
を
そ
の
対
象
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
そ
れ
は
こ
の
全
体

を
そ
の
社
会
的
構
造
か
ら
考
察
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
他
の
諸
要
素
を
社
会
的
運
動
に
関
係
付
け
る
。

社
会
過
程
に
対
す
る
文
明
と
文
化
と
の
関
係
は
相
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
な
ぜ
な
ら
文
明
と
文
化
と

は
、
そ
の
意
味
、
そ
の
範
疇
的
な
構
造
、
そ
の
内
在
的
な
運
動
法
則
を
異
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
文
明
過
程
は
社

会
に
対
し
て
そ
の
存
在
形
式
の
構
成
の
た
め
の
技
術
的
手
段
を
提
供
し
、
然
る
に
文
化
過
程
は
社
会
に
と
っ
て
そ

の
精
神
的
本
質
の
表
現
の
諸
象
徴
を
創
造
す
る
。両
者
の
社
会
生
活
に
対
す
る
関
係
は
全
く
層
を
異
に
し
て
お
り
、

そ
れ
の
運
動
に
対
し
て
両
者
が
作
用
し
返
す
仕
方
も
異
な
っ
て
い
る
。

文
明
の
状
態
は
社
会
秩
序
の
構
造
を
規
定
す
る
本
質
的
な
要
素
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
新
し
い
技
術
、
新
し
い
知

識
の
提
供
に
よ
っ
て
文
明
の
運
動
は
社
会
の
構
造
に
重
大
な
変
化
を
与
え
る
。
啓
蒙
時
代
の
全
歴
史
叙
述
が
拠
っ

て
お
り
、
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
な
お
原
理
的
に
は
そ
れ
に
囚
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
独
断
的
な
「
進
化
的
」

歴
史
哲
学
は
、
社
会
発
展
に
対
す
る
文
明
過
程
の
こ
の
よ
う
な
作
用
を
絶
対
的
に
見
る
こ
と
に
も
と
づ
く
、
と
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
考
え
る
。
そ
う
す
る
と
き
必
然
的
に
人
間
歴
史
を
技
術
的
・
物
質
的
な
、
合
理
的
・

理
知
的
な
進
歩
の
歴
史
と
同
一
視
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
ず
る
。
然
し
な
が
ら
実
際
に
お
い
て
は
、
文
明
は
歴
史

形
成
的
な
力
の
一
つ
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
。こ
の
点
に
お
い
て
史
的
唯
物
論
は
先
ず
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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次
に
文
化
は
ひ
と
つ
の
社
会
的
生
命
全
体
の
精
神
的
内
容
の
諸
象
徴
に
お
け
る
創
造
的
に
発
現
す
る
と
こ
ろ
の
表

現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
化
の
創
造
物
は
然
る
に
甚
だ
種
々
な
る
意
味
に
お
い
て
心
的
・
社
会
的
現
実
の
表
現
と

象
徴
で
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
ま
た
史
的
唯
物
論
が
表
現
意
志
の
と
り
得
る
可
能
な
る
方
向
の

そ
の
よ
う
な
多
数
性
を
見
逃
し
て
い
る
の
は
、
ひ
と
つ
の
粗
野
な
単
純
化
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
化
創

造
物
は
内
的
世
界
の
無
目
的
な
模
写
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
は
ま
た
社
会
的
現
実
の
精
神
的
形

成
、
充
実
或
は
変
化
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
、
そ
れ
は
最
後
に
現
実
の
前
に
お
け
る
救
い
、
そ
れ
か

ら
の
逃
避
、
そ
れ
か
ら
の
救
済
を
そ
の
内
容
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
文
化
は
、

自
己
が
そ
れ
の
精
神
的
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
身
体
的
・
社
会
的
及
び
文
明
的
過
程
に
対
し
て
逆
に
作
用
を
及
ぼ

す
、
そ
れ
は
い
わ
ば
社
会
的
現
実
の
地
下
に
沈
み
、
そ
し
て
こ
れ
を
そ
の
精
神
的
刺
戟
を
も
っ
て
浸
潤
す
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
史
的
唯
物
論
は
著
し
く
改
訂
さ
れ
る
、
即
ち
第
一
に
社
会
的
・
文
明
的
下
層
建
築
と
文
化
的
上

層
建
築
と
の
関
係
は
多
義
的
の
も
の
と
見
ら
れ
、
第
二
に
そ
れ
ら
の
間
の
作
用
聯
関
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て

交
互
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
化
社
会
学
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
に
と
っ
て
の
根
本
問
題
は
文
化
と

社
会
と
の
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
こ
の
関
係
を
最
も
鋭
く
考
察
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
、
そ
の
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唯
物
史
観
で
あ
る
か
ら
、
文
化
社
会
学
は
多
く
は
、
文
化
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
見

方
を
、
何
等
か
の
仕
方
で
、
何
等
か
の
程
度
に
お
い
て
、
認
め
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
蓋
し
文
化
を
社
会

か
ら
全
く
独
立
な
も
の
と
考
え
る
立
場
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
文
化
社
会
学
な
る
も
の
は
成
立
の
し
よ
う
も
な

い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
単
に
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
み
な
ら
ず
、
文
化
社
会
学
の
建
設
に
努
力
し
た
学
者

の
う
ち
最
も
有
力
な
者
の
一
人
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
如
き
も
、
究
極
に
お
い
て
は
我
々
に
と
っ
て
マ
ル

ク
ス
の
命
題
は
承
認
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
「
意
識
」、「
知
識
」、
彼
等
の
理
解

並
び
に
体
験
の
諸
限
界
は
彼
等
の
存
在
（
も
ち
ろ
ん
人
間
の
存
在
は
マ
ル
ク
ス
の
如
く
単
に
彼
等
の
経
済
的
「
物

質
的
」
存
在
と
同
一
視
さ
れ
な
い
）
に
従
う
も
の
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
（M

ax Scheler, Problem
e einer 

Soziologie des W
issens, 1924.

）。
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
（K

arl M
annheim

）
な
ど
は
こ
れ
ら
の
先
輩
よ
り
も

更
に
唯
物
史
観
的
見
方
に
近
く
立
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
然
し
ま
た
い
ず
れ
の
文
化
社
会
学
も
、
何
等

か
の
仕
方
で
も
何
等
か
の
程
度
に
お
い
て
唯
物
史
観
的
見
方
に
修
正
を
加
え
、
改
訂
を
行
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で

あ
る
。
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
者
は
そ
の
唯
物
史
観
が
文
化
社
会
学
の
一
種
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
極
力
排
斥
し
、

両
者
は
決
し
て
混
同
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
文
化
社
会
学
は
却
っ
て
唯
物
史
観
に
よ
っ
て
克
服
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
と
主
張
す
る
。
か
く
て
文
化
社
会
学
の
立
場
の
特
色
は
、
従
来
の
歴
史
哲
学
に
比
し
て
は
実
証
的
経
験
的
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で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
純
粋
な
観
念
論
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
史
観
に
お
け
る
純

粋
な
唯
物
論
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

文
化
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
、
唯
物
史
観
的
見
方
と
文
化
社
会
学
に
普
通
な
見
方
と
の
相
違
は
、
先
ず

社
会
そ
の
も
の
に
関
す
る
、
そ
し
て
文
化
そ
の
も
の
に
関
す
る
両
者
の
見
解
の
相
違
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
唯
物

史
観
を
如
何
に
定
式
化
す
る
か
は
必
ず
し
も
一
定
し
な
い
。
我
々
は
こ
こ
に
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
が
『
マ
ル
ク
ス
主
義

の
根
本
問
題
』
の
中
で
与
え
た
有
名
な
定
式
を
と
っ
て
み
よ
う
。
彼
は
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
か
の
上
層

建
築
＝
下
層
建
築
の
理
論
を
次
の
よ
う
に
定
式
化
し
た
。
一
、
生
産
諸
力
の
状
態
、
二
、
こ
の
生
産
諸
力
に
よ
っ

て
制
約
さ
れ
た
経
済
的
諸
関
係
、
三
、
与
え
ら
れ
た
経
済
的
「
土
台
」
の
上
に
建
て
ら
れ
た
る
社
会
的
・
政
治
的

制
度
、
四
、一
部
分
は
直
接
に
経
済
に
よ
っ
て
、
一
部
分
は
そ
れ
の
上
に
建
て
ら
れ
た
る
凡
て
の
社
会
的
・
政
治

的
制
度
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
社
会
人
の
心
理
、
五
、
こ
の
心
理
を
反
映
す
る
と
こ
ろ
の
種
々
様
々
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
。
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
定
式
は
歴
史
的
発
展
の
一
切
の
形
態
が
そ
の
中
に
場
所
を
見

出
す
に
足
る
だ
け
広
汎
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
種
々
な
る
社
会
的
力
の
間
の
交
互
作
用
を
認
め
る
に
と
ど
ま
る

よ
う
な
折
衷
主
義
と
は
全
く
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
我
々
の
定
式
は
一
元
論
的
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
一
元
論
的

定
式
は
本
質
的
に
唯
物
論
に
よ
っ
て
浸
潤
さ
れ
て
い
る
、
と
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
云
っ
て
い
る
。
唯
物
史
観
は
、
ア
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ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
文
化
社
会
学
の
如
く
、
文
明
と
文
化
と
い
う
よ
う
な
区
別
を
認
め
な
い
。
そ
こ
で

は
、
科
学
も
、
哲
学
も
、
芸
術
も
、
宗
教
も
、
凡
て
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

を
規
定
す
る
も
の
は
経
済
的
諸
関
係
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
は
全
く
物
質
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
然
る

に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
カ
ン
ト
的
修
正
家
と
し
て
知
ら
れ
る
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
は
既
に
唯
物
史
観
に
改
訂
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
種
の
文
化
社
会
学
的
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
ド
イ
ツ
社
会
学
者
大
会
で
シ
ェ
ー
ラ
ー

と
並
ん
で
「
科
学
と
社
会
的
構
造
」
と
い
う
題
に
つ
い
て
報
告
し
た
と
き
、
就
中
次
の
よ
う
に
述
べ
た
（Scheler 

und A
dler,W

issenschaft und soziale Struktur in: Verhandlungen des V
ierten D

eutschen Soziologentages, 

1925.

）。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
純
粋
に
物
質
的
な
要
素
か
ら
直
接
に
生
れ
る
と
か
、
直
接
的
に
内

容
的
に
規
定
さ
れ
る
と
か
、
と
説
く
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
の
粗

樸
な
理
解
に
過
ぎ
ぬ
。
唯
物
史
観
と
い
う
名
に
も
拘
ら
ず
、マ
ル
ク
ス
主
義
は
唯
物
論
と
は
全
然
無
関
係
で
あ
る
。

唯
物
論
は
形
而
上
学
の
一
体
系
で
あ
り
、
然
る
に
マ
ル
ク
ス
主
義
は
社
会
科
学
の
一
体
系
で
あ
る
。
今
な
お
自
然

主
義
の
偏
見
に
囚
わ
れ
て
、
自
然
科
学
と
唯
物
論
と
を
同
一
視
す
る
者
の
み
が
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
因
果
性
を
そ

の
社
会
科
学
の
基
礎
と
し
、
社
会
現
象
の
因
果
法
則
を
問
題
と
す
る
と
い
う
故
を
も
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
と
唯

物
論
と
を
同
一
視
す
る
と
い
う
誤
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
例
え
ば
『
資
本
論
』
を
見
れ
ば
、
マ
ル
ク
ス
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は
資
本
主
義
経
済
の
諸
現
象
を
分
析
し
て
、
そ
れ
を
人
間
的
実
践
に
還
元
し
て
い
る
、
言
い
換
え
れ
ば
、
資
本
の

運
動
と
い
う
一
見
物
的
な
過
程
を
、
経
済
現
象
の
背
後
に
あ
っ
て
こ
れ
を
担
っ
て
い
る
人
間
の
関
係
に
還
元
し
て

い
る
。
即
ち
マ
ル
ク
ス
主
義
的
見
方
に
お
い
て
は
、
経
済
的
諸
関
係
は
人
間
に
没
交
渉
に
対
立
す
る
或
る
物
的
な

も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
自
身
の
、
そ
れ
故
に
ま
た
精
神
的
な
諸
関
係
で
あ
り
、
彼
等
が
そ
の
う
ち
に
生
活
せ

る
彼
等
の
労
働
並
び
に
交
通
の
諸
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
と
っ
て
は
社
会
的
生
活
は
精
神

的
活
動
に
よ
っ
て
貫
か
れ
た
一
体
系
を
現
す
、
と
ア
ド
ラ
ー
は
考
え
る
。
こ
の
精
神
的
活
動
は
い
わ
ゆ
る
物
質
的

諸
関
係
か
ら
始
め
て
宗
教
、
芸
術
及
び
科
学
に
お
け
る
精
神
生
活
の
最
高
の
表
現
に
至
る
ま
で
全
歴
史
的
生
活
を

包
括
す
る
。
同
時
に
精
神
的
で
な
い
よ
う
な
如
何
な
る
物
質
的
関
係
も
存
し
な
い
。
物
質
的
生
産
に
関
係
す
る
労

働
、
並
び
に
そ
の
生
産
物
の
分
配
及
び
そ
れ
の
享
受
の
如
き
も
、
目
的
を
立
て
価
値
を
立
て
る
人
間
の
活
動
な
し

に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
経
済
は
精
神
と
は
無
関
係
な
要
素
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
、
経
済
と
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
と
の
二
元
論
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
も
の
で
は
な
い
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
寧
ろ
精
神
的
一
元
論
か
ら
出
発

す
る
、
そ
こ
で
は
経
済
的
諸
関
係
そ
の
も
の
が
既
に
精
神
的
諸
関
係
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に

対
す
る
関
係
は
一
の
外
的
な
因
果
的
な
関
係
で
は
な
く
、
却
っ
て
一
の
特
有
な
精
神
的
聯
関
を
形
作
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
右
の
如
き
ア
ド
ラ
ー
の
唯
物
史
観
解
釈
に
は
、
固
よ
り
、
如
何
な
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
も
承
認
を
与
え
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な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
ア
ド
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
に
唯
物
史
観
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
に
文
化
社
会
学
に
普

通
な
立
場
に
近
づ
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
こ
の
事
を
意
識
的
に
行
っ
た
の
は
エ
ミ
ー
ル
・
レ
ー
デ
ラ
ー
で
あ
ろ
う
。
彼
は
『
文
化
社
会
学
の
課

題
』（Em

il Lederer, A
ufgaben einer K

ultursoziologie in: Erinnerungsgabe für M
ax W

eber, II.B
d., 1923.

）

と
い
う
論
文
の
中
で
、
マ
ル
ク
ス
を
解
釈
し
直
す
、
彼
に
従
え
ば
、
正
し
く
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
化
社

会
学
の
計
画
を
企
て
て
い
る
。
文
化
社
会
学
の
問
題
は
文
化
現
象
と
そ
の
下
層
建
築
乃
至
基
体
即
ち
マ
ル
ク
ス
の

云
っ
た
「
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
」
と
の
間
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
文
化
現
象
の
社
会

学
的
分
析
が
そ
の
出
発
点
と
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
の
「
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
」
と
い
う
中
心
概
念
は
何
を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ー
デ
ラ
ー
は
そ
れ
を
「
時
間
」
と
い
う
概
念
を
も
っ
て
現
す
の
が
適
当
で
あ
る
と
云
っ
て

い
る
。
こ
の
時
間
は
も
ち
ろ
ん
物
理
的
な
、
形
を
も
た
ぬ
時
間
で
な
く
、
却
っ
て
「
具
体
的
時
間
」
で
あ
る
、
そ

れ
は
社
会
学
的
な
時
間
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
時
間
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
時

間
概
念
の
最
も
狭
い
見
方
は
、
歴
史
的
に
変
化
す
る
根
柢
と
し
て
経
済
的
形
式
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
生
産
諸
関

係
―
―
そ
れ
は
同
時
に
技
術
的
に
特
殊
な
性
格
を
示
し
て
い
る
―
―
を
考
え
る
。
然
し
時
間
概
念
の
か
よ
う
な
狭

い
見
方
に
よ
っ
て
は
、
人
間
は
単
に
経
済
的
利
害
の
担
い
手
と
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
、
そ
の
時
代
の
精
神
的
内
容
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は
や
た
ら
に
こ
の
中
へ
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
如
き
は
「
マ
ル
ク
ス
主
義
者
」
の
見
解
で

あ
る
に
し
て
も
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の
見
解
で
は
な
い
。
寧
ろ
生
産
諸
関
係
と
い
う
概
念
は
、
単
に
そ
の
経
済
的
・

技
術
的
の
み
で
な
く
ま
た
そ
の
社
会
的
習
性
に
従
っ
て
解
釈
さ
れ
認
識
さ
れ
、
か
く
て
そ
れ
は
、
そ
の
中
に
含
ま

れ
る
人
間
及
び
人
間
群
の
精
神
的
態
度
を
も
含
む
も
の
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、「
時
代
」
の
「
精

神
」
は
そ
れ
に
と
っ
て
没
交
渉
な
領
域
か
ら
機
械
的
に
生
長
す
る
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
「
生
産
諸
関
係
」
そ
の

も
の
が
同
時
に
そ
の
「
時
代
」
の
精
神
の
根
源
形
式
、
最
も
一
般
的
な
性
格
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ

故
に
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
を
有
す
る
も
の
と
な
る
。
蓋
し
生
産
諸
関
係
は
凡
て
同
時
に
人
間
の

生
活
諸
関
係
で
あ
る
、
そ
れ
は
人
間
の
存
在
を
規
定
し
、
彼
の
言
語
を
特
性
付
け
、
民
衆
を
組
織
し
、
そ
の
群
を

一
定
の
関
係
に
お
く
。
換
言
す
れ
ば
、
生
産
諸
関
係
と
い
う
こ
と
は
単
に
経
済
的
意
味
に
の
み
と
ら
れ
ず
、
そ
こ

に
は
社
会
的
現
象
が
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
に
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
概
念
も
単
に
図
式
的

に
構
成
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
極
め
て
広
く
理
解
さ
れ
、
文
化
現
象
の
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

違
っ
て
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
そ
の
各
々
の
領
域
に
お
い
て
「
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
」
へ
の
依
存
性
の

特
殊
性
を
究
め
る
こ
と
が
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
各
々
の
領
域
に
と
っ
て
「
社
会
的
関
係
の
総
体
」
に
お
い
て
何

が
本
質
的
で
あ
る
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
決
定
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
時
間
、
し
か
も
「
社
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会
学
的
時
間
」、
そ
れ
故
に
経
済
的
諸
関
係
の
総
体
、
の
契
機
は
、
例
え
ば
造
形
美
術
に
と
っ
て
は
法
律
も
し
く

は
経
済
学
に
と
っ
て
と
全
く
違
っ
た
意
味
に
お
い
て
は
た
ら
い
て
い
る
。
社
会
的
基
礎
と
文
化
と
の
関
係
は
単
に

図
式
的
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
は
個
々
の
領
域
に
相
応
し
て
自
由
に
解
釈
し
直
さ
れ

る
の
で
な
け
れ
ば
、
凡
て
の
文
化
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
概
念
は
、
例
え
ば
芸
術

に
つ
い
て
云
え
ば
、
芸
術
的
活
動
の
自
律
性
が
ど
こ
ま
で
も
保
た
れ
る
よ
う
に
形
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
こ
れ
は

ま
た
レ
ー
デ
ラ
ー
に
よ
る
と
確
か
に
マ
ル
ク
ス
の
見
解
と
も
一
致
す
る
こ
と
で
あ
る
）、
全
社
会
学
的
基
体
は
こ

の
場
合
た
だ
材
料
も
し
く
は
条
件
と
し
て
作
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
社
会
学
的
基
体
は
「
生
産
諸
関
係
」
と

い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
も
の
は
単
に
財
の
生
産
の
経
済
的
性
格
及
び
技
術
的
特
性
と
し
て
の
み
理
解
す

べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
社
会
的
構
造
と
し
て
、
即
ち
利
害
関
係
に
従
っ
て
群
別
さ
れ
、
一
定
の
経
済
的
並
び
に
社

会
的
地
位
を
保
有
し
、
こ
れ
に
お
い
て
そ
の
生
活
形
式
を
形
成
し
、「
時
間
」
の
性
格
を
発
展
さ
せ
る
諸
層
に
従

っ
て
の
社
会
の
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
も
し
レ
ー
デ
ラ
ー
な
ど
の
考
え
る
よ
う
に
、
社
会
と
い
う
も
の
が
既
に
或
る
心
的
な
も
の
を
含
み
、

こ
れ
に
対
し
て
な
お
文
化
と
い
う
も
の
が
区
別
さ
れ
、
し
か
も
前
者
は
後
者
の
材
料
も
し
く
は
条
件
で
あ
る
に
し

て
も
、
何
等
か
文
化
の
自
律
性
と
い
う
こ
と
が
存
す
る
と
す
れ
ば
、
社
会
と
文
化
と
の
区
別
に
お
い
て
両
者
の
う
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ち
に
は
た
ら
く
心
的
要
素
に
は
何
等
か
の
根
本
的
な
相
違
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の

と
き
容
易
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
文
化
の
原
理
は
理
性
的
な
「
精
神
」
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
社
会

の
う
ち
に
作
用
す
る
の
は
自
然
的
な
「
衝
動
」
で
あ
る
と
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
二
つ
の
考
え
方
が

あ
ら
う
。
そ
の
一
つ
は
、
衝
動
と
精
神
と
の
関
係
を
何
等
か
有
機
的
に
連
続
的
に
考
え
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
生

の
全
体
の
う
ち
へ
有
機
的
に
関
係
付
け
ら
れ
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
如
き
は
そ
れ
で
、
彼
に
よ
れ

ば
自
然
的
な
衝
動
力
並
び
に
意
志
力
を
一
般
的
形
式
に
も
た
ら
す
社
会
過
程
と
、
こ
れ
に
密
接
に
つ
な
が
っ
て
自

然
的
衝
動
組
織
の
理
知
化
を
意
味
す
る
文
明
過
程
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
二
過
程
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
生
の
基
体

の
う
ち
に
活
動
し
、
こ
れ
を
精
神
的
に
浸
透
し
形
成
し
よ
う
と
す
る
表
現
意
志
に
も
と
づ
く
文
化
過
程
と
は
、
一

の
生
命
的
な
統
一
を
な
し
て
運
動
す
る
。
三
つ
の
過
程
か
ら
織
り
合
わ
さ
れ
た
歴
史
的
世
界
の
構
造
は
有
機
体
説

的
に
把
握
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
有
機
体
説
に
お
い
て
は
精
神
も
つ
ね
に
何
等
か
自
然
化
さ
れ
て
い
る
の
が
つ
ね

で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く
衝
動
と
精
神
と
を
何
等
か
有
機
的
連
続
的
に
見
る
見
方
に
対
し
て
、
両
者
を
二
元

的
に
考
え
る
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
理
論
は
著
し
い
対
立
を
な
し
て
い
る
。
そ
こ
で
我
々
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

特
色
あ
る
文
化
社
会
学
の
理
念
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
よ
う
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
社
会
学
を
二
つ
の
も
の
に
、
即
ち
文
化
社
会
学
（
宗
教
社
会
学
、
芸
術
社
会
学
、
法
律
社
会
学
、
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文
化
社
会
学

知
識
社
会
学
）
と
、
実
在
社
会
学
（R

ealsoziologie

）、
言
い
換
え
れ
ば
、
血
族
団
体
、
権
力
団
体
、
経
済
団
体

及
び
そ
れ
の
変
化
す
る
諸
制
度
の
社
会
学
と
、
に
区
分
し
た
。
こ
の
区
別
は
、
人
間
の
主
と
し
て
精
神
に
制
約
さ

れ
た
、
精
神
的
な
即
ち
「
理
想
的
な
」
目
的
に
向
け
ら
れ
た
行
為
、
評
価
、
態
度
を
研
究
す
る
か
、
そ
れ
と
も
人

間
の
主
と
し
て
衝
動
（
生
殖
衝
動
、
栄
養
衝
動
、
権
力
衝
動
）
に
基
づ
く
、
そ
し
て
同
時
に
現
実
を
実
際
に
変
化

す
る
こ
と
に
志
向
的
に
向
け
ら
れ
た
行
為
、
評
価
、
態
度
を
そ
れ
の
社
会
的
制
約
に
従
っ
て
研
究
す
る
か
、
に
存

す
る
。
例
え
ば
、
経
済
を
栄
養
衝
動
に
ま
で
、
国
家
を
権
力
衝
動
に
ま
で
、
結
婚
を
性
的
衝
動
に
ま
で
関
係
付
け

る
こ
と
な
し
に
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
馬
鹿
げ
た
唯
心
論
と
し
て
却
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
ま

た
現
存
す
る
宗
教
、芸
術
、哲
学
、科
学
、法
律
の
積
極
的
な
意
味
内
容
及
び
価
値
実
質
を
実
在
的
な
生
活
諸
関
係
、

例
え
ば
、
血
族
的
、
経
済
的
、
政
治
的
、
地
理
的
等
の
諸
関
係
か
ら
一
義
的
に
導
き
出
そ
う
と
す
る
こ
と
も
、
根

本
的
に
間
違
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
文
化
社
会
学
に
と
っ
て
は
人
間
精
神
論
が
、
そ
し
て
実
在
社
会
学
に
と
っ
て

は
人
間
衝
動
論
が
そ
の
必
然
的
な
前
提
で
あ
る
。
文
化
社
会
学
と
実
在
社
会
学
と
の
区
別
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ

れ
ば
、
唯
物
史
観
に
お
け
る
上
層
建
築
＝
下
層
建
築
の
理
論
に
相
応
し
、
前
者
は
人
間
の
全
生
活
内
容
の
上
層
建

築
の
社
会
学
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
の
下
層
建
築
の
社
会
学
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
極
に
向
っ
て
一
の
社
会
学

的
に
制
約
さ
れ
た
現
象
を
類
型
学
的
に
特
性
付
け
、
規
則
に
従
っ
て
規
定
す
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
現
象
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に
お
い
て
何
が
精
神
の
自
律
的
な
自
己
発
展
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
り
、
何
が
他
方
で
は
つ
ね
に
衝
動
の
構
造

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
社
会
学
的
な
実
在
的
諸
因
子
及
び
そ
れ
の
自
己
因
果
性
の
決
定
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い

る
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
社
会
学
に
と
っ
て
の
主
要
課
題
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
課
題
は
右
に
述
べ
た

よ
う
に
文
化
社
会
学
と
実
在
社
会
学
と
を
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
は
満
足
に
解
決
さ
れ
得
な
い
、
と
シ
ェ
ー
ラ
ー

は
云
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
、
よ
し
こ
の
区
別
は
単
に
方
法
的
に
の
み
で
な
く
存
在
論
的
に
基
礎
付
け
ら
れ

て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
社
会
学
の
究
極
目
的
に
と
っ
て
は
予
備
的
な
区
別
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
の

社
会
学
的
に
制
約
さ
れ
た
生
活
内
容
に
お
け
る
、
理
想
的
因
子
と
実
在
的
因
子
と
の
、
精
神
的
に
制
約
さ
れ
た
規

定
要
因
と
衝
動
的
に
制
約
さ
れ
た
規
定
要
因
と
の
協
働
の
種
類
及
び
秩
序
を
究
め
る
こ
と
が
、
社
会
学
の
本
来
の

且
つ
究
極
の
課
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
的
人
間
的
生
活
過
程
の
歴
史
的
時
間
的
に
継
起
す
る
経
過
の
各
々

の
時
間
点
に
お
い
て
生
活
内
容
の
全
体
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
理
想
的
諸
因
子
と
実
在
的
諸
因
子
と
の
活

動
の
秩
序
の
法
則
が
根
本
問
題
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
法
則
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
シ
ュ
ー
ラ
ー
は
理
想
的
因
子
と
実
在
的
因
子
と
の
、
客
観
的

な
精
神
と
実
在
的
な
生
活
関
係
並
び
に
そ
れ
の
主
観
的
な
人
間
的
な
相
関
者
即
ち
「
精
神
の
構
造
」
と
「
衝
動
の

構
造
」
と
の
、
協
働
の
仕
方
を
原
理
的
に
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
主
観
的
並
び
に
客
観
的
意
味
に
お
け
る
、
更
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に
個
人
精
神
並
び
に
集
団
精
神
と
し
て
の
、
精
神
は
、
生
成
す
る
文
化
内
容
に
と
っ
て
単
に
且
つ
専
ら
そ
れ
の
本

質
関
係
を
規
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
精
神
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
も
と
も
と
自
己
の
内
容
即
ち

本
質
（Sosein
）
を
存
在
（D

asein

）
に
も
ち
来
た
す
何
等
の
「
力
」、
何
等
の
「
活
動
性
」
を
も
有
す
る
も
の
で

な
い
。
そ
れ
は
可
能
な
る
文
化
生
成
の
「
決
定
要
因
」
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、「
実
現
要
因
」
で
は
な
い
。
実
現

要
因
に
つ
い
て
云
え
ば
、
消
極
的
実
現
要
因
、
即
ち
精
神
的
に
理
解
さ
れ
得
る
動
機
付
け
に
よ
っ
て
可
能
な
る
も

の
の
客
観
的
な
範
囲
の
中
か
ら
実
際
に
選
択
を
行
う
と
こ
ろ
の
要
因
は
、
つ
ね
に
実
在
的
な
、
衝
動
的
に
制
約
さ

れ
た
生
活
諸
関
係
、
即
ち
実
在
的
要
因
、
権
力
諸
関
係
、
経
済
的
生
産
的
諸
要
素
及
び
性
質
上
の
並
び
に
数
量
上

の
人
口
諸
関
係
、
更
に
与
え
ら
れ
た
地
理
的
諸
要
素
等
の
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
組
合
せ
で
あ
る
。
精
神
は
純
粋
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
力
を
有
せ
ず
、
活
動
を
な
さ
な
い
。
何
等
か
の
「
イ
デ
ー
」
は
、
そ
れ
が
イ
ン
テ
レ
ス
ト
、
衝
動

或
は
「
傾
向
」
と
結
び
付
く
場
合
に
初
め
て
、
間
接
的
な
力
も
し
く
は
活
動
の
可
能
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
純
粋
に
文
化
的
な
意
味
内
容
の
積
極
的
実
現
要
因
は
、
つ
ね
に
「
少
数
の
」
人
間
、
何
よ
り
も
指
導
者
、
模
範

者
、
先
駆
者
の
自
由
な
る
行
為
と
自
由
な
る
意
志
で
あ
る
、
こ
れ
ら
の
少
数
者
は
「
多
数
人
」
に
よ
っ
て
意
識
的

に
或
は
無
意
識
的
に
模
倣
さ
れ
る
。
か
く
し
て
文
化
の
伝
播
普
及
が
行
わ
れ
る
に
到
る
。
要
す
る
に
、
文
化
の
意

味
内
容
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
精
神
は
こ
の
自
己
の
内
容
を
実
現
す
る
力
を
有
せ
ず
、
従
っ
て
意
味
内
容
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は
単
に
可
能
的
な
も
の
に
と
ど
ま
り
、
か
よ
う
に
可
能
的
な
も
の
の
範
囲
に
つ
い
て
実
現
さ
れ
る
も
の
を
選
択
す

る
の
は
精
神
自
身
で
は
な
く
、
却
っ
て
実
在
的
な
、
衝
動
に
制
約
さ
れ
た
生
活
諸
関
係
で
あ
り
、
か
く
選
択
さ
れ

た
も
の
を
実
際
に
積
極
的
に
実
現
す
る
の
は
少
数
の
選
ば
れ
た
る
人
間
の
自
由
な
る
意
志
と
行
為
で
あ
る
、
と
い

う
の
で
あ
る
。
然
る
に
一
定
の
理
想
的
因
子
と
実
在
的
因
子
と
の
結
合
と
し
て
既
に
存
在
す
る
文
化
内
容
に
関
し

た
場
合
に
な
る
と
、
そ
れ
が
新
た
に
生
成
す
る
実
在
的
因
子
、
例
え
ば
政
治
的
権
力
関
係
の
国
際
化
、
人
種
間
の

混
合
の
如
き
に
対
し
て
立
つ
規
定
関
係
は
、性
質
を
異
に
し
て
来
る
。か
よ
う
な
文
化
内
容
が
新
た
に
、客
観
的
に
、

現
実
的
に
可
能
に
な
る
範
囲
は
、
も
は
や
精
神
的
要
因
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
文
化
内
容
が

可
能
に
な
る
こ
と
自
身
の
可
能
性
も
現
実
性
も
、
凡
て
た
だ
与
え
ら
れ
た
実
在
的
要
因
と
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
前
の
場
合
と
は
逆
に
、
我
々
が
精
神
と
呼
ぶ
凡
て
の
も
の
に
は
単
に

消
極
的
に
「
操
縦
す
る
」
意
味
、
即
ち
そ
れ
を
阻
止
し
も
し
く
は
解
放
す
る
と
い
う
因
果
的
な
意
味
が
属
す
る
の

み
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
意
味
は
そ
の
文
化
内
容
の
実
現
に
単
に
消
極
的
に
関
係
す
る
の
み
で
、
従
っ
て
そ
の
本

質
を
規
定
す
る
決
定
の
意
味
を
な
ん
ら
有
し
な
い
。
人
間
精
神
、個
人
的
の
も
の
に
せ
よ
集
団
的
の
も
の
に
せ
よ
、

及
び
意
志
は
こ
の
場
合
唯
一
つ
の
こ
と
を
な
し
得
る
、
即
ち
、
厳
密
に
自
律
的
な
、
実
在
的
な
意
味
、
盲
目
的
な

発
展
の
因
果
の
基
礎
に
よ
っ
て
存
在
に
達
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
或
は
阻
止
し
或
は
解
放
す
る
と
い



四
〇
五

文
化
社
会
学

う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
精
神
的
要
因
と
実
在
的
要
因
と
の
性
質
及
び
そ
の
関
係
は
、
シ
ェ
ー

ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
一
般
に
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
精
神
的
・
文
化
的
な
も
の
の
う
ち
に
は
本
質
、
意
味
、
価
値

に
従
っ
て
の
生
起
の
「
自
由
」
と
自
律
性
と
が
潜
勢
的
に
存
し
て
い
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
つ
ね
に
そ
の
現
実
的

表
現
乃
至
実
現
に
際
し
て
は
「
下
層
建
築
」
の
自
己
因
果
性
に
よ
っ
て
停
止
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
自
由

は
い
わ
ば
「
変
化
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
自
由
」（liberté m

odifiable

）
で
あ
る
。
然
る
に
実
在
的
要
因
の
領
分

に
お
い
て
は
逆
に
単
に
か
の
コ
ン
ト
の
云
う
如
き
「
変
化
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
宿
命
」（fatalité m

odifiable

）

が
存
し
て
い
る
、
こ
こ
で
は
精
神
は
歴
史
的
傾
向
の
宿
命
的
な
行
程
に
相
応
し
て
い
る
も
の
に
対
し
て
そ
の
生
起

の
時
間
を
延
期
せ
し
め
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
干
渉
す
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
文
化
社
会
学
の
立
場
の
特
色
は
、
既
に
注
意
し
た
如
く
、
文
化
に
関
し
て
、
純
粋
に
唯
物
論
的

な
見
方
を
、
ま
た
純
粋
に
観
念
論
的
な
見
方
を
も
却
け
て
、
そ
の
中
間
的
乃
至
折
衷
的
な
立
場
を
と
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
上
に
示
し
た
よ
う
に
三
つ
の
主
要
な
る
方
向
に
お
い
て
行
わ
れ
て
来
た
。
第
一
、
ド

イ
ツ
の
歴
史
哲
学
、
特
に
そ
の
浪
漫
的
有
機
体
説
的
傾
向
を
更
に
実
証
的
経
験
的
に
推
し
進
め
る
方
向
（
例
、
ア

ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
）。
こ
の
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
有
機
体
説
的
な
歴
史
哲
学
に
お
い
て
は
精
神
が
自
然

化
さ
れ
る
傾
向
を
含
む
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
準
備
さ
れ
て
い
た
。
第
二
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の
唯
物
史
観
を
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修
正
す
る
方
向
（
例
、
エ
ミ
ー
ル
・
レ
ー
デ
ラ
ー
）。
唯
物
史
観
に
い
う
「
下
層
建
築
」
そ
の
も
の
は
決
し
て
単

に
物
質
的
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
う
ち
に
は
既
に
精
神
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
第
三
、
現
象

学
的
・
カ
ト
リ
ッ
ク
的
方
向
（
例
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
）。
精
神
と
自
然
的
衝
動
と
を
二
元
論
的
に
捉
え
、

精
神
の
自
由
と
自
律
と
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
潜
勢
的
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
意
味
内
容
も
し
く
は
価
値
実
質
の
実

現
は
つ
ね
に
衝
動
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た
実
在
的
要
因
に
よ
っ
て
変
化
を
う
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
化
の
意
味

内
容
そ
の
も
の
は
実
在
的
要
因
か
ら
導
き
出
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
の
現
実
的
表
現
は
つ
ね
に
実
在

的
要
因
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

二　
知
識
社
会
学
と
実
証
主
義

文
化
社
会
学
の
対
象
と
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
単
に
知
識
ば
か
り
で
は
な
い
。科
学
、哲
学
、宗
教
、芸
術
、法
律
等
、

一
切
の
文
化
が
そ
れ
の
対
象
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
文
化
社
会
学
の
う
ち
従
来
社
会
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
特
別

に
関
心
さ
れ
、
開
拓
さ
れ
て
来
た
の
は
特
に
知
識
社
会
学
（Soziologie des W

issens; W
issenssoziologie

）
の

分
科
で
あ
っ
て
、
文
化
社
会
学
と
云
え
ば
、
実
質
的
に
は
知
識
社
会
学
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
る
と
い
う
現
状
で
あ
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文
化
社
会
学

る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
社
会
学
は
、
然
る
に
、
今
日
の
文
化
社
会
学
が
文
化
社
会
学
と
し
て
、
従
っ
て
学
的
自
覚

を
も
っ
て
成
立
す
る
以
前
に
、
既
に
コ
ン
ト
の
如
き
実
証
主
義
者
た
ち
に
よ
っ
て
着
手
さ
れ
て
い
た
。
コ
ン
ト
の

有
名
な
三
段
階
の
法
則
、
即
ち
人
類
歴
史
の
発
展
は
神
学
的
、
形
而
上
学
的
、
実
証
的
の
三
つ
の
段
階
を
な
し
て

い
る
と
い
う
理
論
の
如
き
、
実
証
主
義
的
な
知
識
社
会
学
の
一
理
論
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま

た
知
識
社
会
学
の
問
題
は
、
実
際
、
こ
れ
ま
で
そ
の
よ
う
な
実
証
主
義
の
継
承
者
乃
至
発
展
者
に
よ
っ
て
多
く

研
究
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
一
九
二
四
年
、
ケ
ル
ン
社
会
科
学
研
究
所

の
委
嘱
に
よ
っ
て
知
識
社
会
学
に
関
す
る
論
文
集
（Versuche zu einer Soziologie des W

issens, H
rsg. v. M

ax 

Scheler, 1924.

）
を
編
纂
刊
行
す
る
に
際
し
て
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
知
識
社
会
学
は
従
来
主
と
し
て
実
証
主
義

の
追
随
者
た
ち
に
よ
っ
て
そ
の
意
義
を
認
め
ら
れ
、
多
少
と
も
立
入
っ
て
研
究
さ
れ
て
来
た
、
と
述
べ
て
い
る
。

彼
は
ま
た
他
の
機
会
に
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
科
学
と
人
間
社
会
、
そ
の
形
態
並
び
に
状
態
と
の
間
の
関

係
に
つ
い
て
の
観
念
は
、
啓
蒙
時
代
か
ら
、
一
部
分
は
よ
り
浪
漫
的
な
、
一
部
分
は
よ
り
実
証
主
義
的
な
十
九
世

紀
の
思
想
世
界
へ
の
移
り
行
き
に
お
い
て
、
根
柢
的
な
変
化
を
受
け
た
。
哲
学
と
科
学
を
社
会
生
活
の
最
高
の
指

導
者
と
な
そ
う
と
考
え
た
啓
蒙
時
代
に
あ
っ
て
は
、
ひ
と
は
一
面
的
に
、
科
学
の
運
動
及
び
進
歩
が
社
会
的
諸
関

係
並
び
に
諸
制
度
の
形
成
及
び
変
革
に
対
し
て
有
す
る
諸
影
響
の
方
面
を
考
察
し
た
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
は
、
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ひ
と
は
一
層
深
く
突
き
込
ん
で
、
問
題
の
提
出
を
社
会
学
的
な
問
題
の
立
て
方
に
ま
で
、
或
は
拡
張
し
、
或
は
顛

倒
せ
し
め
て
、
知
識
の
形
態
、
構
造
、
内
容
並
び
に
そ
れ
の
獲
得
の
た
め
の
諸
設
備
が
社
会
と
そ
の
現
実
の
状
態

に
よ
っ
て
如
何
に
制
約
さ
れ
る
か
を
研
究
し
た
。
そ
こ
に
初
め
て
知
識
社
会
学
の
問
題
が
問
題
に
さ
れ
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
従
来
我
々
は
根
本
に
お
い
て
唯
一
つ
の
種
類
の
知
識
社
会
学
を
も
っ
て
い
た
の
み

で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
実
証
主
義
（
コ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
）
の
そ
れ
で
あ
り
、
た
か
だ
か
な
お
マ
ル
ク
ス
主
義
の

地
盤
の
上
に
成
立
し
た
試
み
で
あ
る
、
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
述
べ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
実
証
主
義
的
な
知
識
社
会
学
を
企
て
た
一
人
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
云
っ
た
如
く
、
ヴ
ィ
ル

ヘ
ル
ム
・
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
（W
ilhelm

 Jerusalem
, Einführung in die Soziologie, 1926.

）
で
あ
る
。
イ
ェ
ル
ザ

レ
ム
は
そ
の
認
識
論
に
お
い
て
カ
ン
ト
流
の
先
験
主
義
を
排
斥
し
て
、
生
物
学
的
・
発
生
主
義
的
見
方
を
と
り
、

か
く
し
て
ま
た
心
理
主
義
、
実
用
主
義
（
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
）
の
立
場
に
立
っ
て
い
た
人
で
あ
っ
た
。
然
る
に

彼
は
後
に
至
っ
て
知
識
の
問
題
は
単
に
心
理
学
的
、
発
生
主
義
的
に
考
察
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
社
会
学
的

に
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
社
会
学
的
考
察
は
問
題
を
遥
か
に
明
瞭
に
見
さ
せ
る
ば
か
り
で

な
く
、
我
々
に
そ
れ
を
満
足
に
解
決
す
る
た
め
の
手
段
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
は
彼
の
認
識

論
を
「
人
間
理
性
の
社
会
学
的
批
判
」
と
も
称
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
先
験
主
義
に
し
て
も
心
理
主
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文
化
社
会
学

義
に
し
て
も
共
に
同
じ
誤
謬
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
二
つ
の
方
法
は
共
に
、
人
間
は
本
性
上
、
そ
れ
故
に

そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
純
粋
に
理
論
的
に
思
惟
す
る
能
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
全
く
自
明
な
こ
と
と
し
て

前
提
す
る
。
然
る
に
こ
の
前
提
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
（Lévy-

B
ruhl, Les fonctions m

entales dans les sociétés inférieures

）
の
す
ぐ
れ
た
研
究
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
原

始
人
の
心
理
は
我
々
の
そ
れ
と
は
性
質
を
異
に
す
る
。
原
始
人
は
個
人
の
人
格
的
独
立
性
を
有
せ
ず
、
却
っ
て
完

全
に
社
会
の
う
ち
に
繋
が
れ
て
い
る
。
個
人
の
心
は
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
学
者
た
ち
が
「
集
合
表
象
」
と
呼
ぶ
と
こ

ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
全
く
充
さ
れ
て
い
る
。
集
合
表
象
と
呼
ば
れ
る
原
始
人
の
心
的
活
動
の
形
式
は
、
単
な
る
悟

性
的
の
現
象
も
し
く
は
単
な
る
認
識
で
な
く
、
寧
ろ
ひ
と
つ
の
複
雑
な
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
お
い
て
は
我
々

が
普
通
に
表
象
と
い
っ
て
い
る
も
の
は
感
情
的
も
し
く
は
運
動
的
性
質
の
他
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
混
ぜ
ら
れ
、
彩

ら
れ
、
浸
透
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
表
象
さ
れ
た
諸
対
象
に
関
し
て
普
通
に
い
う
表
象
と
は
違
っ
た
態
度

を
伴
う
も
の
で
あ
る
。
原
始
人
の
考
え
方
は
単
に
神
秘
的
（
精
霊
や
悪
霊
が
到
る
処
に
存
す
る
と
信
ず
る
）
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
ま
た
前
論
理
的
で
あ
っ
て
、
矛
盾
の
原
理
に
対
し
て
は
全
く
無
感
覚
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
状
態
に
あ
っ
て
は
人
間
は
も
ち
ろ
ん
与
え
ら
れ
た
事
実
を
純
粋
に
客
観
的
に
捉
え
、
純
粋
に
理
論
的
に
思
惟

す
る
こ
と
は
な
お
全
然
不
可
能
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
能
力
に
人
間
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
徐
々
に
到
達
し
た
の
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で
あ
っ
て
、
し
か
も
か
く
の
如
き
能
力
の
発
達
の
程
度
は
、
人
間
が
そ
の
社
会
の
う
ち
に
繋
が
れ
た
状
態
か
ら
自

己
自
身
を
解
放
し
、
自
己
を
一
個
の
独
立
な
、
み
ず
か
ら
の
力
に
よ
っ
て
立
つ
人
格
に
ま
で
発
展
せ
し
め
る
程
度

に
応
じ
て
、
大
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
個
人
の
社
会
か
ら
の
か
く
の
如
き
解
放
は
社
会
的
分
化
に
よ
っ
て

惹
き
起
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
社
会
的
分
化
は
ま
た
大
部
分
は
分
業
の
発
達
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
即

ち
、
知
識
の
発
達
と
社
会
の
発
達
と
の
間
に
は
密
接
な
聯
関
が
存
在
す
る
。
社
会
学
的
認
識
論
に
と
っ
て
は
、
つ

ね
に
同
一
に
と
ど
ま
る
が
如
き
人
間
精
神
の
永
遠
な
る
論
理
的
構
造
と
い
う
が
如
き
も
の
は
認
め
ら
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
却
っ
て
人
間
の
知
的
発
展
と
社
会
的
発
展
と
の
間
に
は
い
つ
で
も
密
接
な
聯
関
が
見
出
さ
れ
得
る
の

で
あ
る
。

尤
も
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
の
認
識
論
は
社
会
学
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
生
物
学
的
、
心
理
主
義
的
、

実
用
主
義
的
見
方
を
多
く
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
彼
の
判
断
論
を
見
る
に
、
判
断
の
根
本
形
式
た
る
主
語
・
客
語

の
構
造
は
、
彼
が
「
基
本
的
統
覚
」
と
名
付
け
る
も
の
の
う
ち
に
そ
の
基
礎
を
有
す
る
。
こ
の
基
本
的
統
覚
の
は

た
ら
き
に
よ
っ
て
我
々
は
我
々
の
周
囲
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
た
出
来
事
を
我
々
自
身
の
意
志
衝
動
と
の
ア
ナ
ロ
ジ

ー
に
従
っ
て
「
力
の
中
心
」
及
び
「
力
の
発
現
」
と
し
て
把
捉
す
る
の
で
あ
る
。
知
覚
さ
れ
た
出
来
事
は
こ
の
よ

う
な
過
程
に
よ
っ
て
組
織
付
け
ら
れ
る
と
同
時
に
客
観
化
さ
れ
る
。
即
ち
主
語
は
力
の
中
心
を
現
し
、
客
語
は
力
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化
社
会
学

の
発
現
を
現
す
の
で
あ
る
。
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
は
ま
た
一
般
観
念
の
構
成
を
生
物
学
的
・
発
生
的
に
説
明
し
た
。
発

生
的
に
見
れ
ば
、
人
間
は
彼
の
生
の
保
存
と
直
接
に
関
係
す
る
も
の
に
注
意
を
向
け
る
。
そ
し
て
生
物
学
的
に
同

一
の
意
味
を
有
す
る
諸
表
徴
を
示
す
と
こ
ろ
の
凡
て
の
物
は
、
こ
れ
ら
諸
表
徴
に
人
間
の
注
意
が
集
中
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
統
一
に
包
括
さ
れ
る
。
物
も
し
く
は
物
の
一
群
の
生
物
学
的
に
重
要
な
諸
表
徴
の
総
括
は

こ
の
物
も
し
く
は
こ
の
群
の
類
型
的
表
象
を
形
作
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
知
識
に
つ
い
て
の
社
会
学
的
理
論
を
述
べ
た
者
に
、
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
も
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
既
に
エ

ミ
ー
ル
・
デ
ュ
ル
ケ
ム
（Ém

ile D
urkheim

, Les form
es élém

entaires de la vie religieuse.

）
が
あ
る
。
デ
ュ
ル

ケ
ム
の
理
論
は
イ
ェ
ル
ザ
レ
ム
の
そ
れ
よ
り
も
一
層
純
粋
に
社
会
学
的
で
さ
え
あ
る
。
彼
は
時
間
、
空
間
の
如
き

概
念
、
い
わ
ゆ
る
範
疇
が
、
先
験
主
義
の
説
く
よ
う
に
、
人
間
理
性
の
永
久
不
変
な
る
論
理
的
構
造
に
も
と
づ
く

も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
社
会
の
生
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
範
疇
は
個
人
的
経
験
の
作
っ
た
も

の
で
な
い
、
そ
れ
は
人
間
の
集
団
的
生
活
の
生
産
物
で
あ
る
、
従
っ
て
そ
れ
は
個
人
の
思
惟
に
対
し
て
お
っ
か
ぶ

さ
り
、
彼
の
個
人
的
経
験
を
そ
の
框
の
中
へ
は
め
る
よ
う
に
強
制
し
、
個
人
の
思
惟
は
そ
れ
に
よ
っ
て
普
遍
性
と

必
然
性
と
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
社
会
は
特
殊
な
実
在
で
は
あ
る
に
し
て
も
、
も
と
自
然
の
一
部

分
で
あ
り
、
そ
れ
の
最
も
高
き
顕
現
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
の
含
む
最
も
本
質
的
な
も
の
に
関
し
て
そ
の
一
領
域
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と
他
の
領
域
と
に
お
い
て
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
事
物
の
間
に
存
す
る
基
本

的
な
諸
関
係
は
領
域
の
異
な
る
に
従
っ
て
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
然
る
に
か
か
る
基

本
的
な
諸
関
係
は
社
会
に
お
い
て
特
に
目
立
っ
て
現
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
ら
の
観
念
即
ち
範
疇
は
社
会
的
事

物
の
模
型
に
従
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
れ
は
我
々
が
他
の
性
質
の
事
物
に
つ
い
て
思
惟
す
る
場

合
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
的
起
原
を
有
す
る
範
疇
は
全
実
在
に
と
っ
て
少
な
く
と
も
象
徴
的
意
味
を
有

し
、
そ
し
て
象
徴
は
こ
の
場
合
十
分
に
根
柢
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
時
間
、
空
間
、
原
因
、
等
の
諸
観
念
は
社
会

的
要
素
を
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
そ
の
よ
う
な
諸
範
疇
は
客
観
的
価
値
を

有
し
な
い
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
デ
ュ
ル
ケ
ム
は
、
一
方
、
範
疇
が
個
人
的
経
験
の
生
産
物
で
は
な
い
と
い
う
点

で
は
先
天
主
義
的
考
え
方
に
同
意
し
、
他
方
、
そ
れ
が
社
会
的
起
原
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て

経
験
論
的
立
場
を
認
め
、
両
者
の
要
求
を
共
に
満
足
せ
し
め
得
る
と
考
え
た
。
彼
は
書
い
て
い
る
、「
我
々
自
身

が
作
っ
た
の
で
な
い
こ
の
よ
う
な
概
念
が
何
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
か
を
知
る
た
め
に
は
、
我
々
自
身
の
意
識
に
尋

ね
る
の
で
は
十
分
で
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
、
我
々
は
我
々
の
外
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
歴
史
が
観
察
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
従
来
の
知
識
社
会
学
の
多
く
が
実
証
主
義
的
傾
向
に
属
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
の
認
識
論
的
帰
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結
と
し
て
相
対
主
義
に
陥
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
、
か
く
て
反
対
に
「
形
而
上
学
的
な
世
界
認
識
を
理
性
の

永
遠
な
る
要
求
と
見
、
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
哲
学
的
立
場
の
基
礎
の
上
に
お
け
る
知
識

社
会
学
」
の
建
設
を
企
て
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
知
識
社
会
学
は
コ
ン
ト
の
三
段
階
の
法
則
の
批
判
を
も
っ
て
始

ま
っ
て
い
る
（Ü

ber die positivistische G
eschichtsphilosophie des W

issens in: M
oralia, 1923.

【Schriften zur 

Soziologie und W
eltanschauungslehre, I Bd.

】）。
コ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
知
識
は
い
ず
れ
も
三
つ
の
段
階
を
経
て
発
展
す

る
も
の
で
、
科
学
は
そ
の
対
象
が
単
純
で
抽
象
的
で
あ
る
程
度
に
応
じ
て
よ
り
早
く
神
学
的
段
階
か
ら
形
而
上
学

的
段
階
に
、
形
而
上
学
的
段
階
か
ら
実
証
的
段
階
に
到
達
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
知
識
の
進
み
行
く
べ
き
理
想
は
、
そ

れ
が
実
証
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
き
は
認
識
に
関
す
る
一
面
的
な
、
制
限
さ
れ
た
見

方
に
過
ぎ
な
い
、
と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
考
え
る
。
彼
に
従
え
ば
、
宗
教
的
神
学
的
認
識
、
形
而
上
学
的
認
識
、
実
証

的
認
識
の
三
者
は
、
コ
ン
ト
な
ど
の
説
く
よ
う
に
、
一
が
他
を
推
し
退
け
て
直
線
的
に
発
展
す
る
知
識
の
段
階
を

現
す
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
本
質
的
な
持
続
的
な
、
人
間
精
神
そ
の
も
の
の
本
質
と
共
に
与
え
ら
れ
た
、
精
神
の

三
つ
の
態
度
も
し
く
は
三
つ
の
認
識
形
態
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
の
も
の
も
他
の
も
の
の
代
用
を
な
し
或
は
代
表

を
す
る
こ
と
を
得
な
い
。
例
え
ば
、
宗
教
は
原
始
的
な
自
然
説
明
に
過
ぎ
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
ま
た

そ
れ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
の
考
え
た
如
く
、
第
二
次
的
な
、
形
象
的
に
な
っ
た
形
而
上
学
、
い
わ
ゆ
る
「
民
衆
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の
た
め
の
形
而
上
学
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
が
如
き
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
い
。
宗
教
、
形

而
上
学
及
び
実
証
科
学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
三
つ
の
全
く
異
な
っ
た
動
機
、
認
識
す
る
精
神
の
三
つ
の

全
く
異
な
っ
た
作
用
、
三
つ
の
異
な
っ
た
目
的
、
三
つ
の
異
な
っ
た
人
格
型
、
並
び
に
三
つ
の
異
な
っ
た
社
会
群

で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
精
神
的
力
の
歴
史
的
運
動
形
態
も
ま
た
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に
シ
ェ
ー

ラ
ー
は
考
え
た
。
そ
の
動
機
に
従
う
な
ら
ば
、
宗
教
は
、
そ
れ
自
身
人
格
的
な
、
聖
な
る
、
世
界
を
支
配
す
る
力

の
う
ち
へ
の
人
格
本
質
の
救
済
に
対
す
る
抑
え
難
き
衝
動
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
形
而
上
学
は
、
一
般
に
或
る
物

が
存
在
し
そ
し
て
寧
ろ
何
故
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
な
い
か
と
い
う
絶
え
ず
新
た
な
驚
異
か
ら
出
て
い
る
。
実
証

科
学
は
、
自
然
の
歩
み
、
人
間
及
び
社
会
の
行
程
を
制
御
し
、
支
配
し
よ
う
と
す
る
努
力
か
ら
発
す
る
。
宗
教
の

根
柢
と
な
る
精
神
の
特
殊
な
作
用
の
特
徴
は
、
有
限
な
世
界
経
験
を
越
え
て
、
或
る
聖
な
る
、
神
的
な
る
も
の
を

そ
の
対
象
と
な
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
形
而
上
学
は
空
間
的
時
間
的
に
限
定
さ
れ
ぬ
、
永
遠
な
る
本
質
の

認
識
と
し
て
、
本
質
直
観
の
理
性
の
上
に
立
っ
て
い
る
に
反
し
、
科
学
的
認
識
の
作
用
は
観
察
、
実
験
、
帰
納
、

演
繹
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
個
人
及
び
集
団
の
聖
福
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
目
的
は
「
知

慧
」
に
よ
る
最
高
の
人
格
的
教
養
で
あ
る
。
実
証
科
学
の
目
的
は
世
界
に
お
け
る
一
切
の
「
本
質
的
な
も
の
」
を

意
識
的
に
顧
み
な
い
で
単
に
諸
現
象
の
関
係
の
み
を
数
学
的
象
徴
に
お
け
る
世
界
像
の
中
へ
取
り
上
げ
、
こ
の
も
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の
に
従
っ
て
自
然
を
支
配
す
る
に
あ
る
。
三
つ
の
認
識
形
態
に
お
い
て
そ
れ
を
指
導
す
る
人
格
型
も
そ
れ
ぞ
れ
異

な
っ
て
い
る
。
宗
教
の
指
導
者
型
は
「
聖
者
」
で
あ
る
。
形
而
上
学
の
指
導
者
型
は
「
賢
者
」
で
あ
っ
て
、
彼
は

専
門
的
も
し
く
は
職
業
的
知
識
を
与
え
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
世
界
の
本
質
構
造
に
関
す
る
知
識
の
何
等
か
の
体

系
を
与
え
る
。
実
証
科
学
の
指
導
者
の
典
型
は
「
研
究
家
」
で
あ
っ
て
、
彼
は
一
の
出
来
上
っ
た
体
系
を
与
え
よ

う
と
欲
す
る
こ
と
な
く
、却
っ
て
た
だ
科
学
の
無
限
な
る
過
程
を
何
等
か
の
点
に
お
い
て
前
進
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

更
に
社
会
群
と
し
て
は
、
聖
者
に
は
教
会
、
宗
派
、
教
団
が
対
応
し
、
賢
者
に
は
、
例
え
ば
か
の
プ
ラ
ト
ン
の
ア

カ
デ
ミ
ー
の
如
き
古
代
的
意
味
に
お
け
る
学
校
ま
た
は
学
派
が
対
応
す
る
。
そ
し
て
研
究
家
に
は
つ
ね
に
国
際
的

に
な
ろ
う
と
努
め
つ
つ
あ
る
い
わ
ゆ
る
科
学
的
共
和
国
並
び
に
大
学
、
学
会
等
の
如
き
そ
れ
の
諸
組
織
が
対
応
す

る
の
で
あ
る
。
認
識
の
三
つ
の
根
本
種
類
の
相
違
に
従
っ
て
ま
た
そ
れ
の
歴
史
的
運
動
形
態
も
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な

も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
実
証
主
義
が
全
く
見
誤
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
宗
教
は
カ
リ
ス
マ
的
人
格
が

神
、
自
己
及
び
救
済
に
つ
い
て
教
え
る
も
の
を
信
仰
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
く
か
ら
、
そ
れ
は
つ
ね
に
一
の

全
体
で
あ
り
、絶
対
的
に
完
結
し
た
も
の
、完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
指
導
者
、模
範
は
こ
の
場
合
い
つ
で
も
「
唯

一
者
」
で
あ
る
。
従
っ
て
凡
て
発
展
、
進
歩
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
こ
こ
で
は
た
だ
啓
示
の
内
容
に
一
層
深
く
貫

き
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
宗
教
上
の
運
動
、
革
新
、
変
化
な
ど
が
前
望
的
で
な
く
、
却
っ
て
根
源
に
還
る
こ
と
、
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失
わ
れ
た
も
の
の
建
て
直
し
と
し
て
回
顧
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。
形
而
上

学
も
ま
た
実
証
科
学
と
同
じ
意
味
に
お
い
て
進
歩
す
る
も
の
で
な
い
。
そ
の
主
要
な
る
図
式
に
お
い
て
可
能
な
る

形
而
上
学
の
数
は
一
定
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
類
型
は
絶
え
ず
繰
返
し
て
現
れ
、
学
問
的
展
開
と
基
礎

付
け
と
の
種
々
な
る
水
準
に
お
い
て
絶
え
ず
相
互
い
に
闘
争
す
る
。
そ
の
認
識
が
本
質
直
観
と
し
て
明
証
的
で
あ

り
、
先
験
的
で
あ
り
、
閉
鎖
的
で
あ
る
形
而
上
学
に
と
っ
て
は
、
観
察
、
実
験
、
帰
納
、
演
繹
に
も
と
づ
く
実
証

科
学
の
場
合
に
は
到
る
処
存
在
す
る
無
限
な
る
過
程
の
性
格
が
欠
け
て
い
る
。
そ
の
知
識
が
累
積
的
に
進
歩
す
る

と
い
う
こ
と
は
た
だ
実
証
科
学
に
つ
い
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
の
み
、
各
々
の
以
前
の

科
学
の
状
態
が
後
の
状
態
に
よ
っ
て
推
し
退
け
ら
れ
て
価
値
を
失
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
後
に
至

っ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
宗
教
、
形
而
上
学
（
哲
学
）、
実
証
科
学
と
い
う
三
つ
の
認
識
形
態
の
思
想
を
、
救
済
の

知
識
（H

eilw
issen

）、
教
養
の
知
識
（B

ildungsw
issen

）、
仕
事
の
知
識
或
は
支
配
の
知
識
（Leistungsw

issen 

od. H
errschaftsw

issen

）
と
い
う
知
識
の
三
種
類
の
理
論
に
お
い
て
展
開
し
た
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
ま
た
同
じ
よ
う
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
批
評
を
試
み
て
い
る
（Erkenntnis und A

rbeit in: 

D
ie W

issensform
en und die G

esellschaft.

）。
彼
は
先
ず
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
知
識
の
理
念
に
つ
い
て
間
違
っ

た
考
を
も
っ
て
い
る
の
を
非
難
す
る
。
知
識
と
は
、
最
も
形
式
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
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或
る
存
在
者
が
他
の
存
在
者
の
本
質
（Sosein

）
に
、
こ
の
本
質
を
変
化
す
る
こ
と
な
し
に
、
分
与
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
或
る
物
の
存
在
（D

asein

）
は
つ
ね
に
必
然
的
に
知
識
並
び
に
意
識
の
彼
岸
に
あ
る
が
、
し
か
し

そ
れ
の
本
質
は
、
我
々
の
精
神
の
志
向
の
対
象
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
原
理
的
に
そ
れ
自
身
我
々
の
精
神
の
う

ち
へ
這
入
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
か
る
志
向
は
ひ
と
つ
の
作
用
で
あ
っ
て
、
物
そ
の
も
の
の
模
写
と
い
う
が
如
き

も
の
で
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
い
わ
ゆ
る
模
写
説
を
却
け
て
、
こ
の
よ
う
な
模
写
は
無
用
な

「
世
界
の
二
重
化
」
に
過
ぎ
な
い
と
云
う
の
は
、
全
く
正
し
い
。
然
し
な
が
ら
我
々
が
世
界
の
本
質
に
真
に
与
る

と
い
う
こ
と
は
、
実
際
的
に
は
必
ず
し
も
「
有
用
」
で
は
な
い
に
し
て
も
、
決
し
て
無
駄
な
こ
と
で
は
な
い
。
プ

ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
知
識
の
真
理
性
を
、
そ
れ
の
実
際
上
の
帰
結
の
生
命
に
対
し
て
有
す
る
有
用
性
と
同
一
視
す

る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
知
識
が
行
為
と
直
接
に
関
係
が
あ
り
、
従
っ
て
世
界
を
変
化
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
世
界
を
変
化
す
る
と
い
う
行
為
と
結
び
付
い
て
い
る
の
は
、
時
間
的
空
間
的
に
限

定
さ
れ
た
、
そ
れ
故
に
偶
然
的
な
現
実
に
つ
い
て
の
知
識
、
即
ち
事
実
知
（Tatsachenw

issen

）
で
あ
る
。
か
か

る
事
実
知
の
ほ
か
に
、
そ
れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
本
質
知
（W

esensw
issen

）
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
も

の
は
本
質
直
観
に
も
と
づ
く
、
永
遠
な
る
本
質
に
つ
い
て
の
先
験
的
な
知
識
で
あ
る
。
然
る
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ

ム
は
経
験
論
の
新
形
態
と
し
て
、
か
く
の
如
き
本
質
知
と
事
実
知
と
の
根
本
的
な
区
別
を
認
め
な
い
こ
と
に
お
い
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て
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
実
証
主
義
及
び
実
用
主
義
に
対
す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
批
判
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
の
は
、
本
質

と
存
在
と
の
原
理
的
な
区
別
で
あ
る
。
こ
の
区
別
は
上
述
の
彼
に
お
け
る
精
神
と
自
然
的
衝
動
と
の
二
元
論
的
な

区
別
に
相
応
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
彼
の
現
象
学
的
（
フ
ッ
サ
ー
ル
風
の
）
立
場
と
も
つ
な
が
っ
て
い
る
で

あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
見
方
に
よ
っ
て
実
証
主
義
や
実
用
主
義
の
認
識
論
上
の
相
対
主
義
的
帰
結
に
陥
る
こ
と
が
免

れ
得
ら
れ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
然
し
そ
の
こ
と
は
同
時
に
知
識
社
会
学
、
一
般
に
文
化
社
会
学
の

成
立
す
る
基
礎
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
文
化
社
会
学
が
そ
の
も
の
と
し
て
根
本
に
お
い
て
不
可
能

に
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
文
化
社
会
学
は
凡
て
の
文
化
が
、
従
っ
て
ま
た
あ
ら
ゆ
る
知
識
が
社
会
的
に
制

約
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、実
在
的
要
因（
自

然
）
と
理
想
的
要
因
（
精
神
）
と
は
歴
史
の
う
ち
に
単
に
相
並
ん
で
存
す
る
二
系
列
で
あ
る
。
精
神
は
不
動
な
る
、

永
遠
常
住
な
る
イ
デ
ア
も
し
く
は
本
質
の
世
界
を
形
作
っ
て
い
る
、そ
れ
は
自
体
に
お
い
て
は
超
歴
史
的
で
あ
る
。

た
だ
精
神
は
、
そ
れ
が
歴
史
の
う
ち
に
お
い
て
見
ゆ
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
つ
ね
に
い
わ
ば
偶
然
的
な
状
況

を
必
要
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、「
水
門
を
開
く
」
こ
と
が
必

要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。水
門
を
開
く
た
め
に
は
実
在
的
要
因
が
必
ず
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
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然
し
こ
の
実
在
的
要
因
は
精
神
の
構
造
そ
の
も
の
に
対
し
て
は
何
等
影
響
し
、
変
化
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
。
そ

れ
故
に
文
化
は
そ
の
本
質
的
な
部
分
に
お
い
て
は
何
等
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
云
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
あ
っ
て
は
唯
物
史
観
に
お
け
る
上
層
建
築
・
下
層
建
築
の
理
論
は
彼
の
精
神
・

自
然
二
元
論
の
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
下
層
建
築
が
上
層
建
築
を

規
定
す
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
は
文
化
と
社
会
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
等
認
め
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
立
場
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
根
本
に
お
い
て
非
歴
史
的
で
あ
る
。

然
る
に
こ
の
こ
と
は
文
化
社
会
学
が
文
化
社
会
学
と
し
て
成
立
し
得
る
基
礎
を
根
柢
か
ら
危
く
す
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
却
っ
て
文
化
社
会
学
は
歴
史
性
の
原
理
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
象
学
的
立
場
よ

り
も
寧
ろ
歴
史
主
義
（H

istorism
us

）
の
立
場
が
文
化
社
会
学
に
と
っ
て
適
切
で
あ
り
、
歴
史
主
義
が
そ
れ
の
成

立
し
得
る
た
め
の
地
盤
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
実
際
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
既
に

述
べ
た
如
く
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
精
神
・
自
然
二
元
論
を
却
け
、
有
機
体
説
的
な
歴
史
哲
学
の
流
を
汲
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
歴
史
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
ま
た
オ
ス
ワ
ル
ト
・
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
（O

sw
ald Spengler, 

U
ntergang des A

bendlandes.

）
の
歴
史
主
義
的
思
想
か
ら
深
い
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
化
社
会
学

の
立
場
は
実
証
主
義
で
は
な
く
て
歴
史
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
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ー
も
、
上
に
記
し
た
如
く
、
文
明
過
程
と
文
化
過
程
並
び
に
両
者
の
発
展
様
相
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実

証
主
義
的
な
歴
史
哲
学
に
反
対
し
た
の
で
あ
る
。

カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
は
彼
の
知
識
社
会
学
に
お
い
て
、
実
証
主
義
的
立
場
及
び
現
象
学
的
立
場
を
排
し
て
、

歴
史
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
（K

arl M
annheim

, H
istorism

us in: A
rchiv für Sozialw

issenschaft und 

Sozialpolitik, B
d. 52.

）。
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
知
識
社
会
学
的
問
題
設
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
問
題
状
況

は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
思
惟
の
自
己
超
越
及
び
自
己
相
対
化
と
名
付
け
得
る
と
こ
ろ
の
、
思
惟
を

ば
自
己
以
外
の
要
因
即
ち
存
在
と
の
相
関
関
係
に
お
く
見
解
が
一
契
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
第
二
の
契
機
は
、

近
世
市
民
社
会
の
成
立
と
共
に
現
れ
た
と
こ
ろ
の
、
新
興
階
級
に
よ
っ
て
抱
か
れ
た
封
建
社
会
に
対
す
る
「
暴
露

意
識
」
で
あ
る
。
即
ち
単
に
或
る
社
会
層
の
有
す
る
観
念
を
否
定
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
観
念
を
理
論
的
以
外
の

機
能
に
お
い
て
捉
え
て
そ
れ
の
活
動
性
を
解
体
せ
ん
と
す
る
意
味
で
の
暴
露
意
識
が
こ
れ
で
あ
る
。
第
三
の
契
機

は
、
思
惟
を
相
対
化
す
る
場
合
に
そ
の
基
礎
と
し
て
関
係
付
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
存
在
を
歴
史
的
社
会
的
な
も
の

に
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
四
の
契
機
は
、
思
惟
の
相
対
化
が
行
わ
れ
る
場
合
に
個
々
の
思
惟
内
容
で
は

な
く
却
っ
て
世
界
観
体
系
の
全
体
が
存
在
へ
の
依
存
性
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な

諸
前
提
の
上
に
立
て
ら
れ
た
自
己
の
知
識
社
会
学
の
立
場
を
マ
ン
ハ
イ
ム
は
動
的
な
立
場
と
し
て
規
定
し
た
。
そ
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れ
は
ま
た
歴
史
主
義
的
な
立
場
で
も
あ
る
。
彼
は
実
証
主
義
を
批
評
し
て
、
実
証
主
義
は
経
験
と
い
う
特
定
の
概

念
を
実
体
化
し
、
且
つ
如
何
な
る
思
弁
の
形
式
に
お
け
る
形
而
上
学
的
要
素
を
も
人
間
の
知
識
か
ら
放
逐
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
経
験
へ
の
帰
依
」
を
主
張
す
る
一
種
の
形
而
上
学
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
彼
は

シ
ェ
ー
ラ
ー
の
現
象
学
的
知
識
社
会
学
を
批
評
し
て
云
っ
て
い
る
。
こ
の
知
識
社
会
学
に
お
い
て
は
実
在
的
要
因

と
理
想
的
要
因
と
が
現
象
学
的
に
区
別
さ
れ
、
そ
し
て
実
体
化
さ
れ
る
。
然
る
に
か
か
る
プ
ラ
ト
ン
的
な
二
元
的

考
え
方
と
は
違
っ
て
、
知
識
社
会
学
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
二
要
因
の
現
象
学
的
差
異
は
出
来
事
の
生
成
統
一
へ
還

元
し
て
確
定
さ
れ
、
か
く
し
て
或
る
実
在
的
な
も
の
が
精
神
的
な
も
の
に
転
化
す
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
問
題
が
探

究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
「
転
化
」
と
い
う
が
如
き
こ
と
は
単
に
現
象
学
的
な
考
察
に
よ
っ
て
は
理

解
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
然
し
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
い
っ
た
合
理
的
な
文
明
過

程
と
心
的
に
拘
束
さ
れ
た
文
化
運
動
と
の
区
別
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
前
者
に
は
合
理
的
把
握
が
、
後
者
に
は
直

観
的
叙
述
が
妥
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
マ
ン
ハ
イ
ム
は
、
い
わ
ば
そ
の
中
間
に
、
心
的
に
拘
束
さ
れ
な
が

ら
も
一
種
の
合
理
的
発
展
を
な
す
、
即
ち
弁
証
法
的
発
展
の
領
域
が
あ
る
と
考
え
る
。
か
く
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
に

お
い
て
は
、
一
、
心
的
に
拘
束
さ
れ
、
本
来
直
観
的
全
体
性
に
お
い
て
の
み
示
し
得
る
が
如
き
文
化
（
宗
教
、
芸

術
）、
二
、
弁
証
法
的
発
展
を
な
す
領
域
（
哲
学
、
歴
史
認
識
）、
三
、
前
進
的
発
展
を
な
す
領
域
（
科
学
）
が
区
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別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
弁
証
法
的
発
展
と
は
如
何
な
る
形
式
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
哲
学
は
自
然
科

学
の
よ
う
に
直
線
的
に
発
展
す
る
も
の
で
な
い
。
即
ち
そ
こ
で
は
同
一
の
体
系
化
原
理
に
律
せ
ら
れ
て
様
々
の
歴

史
的
成
果
が
相
寄
っ
て
加
算
的
に
綜
合
さ
れ
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
発
展
は
存
し
な
い
。
却
っ
て
哲
学
の
発
展
は

弁
証
法
的
で
あ
る
。
こ
の
領
域
に
お
い
て
も
前
の
時
代
の
成
果
が
後
の
時
代
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
受
け
容
れ

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
。
然
し
な
が
ら
前
代
の
成
果
を
貫
い
て
い
る
体
系
化
原
理
は
必
ず
し
も
後
の
時
代
に

よ
っ
て
受
け
継
が
れ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
前
代
の
成
果
が
後
代
の
そ
れ
の
中
に
止
揚
せ
ら
れ
、
古
き
成
果
を
取
り

容
れ
つ
つ
そ
れ
が
新
し
い
体
系
化
の
中
心
か
ら
再
組
織
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
哲
学
の
発
展
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ

で
は
時
代
を
異
に
し
て
存
立
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
体
系
は
別
個
の
体
系
化
原
理
に
律
せ
ら
れ
て
、
別
個
の
体
系

を
現
し
て
い
る
。
過
去
の
遺
産
が
新
し
い
体
系
化
の
意
図
に
よ
っ
て
改
造
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
更
に
高
次
の
立

場
か
ら
、
一
層
包
括
的
な
中
心
か
ら
再
祖
織
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
か
よ
う
に
し
て
過
去
の
成
果
が
止
揚
さ
れ
て

行
く
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
弁
証
法
的
発
展
で
あ
る
。
単
に
哲
学
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
科
学
（
社
会
学
も
含
め

て
）
も
お
よ
そ
か
く
の
如
き
発
展
の
形
式
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
体
系
化
の
中
心
は
現
実
の
生
活
の
推
移

と
共
に
推
移
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
体
系
の
基
礎
は
つ
ね
に
生
活
と
共
に
動
的
で
あ
る
。
体
系
化
の
中
心
が
生
活

の
推
移
と
共
に
推
移
し
、
体
系
化
が
つ
ね
に
新
し
い
中
心
か
ら
な
さ
れ
る
こ
と
を
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
立
場
へ
の
拘
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束
（Standortgebundenheit

）
と
称
し
て
い
る
。
哲
学
や
歴
史
認
識
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
立
場
に
拘
束
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
に
と
っ
て
は
、
知
識
社
会
学
の
本
来
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
は
か
く
の
如
き
立
場

に
拘
束
さ
れ
た
知
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
知
識
の
発
展
は
数
学
や
自
然
科
学
と
異
な
り
純
理
論
的
必
然
を
追
わ

ず
、
現
実
的
生
活
の
変
化
に
依
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
の
知
識
社
会
学
は
、
そ
の
固
有

な
る
対
象
と
す
る
も
の
か
ら
見
て
も
、
主
と
し
て
科
学
的
知
識
の
発
展
に
の
み
関
心
す
る
フ
ラ
ン
ス
的
、
実
証
主

義
的
知
識
社
会
学
と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

三　
歴
史
主
義
と
文
化
綜
合

マ
ン
ハ
イ
ム
の
歴
史
主
義
は
ト
レ
ル
チ
を
出
発
点
と
し
た
。
ト
レ
ル
チ
は
現
代
に
お
い
て
こ
の
歴
史
主
義

の
問
題
に
最
も
深
入
り
し
て
思
索
し
た
人
で
あ
る
（Ernst Troeltsch, D

er H
istorism

us und seine Problem
e, 

1922.

）。
ト
レ
ル
チ
は
先
ず
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
歴
史
的
発
生
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
方
法
が
相
対
主
義
に
陥
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
。
然
し
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
価
値
判
断
を
行
お
う
と
す

る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
評
価
の
基
準
と
な
る
の
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
も
相
対
主
義
に
陥
る
こ
と
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を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
評
価
の
基
準
は
或
る
普
遍
妥
当
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ

う
に
見
え
る
。
然
る
に
永
遠
な
も
の
、
普
遍
妥
当
的
な
も
の
は
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
か
よ

う
な
規
準
に
従
っ
て
評
価
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
一
切
の
歴
史
的
な
も
の
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
と
こ
ろ
の
個

別
性
が
そ
の
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
評
価
の
規
準
は
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
、
具
体

的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
具
体
的
な
も
の
は
歴
史
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
れ
は
ま
た
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
か
く
し
て
ト
レ
ル
チ
は
歴
史
的
事

物
の
評
価
の
規
準
に
つ
い
て
云
う
、
こ
の
規
準
に
お
い
て
は
、
一
切
の
現
実
的
な
歴
史
的
形
成
物
の
個
別
的
性
格

と
、
そ
し
て
自
己
自
身
の
現
在
の
生
産
物
―
―
こ
の
も
の
も
ま
た
歴
史
に
属
し
、
従
っ
て
個
別
的
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
―
―
と
一
致
し
得
な
い
よ
う
な
性
格
は
断
念
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
規

準
の
普
遍
妥
当
性
、
無
時
間
性
、
絶
対
性
と
抽
象
性
、
そ
れ
の
理
性
自
体
も
し
く
は
神
的
世
界
本
質
と
の
単
純
な

同
一
性
は
断
念
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
無
時
間
性
、
普
遍
妥
当
性
及
び
絶
対
性
と
い
う
意
味
で
な
い
自
発
性
、
先
験

性
、
自
己
確
実
性
、
こ
れ
が
唯
一
の
可
能
な
る
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
か
く
の
如
き
規
準
そ
の
も
の
が

個
別
的
な
措
定
と
し
て
各
々
の
大
い
な
る
全
体
的
状
況
の
中
か
ら
新
た
に
形
作
ら
れ
、
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
我
々
の
規
準
は
、
何
よ
り
も
直
接
の
要
求
が
そ
れ
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
実
際
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に
お
い
て
は
全
体
の
大
い
な
る
作
用
聯
関
に
あ
る
文
化
所
有
物
の
中
か
ら
批
判
的
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成

り
立
つ
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
過
程
を
ト
レ
ル
チ
は
「
現
代
的
文
化
綜
合
」（gegenw

ärtige K
ultursynthese

）

と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
既
存
の
も
の
の
新
し
い
綜
合
を
作
り
出
す
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
新
し
い
綜
合
そ

の
も
の
の
う
ち
に
は
同
時
に
、
古
い
も
の
の
中
か
ら
出
て
し
か
も
ひ
と
つ
の
新
し
い
生
命
の
深
み
を
意
味
す
る
と

こ
ろ
の
、
嘗
て
存
し
な
か
っ
た
或
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
新
し
い
も
の
が
真
に
内
的
な
深
み

か
ら
発
現
し
そ
し
て
た
だ
そ
れ
の
内
的
な
自
己
確
実
性
と
そ
れ
の
意
志
を
規
定
す
る
力
と
に
よ
っ
て
自
己
を
証
明

す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
一
の
先
験
的
な
、
即
ち
自
発
的
な
創
造
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
無
か
ら
の
創
造

で
も
な
く
、
理
性
か
ら
の
構
成
で
も
な
く
、
却
っ
て
古
い
も
の
の
改
造
と
継
続
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
そ
の
う

ち
へ
新
し
い
心
、
新
し
い
精
神
の
息
吹
を
吹
き
込
む
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
事
物
に
対
す
る
か
く
の
如
き
規
準
の

構
成
は
、
そ
れ
故
に
、
自
己
自
身
の
生
活
聯
関
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
批
判
で
あ
る
と
同
時
に
発

展
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
評
価
の
規
準
は
い
ず
れ
も
そ
の
規
準
の
生
れ
る
立
場
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
そ
れ
は
つ
ね
に
未
来
の
形
成
と
の
生
き
た
聯
関
に
お
い
て
生
れ
る
の
で
あ
る
。
批
判
と
創
造
と
は
本
質
的

に
結
び
付
い
て
お
り
、
そ
こ
に
規
準
と
現
代
的
な
新
し
い
文
化
綜
合
と
の
本
質
的
な
結
合
が
基
礎
付
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
れ
故
に
規
準
と
批
判
と
は
根
源
に
お
い
て
何
等
抽
象
的
な
理
論
で
な
く
、
却
っ
て
実
践
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的
な
対
決
、
自
己
解
明
、
自
己
形
成
で
あ
る
。
か
よ
う
な
現
代
的
文
化
綜
合
に
あ
た
っ
て
過
去
の
諸
文
化
、
ま
た

我
々
自
身
の
文
化
圏
の
う
ち
へ
入
り
込
め
る
過
去
の
諸
要
素
に
対
し
て
二
重
の
評
価
が
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
は
先
ず
で
き
る
だ
け
忠
実
に
、
厳
密
に
、
事
実
に
即
し
そ
し
て
自
己
を
空
し
く
し
て
伝
承
さ
れ
た

も
の
の
中
か
ら
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
過
去
の
文
化
の
固
有
な
、
事
実
的
の
、
既
存
の
意
味
と
内
容
を

そ
れ
に
即
し
て
測
る
内
在
的
な
規
準
に
従
っ
て
評
価
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
次
に
過
去
の
文
化
の
中
か

ら
同
化
も
し
く
は
対
立
に
よ
っ
て
養
わ
れ
ま
た
充
実
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
自
身
の
、
現
在
形
成
さ
れ
つ
つ
あ

る
文
化
理
想
に
関
係
せ
し
め
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。第
一
の
関
係
に
お
い
て
は
能
う
限
り
の
客
観
性
が
支
配
し
、

第
二
の
関
係
に
お
い
て
は
同
化
し
ま
た
態
度
を
と
る
、
改
鋳
し
ま
た
融
解
す
る
主
観
性
が
支
配
す
る
。
こ
の
二
つ

の
こ
と
は
共
に
必
要
で
あ
っ
て
、
最
後
の
結
果
に
お
い
て
態
度
決
定
が
主
観
的
な
、
自
己
自
身
の
立
場
か
ら
制
約

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
第
一
の
客
観
性
が
無
駄
で
、
ど
う
で
も
よ
い
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。

却
っ
て
両
者
の
統
一
の
存
す
る
と
こ
ろ
に
、
真
の
意
味
で
の
現
代
的
文
化
綜
合
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
文
化
綜
合

は
、
ト
レ
ル
チ
に
よ
れ
ば
、
先
験
性
と
共
に
客
観
性
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
先
験
性
と
は
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
か
。
先
験
性
と
は
、
か
よ
う
な
規
準
構
成
の
、
究
極
に
お
い
て
は
た
だ
そ
れ
の
意
味
に
よ
っ
て
の
み
説
服
す
る

と
こ
ろ
の
自
律
性
を
、
そ
し
て
そ
れ
が
単
な
る
諸
前
提
及
び
諸
前
件
か
ら
し
て
は
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
こ
れ
ら
の
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も
の
と
連
続
の
関
係
に
あ
る
に
し
て
も
、
説
明
さ
れ
得
ず
、
寧
ろ
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
し
て
或
る
新
し
い
も
の
で

あ
る
こ
と
を
、
意
味
す
る
。
そ
れ
は
、
精
神
の
も
は
や
そ
れ
以
上
の
も
の
か
ら
派
生
せ
し
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
自

発
的
な
力
を
、
そ
れ
の
基
礎
付
け
の
た
め
に
も
は
や
他
の
意
味
を
必
要
と
し
な
い
と
こ
ろ
の
内
容
的
な
意
味
に
よ

る
説
服
を
意
味
す
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。か
く
の
如
き
意
味
に
お
け
る
先
験
性
は
生
命
の
単
純
な
事
実
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
承
認
す
る
こ
と
は
意
志
の
決
定
に
属
す
る
。
然
る
に
か
よ
う
な
意
志
の
承
認
な
し
に
は
一
般
に
如
何
な
る

妥
当
的
な
先
験
性
も
存
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
か
よ
う
な
自
律
的
な
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
先
験
的
に
形
作
ら
れ
た

規
準
の
客
観
性
は
、
も
し
ひ
と
が
特
に
歴
史
に
向
う
な
ら
ば
、
二
つ
の
契
機
に
お
い
て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
そ
れ
は
先
ず
事
実
へ
の
、
我
々
も
そ
の
う
ち
に
属
す
る
全
体
の
作
用
聯
関
へ
の
、
最
も
注
意
深
い
、
偏
見

の
な
い
沈
潜
に
お
い
て
、
次
に
こ
の
文
化
圏
の
理
想
を
事
実
的
な
生
活
の
中
か
ら
取
り
出
し
て
作
る
こ
と
に
お
い

て
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
。

右
に
記
し
た
が
如
き
ト
レ
ル
チ
の
思
想
に
対
し
て
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
そ
れ
は
自
然
・
精
神

の
二
元
論
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
評
す
る
こ
と
、
か
の
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
対
す
る
場
合
と

同
様
で
あ
る
。
た
だ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
カ
ト
リ
ッ
ク
的
・
現
象
学
的
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
は
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
的
・
カ
ン
ト
的
伝
統
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
二
人
に
お
い
て
精
神
に
つ
い
て
の
見
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方
の
相
違
が
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
お
い
て
は
、
精
神
の
意
味
内
容
が
現
れ
る
た
め
に
は
、
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
水
門
の
開
門
」（Schleusenöffnung

）
が
つ
ね
に
必
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
実
在
的
要
因
が
一
定
の
仕
方

で
作
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
然
る
に
ト
レ
ル
チ
に
お
い
て
は
、
精
神
そ
の
も
の
に
一
層
活

動
的
な
力
が
認
め
ら
れ
、
精
神
は
そ
の
自
律
的
な
力
に
よ
っ
て
歴
史
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
突
き
破
っ
て
そ
の
う

ち
に
「
発
現
」（D

urchbruch

）
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
自
身
は
、
そ
の

根
本
に
お
い
て
有
機
体
説
的
な
歴
史
観
に
よ
っ
て
、
現
代
に
お
い
て
歴
史
主
義
の
問
題
に
関
し
て
ト
レ
ル
チ
と
並

ん
で
影
響
の
大
き
か
っ
た
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
思
想
に
よ
り
近
く
立
っ
て
い
る
。
彼
は
ト
レ
ル
チ
の
云
う
よ
う
な

文
化
綜
合
を
認
め
な
い
。
彼
に
よ
れ
ば
、
文
化
は
心
的
・
精
神
的
表
現
で
あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
以
前
の
文
化
形
成

物
は
、或
る
歴
史
的
に
与
え
ら
れ
た
生
活
材
料
の
う
ち
に
お
け
る
表
現
の
高
さ
に
と
っ
て
規
準
で
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
自
身
が
一
の
「
綜
合
」
の
材
料
と
な
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
と
彼
は
云
う
の
で
あ
る
。

マ
ン
ハ
イ
ム
は
そ
の
歴
史
主
義
的
思
想
に
お
い
て
ト
レ
ル
チ
に
よ
り
近
く
立
っ
て
い
る
。
彼
は
ト
レ
ル
チ
の
現

代
的
文
化
綜
合
の
思
想
を
改
造
し
つ
つ
受
け
継
い
で
い
る
。
彼
も
ト
レ
ル
チ
と
同
じ
よ
う
に
歴
史
認
識
が
立
場
に

拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
。
然
し
そ
の
こ
と
は
、
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ
れ
ば
、
相
対
主
義
を
結
果
す
る
も
の

で
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
歴
史
認
識
に
お
け
る
評
価
の
基
準
た
る
具
体
的
価
値
も
そ
れ
の
対
象
そ
の
も
の
と
同
じ
歴
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史
過
程
か
ら
有
機
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
主
客
の
統
一
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら

諸
々
の
変
化
す
る
立
場
か
ら
形
作
ら
れ
た
種
々
な
る
歴
史
像
の
間
の
発
展
は
如
何
に
し
て
示
さ
れ
る
か
。
ト
レ
ル

チ
は
こ
の
点
を
十
分
に
説
明
し
て
い
な
い
。
し
か
も
直
観
的
に
は
相
異
な
る
個
々
の
時
代
を
有
意
味
の
段
階
あ
る

発
展
的
全
体
に
結
合
す
る
こ
と
は
歴
史
主
義
に
と
っ
て
生
命
的
な
問
題
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム

は
先
に
述
べ
て
お
い
た
が
如
き
、
歴
史
認
識
の
弁
証
法
的
発
展
の
理
論
に
到
達
し
た
。
そ
れ
は
心
的
に
制
約
さ
れ

な
が
ら
も
一
種
の
合
理
的
発
展
を
な
す
と
見
做
さ
れ
る
。
即
ち
歴
史
認
識
の
発
展
は
、自
然
科
学
の
場
合
の
如
く
、

同
一
の
体
系
化
原
理
に
律
せ
ら
れ
て
様
々
の
歴
史
的
成
果
が
相
倚
っ
て
加
算
的
綜
合
を
な
す
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ

る
直
線
的
発
展
を
な
す
も
の
で
は
な
い
が
、
然
し
こ
こ
で
も
前
代
の
成
果
は
後
代
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
受
け

容
れ
ら
れ
る
。
唯
、
こ
こ
で
は
前
時
代
の
成
果
は
現
代
の
立
場
に
お
い
て
新
し
い
体
系
化
の
中
心
か
ら
再
組
織
さ

れ
、
従
来
の
諸
概
念
は
か
よ
う
に
し
て
新
し
い
聯
関
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
の
変
化
を
受
け
る
の

で
あ
る
。
歴
史
認
識
に
お
け
る
体
系
化
の
形
式
は
、
現
在
に
お
け
る
我
々
の
実
践
上
の
地
位
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
。
ト
レ
ル
チ
の
い
う
現
代
的
文
化
綜
合
な
る
も
の
は
こ
の
事
実
を
指
す
も
の
と
し
て
、
マ
ン
ハ
イ
ム
は
ま
た
そ

の
こ
と
を
歴
史
認
識
は
一
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
を
も
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
風
に
云
っ
て
い
る
。
歴
史

認
識
は
認
識
す
る
者
の
特
定
の
立
場
か
ら
特
定
の
距
離
に
お
い
て
の
み
な
さ
れ
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
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イ
ム
に
よ
れ
は
、
認
識
が
立
場
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
決
し
て
相
対
主
義
（R

elativism
us

）
と
同

一
視
さ
る
べ
き
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
単
な
る
関
係
論
（R
elalionism

us

）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
関
係
論
的
見

方
に
よ
っ
て
知
識
は
動
態
化
さ
れ
る
。
そ
れ
は
現
実
の
生
活
の
推
移
と
共
に
推
移
す
る
つ
ね
に
新
し
い
体
系
化
の

中
心
、
即
ち
現
代
の
立
場
か
ら
組
織
さ
れ
、
再
組
織
さ
れ
る
。
か
よ
う
に
物
を
動
態
的
様
相
に
お
い
て
眺
め
る
こ

と
が
歴
史
主
義
に
と
っ
て
の
基
礎
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
一
切
の
も
の
が
流
転
す
る
と
い
う
生
活
感
情
を
も
つ
こ

と
そ
れ
自
身
は
単
に
歴
史
主
義
の
前
提
で
あ
っ
て
、そ
れ
だ
け
で
は
未
だ
歴
史
主
義
と
い
う
も
の
に
は
達
し
な
い
。

歴
史
主
義
が
一
の
主
張
と
し
て
根
柢
を
得
る
に
至
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
動
態
的
変
化
の
う
ち
に
お
け
る
秩
序
の

原
理
を
、
そ
れ
に
内
在
す
る
内
的
構
造
の
特
質
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
マ
ン
ハ
イ
ム
に
よ

れ
ば
、
歴
史
認
識
は
立
場
に
拘
束
さ
れ
、
従
っ
て
特
定
の
パ
ー
ス
ペ
ク
チ
ヴ
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
立
場
と
立
場
と
の
交
替
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
諸
々
の
体
系
の
間
に
は
一
種
の
合
理
的
な
秩
序
が
存
し
、

そ
れ
に
従
っ
て
前
時
代
の
認
識
成
果
は
一
の
弁
証
法
的
綜
合
を
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
マ
ン
ハ
イ
ム
は
い
わ
ば

ト
レ
ル
チ
と
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
の
中
間
に
立
っ
て
い
る
。
一
種
の
現
代
的
文
化
綜
合
を
認
め
る
点

で
彼
は
ト
レ
ル
チ
に
近
づ
い
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
根
本
的
な
考
え
方
が
な
お
多
く
の
点
に
お
い
て
有
機
体
説

的
全
体
観
で
あ
っ
て
、
ト
レ
ル
チ
の
根
本
思
想
が
か
の
い
わ
ゆ
る
「
自
由
の
観
念
論
」
に
属
す
る
の
と
異
な
る
と
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こ
ろ
か
ら
見
れ
ば
、
彼
は
寧
ろ
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
歴
史
的
な
も
の
の
動
態

的
変
化
の
う
ち
に
支
配
す
る
秩
序
は
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
。
先
ず
縦

断
面
の
方
向
に
お
い
て
、
精
神
的
文
化
的
生
活
の
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
に
つ
い
て
そ
れ
の
後
れ
て
現
れ
る
形
態
が
連

続
的
・
有
機
的
に
前
の
形
態
の
中
か
ら
生
長
し
来
た
っ
た
仕
方
を
我
々
は
把
捉
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
次
に
横
断

面
の
方
向
に
お
い
て
、
精
神
的
文
化
的
生
活
の
個
々
の
領
域
が
各
々
孤
立
し
て
継
続
し
生
長
し
て
行
く
の
で
は
な

く
、
一
定
の
段
階
に
お
い
て
は
個
々
の
契
機
が
制
約
し
合
い
、
一
の
全
体
の
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
考
え
方
は
な
お
歴
史
的
事
物
の
有
機
体
説
的
発
展
論
と
有
機
体
説
的
全
体
観
と
に

追
随
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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一　
名
称

社
会
科
学
（
英i Social science,i

独i Sozialw
issenschaft,i

仏i Sience sociale

）
と
い
う
語
は
自
然
科
学
に
対

し
て
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
法
律
学
、
政
治
学
、
経
済
学
等
一
群
の
科
学
を
総
括
す
る
名
称
で
あ
る
。
自
然
科
学

か
ら
区
別
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
科
学
は
、
社
会
科
学
と
い
う
ほ
か
、
ま
た
屡
々
他
の
名
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
。

ミ
ル
（John Stuart M

ill, 1806-73

）
は
そ
の
論
理
学
の
中
で
こ
れ
を
道
徳
科
学
（M

oral Science

）
と
称
し
た

が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
（W
ilhelm

 D
ilthey, 1833-1911

）
は
精
神
科
学
（G

eistesw
issenschaft

）
と
呼
び
、
更
に
リ

ッ
カ
ー
ト
（H

einrich R
ickert, 1863-1936

）
は
文
化
科
学
（K

ulturw
issenschaft

）
と
名
付
け
た
。
こ
の
科
学

の
方
法
論
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
他
の
学
者
、
メ
ン
ガ
ー
（C

arl M
enger, 1840-1921

）
や
ウ

ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber, 1864-1920

）
な
ど
は
社
会
科
学
と
い
う
名
称
を
用
い
て
い
る
。
そ
れ
は
更
に
歴
史
科

学
（H

istorische W
issenschaft

）
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
は
ま
た
人
文
科
学
と
い
う
言
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葉
も
行
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
種
々
の
名
称
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
一
群
の
科
学

が
自
然
科
学
に
比
し
て
遥
か
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
本
質
に
関
す
る
学
者
の
見
解
が
未
だ
一
致
し
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
ず
一
つ
の
こ
と
は
一
般
に
明
瞭
で
あ
る
。
即
ち
社
会
科
学

は
自
然
科
学
と
共
に
経
験
科
学
に
属
し
て
い
る
。
社
会
科
学
も
経
験
科
学
と
し
て
成
立
す
る
。
経
験
科
学
と
い
う

の
は
経
験
的
現
実
の
思
惟
に
よ
る
整
序
で
あ
る
。
社
会
科
学
は
経
験
を
基
礎
と
し
、
経
験
に
忠
実
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
こ
に
要
求
さ
れ
る
の
は
実
証
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
更
に
科
学
と
し
て
思
惟
に
よ
っ
て
経
験
を
整
理
し
、

組
織
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
論
理
性
或
は
合
理
性
の
要
求
が
あ
ら
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
点
に
お
い
て
社
会
科
学

と
自
然
科
学
と
の
間
に
は
一
般
的
に
い
っ
て
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
科
学
と
社

会
科
学
と
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
同
一
で
あ
り
、
単
に
そ
の
対
象
に
お
い
て
異
な
る
の
み
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
関

係
は
、
例
え
ば
物
理
学
と
生
物
学
と
が
、
一
は
物
理
現
象
を
、
他
は
生
命
現
象
を
取
扱
い
、
そ
の
対
象
を
異
に
す

る
が
、
方
法
論
的
に
は
共
に
自
然
科
学
に
属
す
る
が
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
、
社
会
科
学
者
の
中
に
は
か

く
の
如
き
見
解
を
持
っ
て
い
る
者
も
あ
る
。
彼
等
は
近
代
自
然
科
学
の
成
功
に
影
響
さ
れ
て
、
自
己
も
そ
の
よ
う

な
成
功
を
収
め
る
た
め
に
、
自
然
科
学
と
同
じ
方
法
、
或
は
物
理
学
と
、
或
は
特
に
生
物
学
と
類
似
の
方
法
に
依

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
わ
ゆ
る
方
法
一
元
論
の
主
張
が
あ
る
。
も
し
、
か
よ
う
に
社
会
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科
学
と
自
然
科
学
と
が
そ
の
方
法
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
学
問
論
的
に
は
自
然
科
学
と
社
会
科
学
と

は
本
質
的
に
別
種
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
先
ず
社
会
科
学
の
対
象
が
如
何
な

る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
検
討
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
は
本
質
的
に
は
対
象
に
よ
っ
て
で
な
く
方
法

に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
如
何
な
る
方
法
に
従
う
べ
き
で
あ
る
か
は
、
そ
の
対
象

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
す
べ
て
の
科
学
は
そ
の
対
象
の
要
求
す
る
よ
う
な
方
法
を
持
た
ね
ば
な

ら
ぬ
。
も
と
よ
り
一
つ
の
対
象
が
異
な
る
方
面
か
ら
異
な
る
方
法
に
よ
っ
て
研
究
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
で

あ
る
。
し
か
し
対
象
に
は
そ
れ
に
固
有
の
構
造
、
そ
の
優
越
な
性
質
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
方
法
は
こ
れ
に
即
応

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二　
対
象

社
会
科
学
に
お
い
て
人
間
は
自
己
自
身
に
関
係
す
る
。
ミ
ル
が
そ
れ
を
道
徳
科
学
と
称
し
た
の
も
、
こ
の
よ
う

に
人
事
科
学
の
意
味
で
あ
っ
た
。
人
間
は
本
性
上
「
社
会
的
動
物
」
で
あ
る
故
に
、
人
事
科
学
は
社
会
科
学
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も
人
間
は
単
に
社
会
で
な
く
、
同
時
に
個
人
で
あ
る
が
、
社
会
科
学
は
そ
の
認
識
目
的
上
、
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社
会
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
っ
て
は
人
間
の
社
会
的
行
為
が
問
題
で
あ
る
。
も

し
社
会
が
個
人
に
た
だ
単
に
内
在
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
科
学
と
い
う
も
の
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

個
人
に
対
し
て
社
会
は
超
越
的
で
あ
る
故
に
、
言
い
換
え
る
と
、
社
会
は
個
人
の
単
な
る
和
と
し
て
、
個
人
か
ら

説
明
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
故
に
、
社
会
科
学
は
存
在
し
得
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
（Ém

ile D
urkheim

, 

1858-1917

）
が
社
会
現
象
は
「
物
」
と
し
て
取
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
っ
た
の
も
、
そ
れ
が
個
人
か
ら
独
立

の
固
有
な
存
在
を
有
す
る
た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り
社
会
は
個
人
に
対
し
て
た
だ
単
に
超
越
的
で
な
く
、
同
時
に

内
在
的
で
あ
り
、
社
会
は
個
人
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
規
定
さ
れ
る
と
共
に
、

逆
に
社
会
を
規
定
す
る
。
社
会
科
学
に
お
い
て
も
個
人
の
意
義
は
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
に

影
響
を
及
ぼ
す
限
り
個
人
の
行
為
も
社
会
的
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
独
立
な
も

の
と
し
て
、
逆
に
社
会
を
作
っ
て
ゆ
く
。
社
会
も
ま
た
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
の
う
ち
に
お
い

て
作
る
の
で
あ
り
、
社
会
が
社
会
を
作
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
う
ち
に
お
い
て
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
す
べ
て
人
間

が
与
え
ら
れ
た
も
の
の
上
に
作
る
も
の
は
文
化
と
称
せ
ら
れ
る
。
文
化
（K

ultur

）
と
い
う
語
は
も
と
耕
作
を
意

味
す
る
語
か
ら
出
て
、
自
然
に
対
し
、
人
間
の
作
る
も
の
を
意
味
す
る
。
社
会
も
人
間
の
作
る
も
の
と
し
て
一
般

に
文
化
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
社
会
と
文
化
と
を
抽
象
的
に
区
別
す
る
こ
と
は
、
社
会
も
ま
た
人
間



四
三
六

の
作
る
も
の
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
文
化
に
属
す
る
こ
と
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
社
会
科
学

は
自
然
科
学
に
対
し
一
般
に
文
化
科
学
と
称
し
得
る
の
で
あ
る
。
社
会
に
と
っ
て
自
然
は
環
境
で
あ
り
、
社
会
は

こ
の
環
境
か
ら
作
用
さ
れ
、
逆
に
こ
の
環
境
に
作
用
す
る
。
人
間
と
自
然
或
は
社
会
と
自
然
と
は
相
互
作
用
の
関

係
に
立
っ
て
い
る
。
地
上
に
お
け
る
人
類
の
分
布
並
び
に
歴
史
に
お
け
る
そ
の
運
命
は
自
然
の
諸
条
件
に
制
約
さ

れ
る
。
人
間
の
目
的
の
形
成
に
と
っ
て
自
然
過
程
と
そ
の
性
質
と
が
指
導
的
で
あ
り
、
他
方
目
的
は
そ
の
手
段
を

自
然
の
諸
条
件
の
う
ち
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
文
化
は
自
然
を
媒
介
と
し
て
作
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、

社
会
科
学
に
と
っ
て
つ
ね
に
自
然
的
諸
条
件
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
。
社
会
も
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
文
化

は
ま
た
社
会
の
作
る
も
の
で
あ
る
。
社
会
は
主
体
で
あ
り
、
文
化
は
そ
の
表
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
作
る
も
の
と
作

ら
れ
た
も
の
、
主
体
と
そ
の
表
現
と
の
区
別
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
社
会
と
文
化
と
は
原
理
的
に
区
別
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
は
人
間
が
自
己
自
身
に
与
え
る
組
織
で
あ
り
、
文
化
は
そ
の
精
神
的
表
現
で

あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
国
家
、
教
会
、
家
族
等
の
外
的
組
織
と
、
芸
術
、
科
学
、
宗
教
等
の
文
化
の
諸
体
系
と

を
分
っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
社
会
と
文
化
と
を
原
理
的
に
区
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

に
従
っ
て
社
会
科
学
と
文
化
科
学
と
を
区
別
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
社
会
も
単
に
自
然
的
な
も

の
で
な
く
、
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
。
経
済
、
法
律
、
政
治
等
は
社
会
に
お
け
る
基
本
的
な
現
象
で
あ
り
、
社
会
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科
学
の
対
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
文
化
に
属
す
る
と
も
見
ら
れ
得
る
。
従
っ
て
そ
れ
ら
に
関
す
る
科
学
を
文
化

科
学
と
呼
ぶ
こ
と
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
経
済
、
法
律
等
と
、
芸
術
、
宗
教
等
の
如
き
い
わ

ゆ
る
精
神
的
文
化
と
を
比
較
す
れ
ば
、
そ
の
間
に
お
の
ず
か
ら
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
前
者
は
社
会
の
一
層
基
礎

的
な
要
素
で
あ
り
、
そ
の
社
会
現
象
と
し
て
の
性
格
も
一
層
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
社
会
的
意
味
即
ち
社
会
を
担

い
手
と
し
て
成
立
す
る
意
味
に
関
係
し
て
い
る
。
し
か
る
に
芸
術
、
宗
教
等
は
内
面
的
意
味
或
は
精
神
的
価
値
に

関
わ
り
、
本
来
そ
れ
に
関
心
し
、
そ
れ
を
理
解
し
得
る
人
間
に
と
っ
て
の
み
存
在
す
る
。
尤
も
、
如
何
に
個
人
の

独
創
に
出
た
も
の
も
、
そ
れ
が
文
化
で
あ
る
限
り
、
外
に
表
現
さ
れ
、
か
く
し
て
作
ら
れ
た
も
の
は
作
る
人
間
か

ら
離
れ
て
独
立
の
も
の
と
な
り
、
社
会
的
力
と
し
て
働
く
こ
と
に
な
る
。
作
る
人
間
自
身
、
社
会
的
に
規
定
さ
れ

て
お
り
、
作
ら
れ
た
も
の
も
、
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
制
度
や
法
律
の
如
き
も
の
の
み
で
な
く
、
芸
術
や

宗
教
の
如
き
も
の
も
、
社
会
の
紐
帯
で
あ
る
。
す
べ
て
文
化
を
媒
介
と
し
て
人
間
は
社
会
的
に
結
合
す
る
の
で
あ

る
。
宗
教
、
芸
術
等
も
団
体
祖
織
を
形
成
す
る
。
そ
れ
故
に
精
神
的
文
化
と
い
わ
れ
る
も
の
も
社
会
科
学
の
対
象

と
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
必
要
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
本
質
的
に
は
内

面
的
意
味
或
は
精
神
的
価
値
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
本
来
の
研
究
は
精
神
科
学
と
一
層
適
切
に
呼
ば
れ
得

る
。
か
よ
う
に
し
て
広
く
文
化
科
学
或
は
社
会
科
学
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
に
、
そ
の
対
象
に
従
っ
て
、
固
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有
な
意
味
に
お
け
る
社
会
科
学
と
文
化
科
学
或
は
精
神
科
学
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、

精
神
科
学
と
い
う
語
も
広
く
文
化
科
学
乃
至
社
会
科
学
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。一
般
に
文
化
は
自
然
に
対
し
、

人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
人
間
の
行
為
は
す
べ
て
意
味
或
は
価
値
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
意
味

を
体
験
し
創
造
す
る
主
体
は
精
神
と
い
わ
れ
、
文
化
は
す
べ
て
か
よ
う
な
精
神
の
表
現
或
は
客
観
化
さ
れ
た
精
神

と
見
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
文
化
科
学
と
い
う
一
般
的
名
称
の
代
り
に
精
神
科
学
と
い
う
名
称
を
用
い
る
こ
と
に

も
理
由
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
科
学
、
文
化
科
学
、
精
神
科
学
と
い
う
名
称
は
、
対
象
の
そ
れ
ぞ
れ

の
方
面
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
自
然
科
学
に
対
す
る
一
般
的
名
称
と
し
て
は
「
文
化
科
学
」
を
採

り
、
そ
の
も
と
に
「
社
会
科
学
」
と
「
精
神
科
学
」
と
を
区
別
し
た
い
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
社
会
及
び
文
化
は
歴

史
的
な
も
の
で
あ
る
、
そ
れ
は
歴
史
に
お
い
て
生
成
し
発
展
す
る
。
文
化
科
学
の
対
象
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
語
を
借

り
て
い
う
と
「
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
」（die geschichtlich-gesellschaftliche W

irklichkeit

）
で
あ
る
。
そ
れ

は
歴
史
性
を
根
本
的
性
質
と
す
る
故
に
、
そ
の
科
学
は
ま
た
一
般
に
歴
史
科
学
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
社
会
と
文
化
に
関
す
る
研
究
が
す
べ
て
固
有
な
意
味
に
お
け
る
史
学
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ

こ
に
は
歴
史
的
研
究
の
ほ
か
に
理
論
的
研
究
が
存
在
す
る
。
社
会
科
学
は
社
会
的
意
味
に
関
わ
る
経
験
的
現
実
の

理
論
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
歴
史
科
学
或
は
史
学
と
い
う
語
は
文
化
科
学
の
う
ち
に
お
い
て
、
社
会
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社
会
科
学

科
学
及
び
精
神
科
学
に
対
し
、歴
史
の
研
究
の
方
面
を
現
す
部
門
の
名
称
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。

尤
も
自
然
に
も
歴
史
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
自
然
に
つ
い
て
も
歴
史
の
科
学
が
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
普
通
に
歴

史
学
と
い
う
の
は
人
間
の
歴
史
の
研
究
を
意
味
し
て
い
る
。

三　
方
法

学
問
論
に
お
い
て
一
層
重
要
な
の
は
方
法
の
問
題
で
あ
る
。
同
一
の
対
象
も
相
異
な
る
立
場
か
ら
相
異
な
る
方

法
に
従
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
二
つ
の
種
類
の
科
学
が
成
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
心
理
学
は
精
神
現
象

を
研
究
す
る
が
、
あ
ら
ゆ
る
心
理
学
が
精
神
科
学
で
あ
る
の
で
な
く
、
自
然
科
学
と
同
じ
方
法
で
精
神
現
象
を
取

扱
お
う
と
す
る
心
理
学
が
あ
り
、
か
よ
う
な
心
理
学
は
学
問
論
的
に
は
自
然
科
学
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
方

法
は
対
象
に
と
っ
て
構
成
的
で
あ
り
、
科
学
の
対
象
は
一
定
の
認
識
目
的
に
従
っ
て
方
法
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
他
面
、
方
法
は
ま
た
対
象
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
か
く
し
て
科
学
は
主
観
的
・
客
観
的
に
形
成
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
の
模
範
を
自
然
科
学
に
見
て
、
社
会
科
学
も
科
学
で
あ
る
た
め
に
は
自
然
科
学
と
同
じ
方

法
に
依
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
の
は
、実
証
主
義
（Positivism

us
）
の
立
場
で
あ
る
。
か
よ
う
な
主
張
に
対
し
、
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方
法
二
元
論
を
明
瞭
に
述
べ
た
の
は
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
（W
ilhelm

 W
indelband, 1848-1915

）
で
あ
る
。
彼

は
自
然
科
学
と
歴
史
と
を
区
別
し
前
者
を
法
則
定
立
的
（nom

othetisch

）、後
者
を
個
性
記
述
的
（idiographisch

）

と
し
て
特
徴
付
け
た
。
自
然
科
学
は
現
象
を
一
般
的
な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
、
繰
返
す
も
の
の
見
地
か
ら
研
究

し
、
こ
れ
に
反
し
て
歴
史
は
一
回
的
な
も
の
、
独
自
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
の
見
地
か
ら
研
究
す
る
。
こ
の
思

想
を
発
展
さ
せ
て
リ
ッ
カ
ー
ト
は
、
自
然
科
学
を
普
遍
化
的
（generalisierend

）
科
学
、
文
化
科
学
を
個
性
化

的
（individualisierend
）
科
学
と
し
て
規
定
し
た
。
法
則
を
求
め
る
普
遍
化
的
自
然
科
学
に
対
し
て
、
個
性
化

的
文
化
科
学
は
そ
の
方
法
に
お
い
て
歴
史
科
学
的
で
あ
る
。
普
遍
化
的
方
法
は
対
象
を
価
値
に
無
関
係
に
考
察
す

る
に
反
し
て
、
個
性
化
的
方
法
は
対
象
を
価
値
に
関
係
さ
せ
て
考
察
す
る
。
自
然
科
学
に
と
っ
て
は
個
別
的
な
も

の
、
特
殊
的
な
も
の
は
単
に
普
遍
的
な
も
の
、
法
則
的
な
も
の
の
「
類
例
」
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
何
等
本
質
的
な

意
味
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
文
化
科
学
は
個
別
的
な
も
の
、
特
殊
的
な
も
の
に
関
心
す
る
。
も
と

よ
り
文
化
科
学
に
と
っ
て
も
あ
ら
ゆ
る
個
別
的
な
も
の
が
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
一
定
の
価
値
の
見
地
か
ら
見

て
本
質
的
な
も
の
を
選
択
す
る
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
的
な
も
の
は
価
値
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め

て
歴
史
的
個
性
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
リ
ッ
カ
ー
ト
は
価
値
関
係
（W

ertbeziehung

）
と
価
値

判
断
（W

ertung

）
と
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
前
者
は
純
粋
に
理
論
的
で
あ
っ
て
事
実
の
確
定
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社
会
科
学

の
範
囲
に
止
ま
る
に
反
し
て
、後
者
は
実
践
的
な
評
価
で
あ
り
、科
学
の
範
囲
を
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
る
。例
え
ば
、

歴
史
家
は
歴
史
家
と
し
て
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
が
フ
ラ
ン
ス
或
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
か
、
そ

れ
と
も
有
害
で
あ
っ
た
か
を
決
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
価
値
判
断
で
あ
る
。
し
か
し
如
何
な
る
歴

史
家
も
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
名
の
も
と
に
総
括
さ
れ
る
出
来
事
が
フ
ラ
ン
ス
及
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
発
展
に

と
っ
て
意
味
が
あ
り
、
重
要
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
そ
の
個
性
に
お
い
て
本
質
的
な
も
の
と
し
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
叙
述
の
う
ち
に
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、何
等
疑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
は
実
践
的
な
価
値
判
断
で
な
く
て
価
値
へ
の
理
論
的
な
関
係
付
け
で
あ
る
。
簡
単
に
い
う
と
、
価
値
判
断
は

つ
ね
に
称
讃
ま
た
は
非
難
を
現
す
が
、
価
値
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
は
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
文
化
科

学
が
対
象
を
価
値
の
見
地
か
ら
見
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
リ
ッ
カ
ー
ト
の
考
え
る
如
く
で
あ
ろ
う
。
社
会

科
学
は
社
会
的
価
値
或
は
社
会
的
意
味
の
見
地
か
ら
、
精
神
科
学
は
精
神
的
価
値
或
は
内
面
的
意
味
の
見
地
か
ら

対
象
を
考
察
す
る
。
す
べ
て
の
文
化
は
文
化
価
値
或
は
文
化
的
意
味
を
担
う
も
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し

て
文
化
財
と
称
せ
ら
れ
る
。
文
化
は
同
時
に
種
々
の
意
味
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
個
の
芸
術
作
品
は
芸
術
的

意
味
を
担
う
と
同
時
に
、
商
品
と
し
て
経
済
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
。
一
個
の
商
品
は
経
済
的
意
味
を
担
う
と
同

時
に
、
所
有
権
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
法
律
的
意
味
を
担
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
現
実
の
文
化
は
多
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か
れ
少
な
か
れ
意
味
複
合
体
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
社
会
科
学
は
そ
れ
を
社
会
的
意
味
の
見
地
か
ら
考
察
す

る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
に
経
済
的
意
味
法
律
的
意
味
等
の
区
別
が
あ
る
に
従
っ
て
、
認
識
目
的
の
上
か
ら
社

会
科
学
に
種
々
の
区
別
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
次
に
す
べ
て
の
文
化
が
歴
史
的
な
も
の
、
従
っ
て
個
性
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
も
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
言
う
通
り
で
あ
る
。
個
性
的
な
も
の
は
分
割
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
、
一
つ

の
統
一
体
で
あ
る
。
そ
れ
が
統
一
体
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
の
担
う
意
味
が
統
一
体
で
あ
る
に
依
っ
て
で
あ
る
。
個

性
的
な
も
の
は
意
味
を
担
う
も
の
と
し
て
性
質
的
な
も
の
で
あ
る
。自
然
科
学
が
対
象
を
量
的
に
考
察
す
る
の
は
、

意
味
に
無
関
係
に
考
察
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
個
性
化
的
方
法
は
リ
ッ
カ
ー
ト
の
言
う
如
く
価
値
関
係
的

方
法
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
リ
ッ
カ
ー
ト
が
す
べ
て
の
文
化
科
学
は
個
性
化
的
で
あ
る

と
考
え
た
の
は
、
こ
の
科
学
の
現
実
に
相
応
し
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
文
化
科
学
を

歴
史
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
見
方
も
も
と
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
が

歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
正
当
な
と
こ
ろ
を
有
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
現
実
に
お
い
て
、
文
化
科
学
、
特
に

社
会
科
学
の
す
べ
て
が
歴
史
学
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
理
論
を
、
従
っ
て
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
て

い
る
。
理
論
経
済
学
の
如
き
も
の
の
存
在
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
理
論
は
何
等
か
の
普
遍
化
的
方
法
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
も
か
よ
う
な
科
学
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
彼
は
そ
れ
を
個
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社
会
科
学

性
化
的
科
学
と
普
遍
化
的
科
学
と
の
中
間
領
域
（M

ittelgebiet

）、
自
然
科
学
的
概
念
構
成
と
歴
史
科
学
的
概
念

構
成
と
の
混
合
形
態
（M

ischform

）
と
見
做
し
た
。
し
か
し
か
く
の
如
き
見
方
は
方
法
論
的
に
不
徹
底
で
あ
る

こ
と
を
免
れ
ず
、
理
論
的
社
会
科
学
を
何
か
不
純
な
、
中
途
半
端
な
も
の
の
如
く
考
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

リ
ッ
カ
ー
ト
の
中
間
領
域
の
説
に
対
し
て
方
法
論
的
解
決
を
与
え
よ
う
と
し
た
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の

理
想
型
（Idealtypus
）
の
説
で
あ
る
。
社
会
科
学
が
抽
象
的
理
論
、
法
則
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
な

い
事
実
で
あ
り
、
ま
た
正
当
な
要
求
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
た
め
に
社
会
科
学
が
自
然
科
学
と
同
じ
方
法
に
依

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
主
張
、
即
ち
自
然
主
義
的
一
元
論
は
間
違
っ
て
い
る
。
社
会
科
学
の
取
扱
う
の
は
個
性
的

な
文
化
的
意
味
を
担
う
現
象
で
あ
り
、
社
会
科
学
は
そ
れ
を
そ
の
独
自
性
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
社
会
科
学
も
ま
た
現
象
の
間
の
因
果
関
係
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
因
果
の
問
題
は
こ
の
場
合
、
因

果
法
則
の
問
題
で
な
く
、
具
体
的
な
因
果
的
聯
関
の
問
題
で
あ
り
、
如
何
な
る
公
式
に
現
象
が
類
例
と
し
て
従
属

す
る
か
の
問
題
で
な
く
、
如
何
な
る
個
性
的
な
位
相
に
そ
れ
を
結
果
と
し
て
帰
属
せ
し
め
る
べ
き
か
の
問
題
、
即

ち
帰
属
（Zurechnung

）
の
問
題
で
あ
る
、
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
い
っ
て
い
る
。
文
化
現
象
の
因
果
的
説
明
に
お
い

て
は
、
因
果
の
法
則
の
知
識
は
目
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
単
に
研
究
の
手
段
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は

現
象
の
そ
の
個
性
に
お
い
て
文
化
的
に
有
意
味
な
要
素
を
そ
の
具
体
的
な
原
因
に
因
果
的
に
帰
属
せ
し
め
る
こ
と
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を
容
易
に
す
る
が
、
そ
れ
自
身
が
認
識
の
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
社
会
科
学
的
認
識
は
ど
こ
ま
で
も
個
性
を

離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
し
か
し
普
遍
化
を
容
れ
な
い
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
な
普
遍
化
的
な
、
し
か
し
ま
た

個
性
化
的
な
概
念
構
成
を
示
す
も
の
が
理
想
型
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
封
建
制
」、「
資
本
主
義
」、「
帝
国
主
義
的
」等
、

社
会
科
学
に
お
け
る
多
く
の
概
念
は
こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。
理
想
型
は
現
実
の
一
定
の
要
素
の
思
想
的
高
昇
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
思
想
像
は
歴
史
的
生
活
の
一
定
の
関
係
と
事
象
と
を
結
合
し
て
、
思
惟
さ

れ
た
諸
聯
関
の
矛
盾
の
な
い
世
界
を
作
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
一
個
の
或
は
数
個
の
観
点
の
一
面
的
高
昇
に
よ
り
、

そ
し
て
こ
の
一
面
的
に
高
揚
さ
れ
た
観
点
に
合
す
る
と
こ
ろ
の
此
処
に
は
多
く
彼
処
に
は
少
な
く
、
処
に
よ
っ
て

は
全
く
無
い
と
い
う
よ
う
に
分
散
し
て
存
在
す
る
夥
し
い
個
々
の
現
象
を
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
統
一
さ
れ
た
一

つ
の
思
想
像
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
こ
の
思
想
像
は
そ
の
概
念
的
な
純
粋
性
に
お
い
て
経
験

的
に
は
現
実
の
う
ち
に
何
処
に
も
見
出
さ
れ
な
い
一
個
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
に
理
想
的
な
極
限

概
念
の
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
現
実
を
測
定
し
、
比
較
し
、
経
験
的
内
容
の
中

の
一
定
の
意
義
あ
る
部
分
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
理
想
型
的
概
念
は
研
究
に
と
っ
て
帰
属
判
断
に
拠
り

所
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
社
会
科
学
の
認
識
が
型
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ウ
ェ
ー
バ
ー
な
ど
の
言
う
如
く
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、そ
の
対
象
が
本
質
的
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
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価
値
と
か
意
味
と
か
へ
の
関
係
を
離
れ
得
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
認
識
は
型
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
型

は
い
わ
ゆ
る
類
概
念
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
類
概
念
は
純
粋
に
客
観
的
な
認
識
の
仕
方
で
構
成
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
特
殊
は
普
遍
の
一
つ
の
類
例
に
過
ぎ
ず
、
個
性
の
意
味
を
も
つ
こ

と
が
で
き
ぬ
。
型
は
ど
れ
ほ
ど
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
自
身
ど
こ
ま
で
も
個
性
的
な
も
の
で
あ

る
。
ま
た
型
は
純
粋
に
客
観
的
に
把
捉
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
に
認
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

意
味
は
決
し
て
単
に
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
。そ
こ
に
、社
会
科
学
的
認
識
が
理
解（Verstehen

）

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
る
理
由
も
あ
る
。
社
会
科
学
に
お
け
る
因
果
の
認
識
が
自
然
科
学
に
お
け
る
因
果

法
則
の
認
識
と
は
異
な
り
因
果
的
な
帰
属
関
係
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
認
識
は
理
解
と
い
う
も
の
を

基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
・
社
会
的
実
在
に
関
す
る
認
識
の
方
法
が
理
解
で
あ
る
こ
と
を
特
に
明
瞭

に
述
べ
た
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
す
べ
て
の
歴
史
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
表
現
的
な
も
の
に

お
い
て
は
内
部
と
外
部
と
が
区
別
さ
れ
、
し
か
も
両
者
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
表
現
が
あ
る
。
デ
ィ
ル

タ
イ
に
依
る
と
、
表
現
は
体
験
の
表
現
で
あ
り
、
内
な
る
体
験
は
外
に
表
現
さ
れ
、
こ
の
外
な
る
も
の
を
通
じ
て

内
な
る
も
の
を
捉
え
る
こ
と
が
理
解
で
あ
る
。
し
か
し
表
現
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
は
単
に
心
理
的
な
も
の

で
あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
表
現
的
な
も
の
は
意
味
を
含
む
も
の
で
あ
る
が
、
表
現
的
意
味
は
単
に
心
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理
的
な
も
の
、
単
に
内
在
的
な
も
の
で
な
く
、
超
越
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
い
と
社
会
科
学
的

認
識
の
客
観
性
は
考
え
ら
れ
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
真
に
内
在
的
な
も
の
は
超
越
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
社
会
と
い
う
も
の
も
か
よ
う
な
超
越
的
な
も
の
で
あ
り
、
社
会
科
学
が
社
会
的
意
味
に
関
わ
る

と
い
う
こ
と
も
か
よ
う
な
超
越
的
な
も
の
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四　
構
造

歴
史
的
・
社
会
的
実
在
に
つ
い
て
の
科
学
は
三
つ
の
部
分
を
も
っ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
経
済
に
つ
い
て

の
科
学
を
例
に
と
る
と
、
そ
こ
に
は
先
ず
理
論
経
済
学
が
あ
り
、
次
に
経
済
史
ま
た
は
経
済
学
史
が
あ
り
、
更
に

経
済
政
策
が
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
法
律
そ
の
他
の
現
象
に
関
す
る
科
学
に
つ
い
て
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
精
神
科
学
は
、
そ
れ
が
在
り
ま
た
働
く
姿
に
お
い
て
、
三
つ
の
異
な
る
種
類
の
立
言
を
自
己

の
う
ち
に
結
合
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
知
覚
に
与
え
ら
れ
た
現
実
を
言
表
す
る
、
こ
れ
が
認

識
の
歴
史
的
部
分
を
含
む
。
他
の
一
つ
は
抽
象
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
る
こ
の
現
実
の
部
分
内
容
の
同
形
的
な
関
係

を
展
開
す
る
、
こ
れ
が
認
識
の
理
論
的
部
分
を
形
作
る
。
最
後
の
も
の
は
価
値
判
断
を
表
現
し
、
規
則
を
指
図
す
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る
、
こ
の
も
の
の
う
ち
に
精
神
科
学
の
実
践
的
部
分
は
含
ま
れ
る
。
か
く
の
如
く
、
歴
史
、
理
論
、
政
策
の
三
つ

の
部
分
か
ら
社
会
科
学
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
歴
史
的
方
向
に
お
け
る
理
解
と
、理
論
的
方
向
に
お
け
る
認
識
と
、

実
践
的
方
向
に
お
け
る
把
握
と
の
関
係
は
、
一
つ
の
共
通
な
根
本
関
係
と
し
て
、
も
ろ
も
ろ
の
社
会
科
学
を
貫
い

て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
葉
に
依
れ
ば
、
諸
精
神
科
学
の
「
歴
史
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
と
こ
ろ

の
、
物
の
理
性
に
よ
っ
て
」
存
在
す
る
根
源
的
な
関
係
で
あ
る
。
歴
史
理
論
政
策
の
間
の
こ
の
関
係
は
社
会
科
学

の
構
造
を
現
し
て
い
る
。
必
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の
間
の
密
接
な
聯
関
を
理
解
す
る
と
共
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の

独
自
性
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
聯
関
の
た
め
に
そ
の
独
自
性
を
忘
れ
た
り
、
そ
の
独
自
性
の
た
め
に
そ

の
聯
関
を
忘
れ
た
り
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
先
ず
歴
史
と
理
論
と
は
異
な
っ
て
い
る
、
前
者
は
個
性
的
な

も
の
の
認
識
で
あ
り
、
後
者
は
普
遍
的
な
も
の
の
認
識
で
あ
る
。
社
会
科
学
を
す
べ
て
歴
史
学
的
に
、
個
性
化
的

方
法
に
従
う
も
の
と
見
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。理
論
的
な
社
会
科
学
は
普
遍
的
な
も
の
を
求
め
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
普
遍
は
自
然
科
学
に
お
け
る
普
遍
の
如
き
も
の
で
な
く
、
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
普
遍
的
で
あ
る
と

共
に
個
性
的
で
あ
っ
て
歴
史
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
型
は
歴
史
的
な
形
で
あ
り
、
一
つ
の
形
か
ら
他
の
形
へ

と
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
社
会
科
学
に
お
け
る
範
疇
は
す
べ
て
歴
史
的
範
疇
で
あ
る
。
次
に
理
論
と
政
策
と

は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
切
の
社
会
科
学
を
政
策
的
科
学
、
い
わ
ゆ
る
政
治
的
科
学
に
化
そ
う
と
す
る
こ
と
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は
間
違
っ
て
い
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
価
値
へ
の
関
係
付
け
と
価
値
判
断
と
を
峻
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
文
化
科
学

の
中
へ
主
観
的
な
評
価
の
入
っ
て
く
る
こ
と
を
防
ご
う
と
し
た
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
も
社
会
科
学
は
そ
の
認
識
の
客
観

性
の
た
め
に
実
践
的
な
態
度
決
定
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
要
求
す
る
。そ
の
よ
う
な
態
度
決
定
は
、

世
界
の
種
々
の
価
値
秩
序
は
相
互
に
解
き
難
い
争
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
故
に
、
無
意
味
で
あ
る
。
老
ミ
ル
がi

嘗
て
言
っ
た
よ
う
に
、
純
粋
な
経
験
か
ら
出
立
す
る
な
ら
ば
、
ひ
と
は
多
神
論
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ

う
な
経
験
的
考
察
も
、
互
い
に
相
争
う
価
値
の
う
ち
い
ず
れ
が
神
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
悪
魔
で
あ
る
か
を
決
定
す

る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
政
策
は
実
践
的
な
価
値
判
断
を
基
礎
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
経
済
学
が“political econom

y”

と
呼
ば
れ
て
き
た
如
く
、
す
べ
て
の
社

会
科
学
は
も
と
実
践
的
な
、
従
っ
て
政
策
的
な
要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
践
の
中
か
ら
生
れ
た

も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
そ
れ
は
一
旦
実
践
の
立
場
を
否
定
し
、
政
策
的
な
見
地
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
科
学
と
し
て
発
展
し
得
る
の
で
あ
る
。
実
践
の
立
場
を
一
旦
否
定
し
て
、
純
粋
に
認
識
の
た
め
に
認
識

を
求
め
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
は
却
っ
て
真
に
実
践
と
結
び
付
き
得
る
の
で
あ
る
。
政
策
は
理
論
を
必

要
と
し
、
理
論
を
基
礎
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
政
策
の
発
展
も
可
能
に
な
る
。
ま
た
政

策
は
つ
ね
に
歴
史
的
条
件
を
考
慮
に
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
政
策
に
と
っ
て
歴
史
的
認
識
は
欠
く
こ
と
の



四
四
九

社
会
科
学

で
き
ぬ
も
の
で
あ
る
。
理
論
と
政
策
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
深
い
根
柢
に
お
い
て
結
び

付
い
て
い
る
。
一
般
に
理
論
と
実
践
と
の
間
に
は
弁
証
法
的
な
関
係
が
存
在
し
、対
立
す
る
と
共
に
統
一
で
あ
る
。

自
然
科
学
的
認
識
は
純
粋
に
客
観
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
社
会
科
学
的
認
識
に
は
つ
ね
に
主
体
的
な
と
こ
ろ
が
あ

る
。
社
会
科
学
は
意
味
と
か
価
値
と
か
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、
意
味
と
か
価
値
と
か
は
主
体
的
に
捉
え
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
意
味
と
行
為
と
は
本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
。
意
味
の
理
解
は
主
体
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

す
れ
ば
、
価
値
へ
の
関
係
付
け
に
も
価
値
判
断
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
科
学
の
対
象

は
一
般
に
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
歴
史
の
認
識
は
つ
ね
に
現
在
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
る
。
過
去
も
現
在
に
関

係
す
る
も
の
と
し
て
歴
史
的
で
あ
る
。
現
在
の
立
場
は
行
為
の
立
場
に
ほ
か
な
ら
ず
、
現
在
と
は
行
為
的
現
在
で

あ
る
。
社
会
科
学
が
歴
史
理
論
政
策
の
三
つ
の
部
分
を
根
本
的
な
構
造
と
し
て
含
む
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
認
識

に
お
い
て
働
く
主
観
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
よ
う
に
全
体
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
単
な
る
表
象
も
し
く
は
思
惟
の
作
用
で
な
く
、
む
し
ろ
具
体
的
な
現
実
の
人
間
、
言
い
換
え
る
と
、
表
象
し
、

思
惟
し
、
情
感
し
、
意
志
す
る
と
こ
ろ
の
全
体
的
人
間
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
実
の
人
間
は
つ
ね
に
社
会
的
に
規

定
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
社
会
科
学
的
認
識
は
そ
の
主
体
の
社
会
的
制
約
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
即
ち
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー（Ideologie

）で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。マ
ル
ク
ス
主
義
に
お
い
て
科
学
の
階
級
性
が
説
か
れ
る
の
は
、



四
五
〇

社
会
科
学
を
か
く
の
如
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
見
る
の
で
あ
る
。
社
会
科
学
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
格
は
ま
た
知
識

社
会
学
（W

issenssoziologie

）
の
立
場
か
ら
マ
ン
ハ
イ
ム
（K

arl M
annheim

, 1893-

【1947

】）
等
に
よ
っ
て
主

張
さ
れ
て
い
る
。
認
識
が
主
体
の
社
会
的
制
約
に
よ
っ
て
ど
こ
ま
で
も
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
す
れ
ば
、
相
対

主
義
に
な
り
、
社
会
科
学
の
客
観
性
は
危
く
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
人
間
は
一
面
ど
こ
ま
で
も

社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
、
人
間
は
社
会
に
内
在
的
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
人
間
の
存
在
に
は
超
越
的
な
と
こ

ろ
が
あ
り
、
超
越
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
主
体
で
あ
り
人
間
で
あ
る
の
で
あ
る
。
真
に
歴
史
的
な
も
の
は
単
に

歴
史
的
な
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
で
あ
る
と
共
に
超
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
行
為
の
立
場
は
現
在
で
あ
る
と
い

っ
て
も
、
そ
の
現
在
は
過
去
現
在
未
来
と
流
れ
る
時
間
の
現
在
で
な
く
、
却
っ
て
過
去
現
在
未
来
が
そ
れ
に
お
い

て
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
在
で
あ
る
。
こ
の
現
在
に
お
い
て
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
も
現
在
に
結
び

付
き
、
未
来
も
現
在
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
存
在
に
は
か
よ
う
に
超
越
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
故
に
、
社

会
科
学
的
認
識
も
客
観
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

〔
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社
会
道
徳

一
　
意
義

社
会
道
徳
（
英 social Ethics,i

独i Sozialethik,i

仏i M
orale sociale

）
と
い
う
語
は
社
会
に
関
す
る
道
徳
を
意

味
し
、
個
人
道
徳
と
い
う
語
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
道
徳
或
は
倫
理
を
意
味
す
るi ethics

（Ethik, éthique

）
と
い
う
言
葉
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
のi h\qoV i

と
い
う
語
に
由
来
し
、
こ
の
語
は
ま
たi e[qoVi

と

い
う
語
に
つ
な
が
り
、
慣
習
を
意
味
し
た
。
道
徳
は
元
来
社
会
的
な
慣
習
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
語
に
い
う
ジ
ッ
テ

（Sitte

）
で
あ
る
。
慣
習
即
ち Sitte

（custom
）
は
単
な
る
習
慣
（G

ew
ohnheit, habit

）
と
は
異
な
り
、
社
会
的

強
制
を
含
み
、
道
徳
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
イ
ェ
ー
リ
ン
グ
（R

udolf von Jhering, 1818-92

）
に
依
れ
ば
、

ジ
ッ
テ
は
元
来
民
族
の
ジ
ッ
テ
で
あ
り
、
民
族
の
生
活
の
う
ち
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
義
務
的
な
習
慣
で
あ
る
。

そ
れ
は
先
ず
或
る
社
会
的
な
普
遍
性
を
有
し
、
次
に
規
範
性
を
有
し
て
い
る
。
社
会
道
徳
は
差
し
当
り
か
よ
う
な

ジ
ッ
テ
、
社
会
的
慣
習
を
意
味
し
て
い
る
。
社
会
に
は
種
々
の
社
会
が
あ
り
、
各
々
の
社
会
に
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ッ
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テ
が
、
従
っ
て
道
徳
が
あ
る
。
ジ
ッ
テ
は
社
会
的
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ

ト
（Sittlichkeit

）
と
い
う
語
は
或
る
内
面
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
即
ち
ジ
ッ
テ
は
た
だ
そ
れ
が
存
立
す
る
限

り
に
お
い
て
の
み
私
を
強
制
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
強
制
力
は
偏
に
そ
の
事
実
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
に

反
し
て
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
は
、
万
人
が
そ
れ
を
蹂
躙
す
る
場
合
に
も
な
お
私
に
対
し
て
強
制
力
を
持
ち
、
そ
の

権
威
は
事
実
性
か
ら
全
く
独
立
で
あ
る
。
私
の
道
徳
的
判
断
は
外
的
現
実
を
基
準
と
し
て
認
め
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
自
己
自
身
に
、
そ
の
内
的
真
理
性
に
愬う
っ
たえ

る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
も
個
人
的
な
も

の
で
な
く
、
社
会
的
歴
史
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770-

1831

）
は
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
（M
oralität
）
と
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
と
を
区
別
し
、
前
者
を
主
観
的
道
徳
の
意
味
に
、

後
者
を
客
観
的
道
徳
の
意
味
に
用
い
た
。
道
徳
は
本
来
単
に
外
的
強
制
的
な
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
社
会
道
徳

も
慣
習
（
ジ
ッ
テ
）
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
そ
の
内
的
真
理
性
に
つ
い
て
反
省
さ
れ
自
覚
さ
れ
て
、
ジ
ッ
ト
リ
ヒ

カ
イ
ト
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
種
々
の
社
会
が
区
別
さ
れ
る
に
従
っ
て
、
社
会
道
徳
に
も
種
々
の
区
別
が
あ

る
。
先
ず
家
庭
道
徳
が
あ
り
、
次
に
市
民
生
活
の
道
徳
（
経
済
並
び
に
職
業
の
道
徳
）、
更
に
政
治
及
び
国
家
に

関
す
る
道
徳
が
あ
る
。
そ
れ
ら
は
特
殊
的
社
会
道
徳
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
対
し
て
一
般
的
社
会
道

徳
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
一
般
的
社
会
道
徳
は
あ
ら
ゆ
る
社
会
に
共
通
な
条
件
に
基
づ
き
、
そ
れ
な
し
に



四
五
五

社
会
道
徳

は
諸
々
の
特
殊
的
社
会
が
道
徳
的
生
活
の
領
域
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
条
件
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

二　
個
人
道
徳
と
社
会
道
徳

道
徳
は
元
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
絶
対
に
制
限
な
し
に
善
と
い
う
べ
き
も
の
は
孤
立
し
た
個
人
に
と
っ
て

課
題
と
し
て
考
え
ら
れ
な
い
。
道
徳
的
課
題
は
、
個
人
に
と
っ
て
存
在
す
る
限
り
、
凡
て
の
個
人
全
体
に
と
っ
て

存
在
す
る
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristoteles 384-322 B
.C

.

）
は
政
治
学
と
倫
理
学
と
を
一
つ
の
も
の

と
考
え
た
。
政
治
学
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
人
間
的
善
で
あ
り
、し
か
る
に
人
間
は
本
性
上
政
治
的
（
社
会
的
）

動
物
で
あ
る
か
ら
、
人
間
的
善
を
論
ず
る
倫
理
学
は
同
時
に
政
治
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
も
個
人
道
徳
が
存
し
な
い
と
考
え
た
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
彼
に
依
る
と
、
広
義
に
お
け
る
実
践
知
は
共
同
体

に
関
す
る
実
践
知
、
即
ち
先
ず
政
治
（
国
家
に
関
す
る
実
践
知
）、
次
に
家
政
（
家
族
に
関
す
る
実
践
知
）
を
含

む
が
、
狭
義
に
お
け
る
実
践
知
は
特
に
自
己
一
身
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
有
徳
の
人
は
個
々
の
道
徳
的
判
断
に

つ
い
て
い
わ
ば
そ
の
規
準
で
あ
り
尺
度
で
あ
り
、
い
わ
ば
自
分
が
自
分
の
法
律
で
あ
る
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。

人
間
は
ポ
リ
ス
的
（
国
家
的
）
動
物
で
あ
る
が
、
ま
た
家
族
的
動
物
で
あ
り
、
更
に
個
人
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
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的
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
者
は
実
践
哲
学
をi m

onastica

（
個
人
道
徳
）、oeconom

ica

（
家
族
道
徳
）、politica

（
国
家
道
徳
）
の
三
つ
の
部
分
に
分
っ
た
。
人
間
は
そ
の
本
性
上
社
会
で
あ
る
と
同
時
に
個
人
で
あ
る
。
そ
れ
に

従
っ
て
社
会
道
徳
と
個
人
道
徳
と
が
区
別
さ
れ
る
。
何
人
も
私
の
代
り
に
意
欲
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
如
何

な
る
他
の
者
の
理
性
も
私
自
身
の
そ
れ
の
代
り
に
私
を
審
判
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
私
は
道
徳
的
な
も
の
を
認
識

し
、
私
の
衝
動
的
諸
力
を
そ
れ
に
仕
え
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
社
会
の
う
ち
に
お
い
て
個

人
は
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
特
殊
性
の
意
義
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
課
題
は
共
通

の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
仕
事
は
個
人
の
も
の
で
あ
る
、
尤
も
孤
立
し
た
個
人
で
な
く
、
社
会

の
う
ち
に
お
い
て
生
活
し
発
達
し
て
ゆ
く
個
人
の
仕
事
で
あ
る
。
も
し
も
個
人
が
社
会
に
た
だ
単
に
内
在
的
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
恰
も
人
体
に
お
け
る
凡
て
の
部
分
が
機
関
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
人
は
社
会
と
い
う
有
機
体

の
機
関
、
道
具
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
な
る
。
も
と
よ
り
個
人
は
社
会
に
内
在
的
な
面
を
も
っ
て
い
る
。
彼
は
社
会

と
い
う
全
体
の
う
ち
に
お
い
て
こ
の
全
体
か
ら
そ
の
位
置
と
機
能
と
を
指
定
さ
れ
て
い
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し

て
人
間
は
「
役
割
に
お
け
る
人
間
」
で
あ
り
、
社
会
に
と
っ
て
手
段
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
の
意
味
は
役
割
に
お

け
る
人
間
で
あ
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
人
間
は
同
時
に
ま
た
「
人
格
」
で
あ
る
。
人
格
と
し
て
人
間
は
単

な
る
手
段
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
目
的
で
あ
る
。
人
間
は
人
格
と
し
て
自
由
で
あ
り
、
自
律
的
で
あ
り
、
従
っ
て



四
五
七

社
会
道
徳

社
会
に
単
に
内
在
的
で
な
く
て
超
越
的
で
あ
る
。
役
割
に
お
け
る
人
間
と
し
て
個
人
の
道
徳
は
社
会
の
道
徳
か
ら

規
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
人
格
と
し
て
人
間
は
独
立
な
道
徳
的
主
体
で
あ
り
、
社
会
道
徳
か
ら
区
別
さ
れ
る

個
人
道
徳
が
あ
る
。も
ち
ろ
ん
役
割
に
お
け
る
人
間
か
ら
離
れ
て
抽
象
的
に
人
格
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
、

人
間
は
人
格
で
あ
る
と
同
時
に
役
割
に
お
け
る
人
間
で
あ
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
、
し
か
も
独
立
な
も
の

と
し
て
逆
に
社
会
を
作
っ
て
ゆ
く
。
前
の
意
味
に
お
い
て
は
役
割
は
社
会
的
に
定
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
後

の
意
味
に
お
い
て
は
自
己
が
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
道
徳
的
発
展
は
社
会
に
お
い
て
達
せ
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
他
方
社
会
の
道
徳
的
発
展
は
個
人
の
道
徳
的
発
展
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

（H
enri B

ergson, 1859-1941

）
は
道
徳
の
二
つ
の
源
泉
を
論
じ
て
、社
会
的
道
徳
と
人
類
的
道
徳
と
を
区
別
し
た
。

社
会
的
道
徳
は
強
制
の
性
質
を
有
し
、
そ
の
道
徳
的
強
制
の
根
柢
に
は
社
会
的
要
求
が
あ
る
。
こ
こ
に
社
会
と
い

う
の
は
閉
じ
た
社
会
（société close

）
で
あ
り
、
家
族
、
国
家
等
を
指
し
、
そ
の
道
徳
は
閉
じ
た
道
徳
で
あ
る
。

し
か
る
に
人
類
的
道
徳
は
開
い
た
道
徳
で
あ
り
、
人
類
と
い
う
の
は
開
い
た
社
会
（société ouverte

）
で
あ
る
。

こ
の
道
徳
は
格
率
の
強
制
で
な
く
て
、
模
範
で
あ
る
よ
う
な
人
間
へ
の
希
求
で
あ
る
。
第
一
の
道
徳
と
第
二
の
道

徳
と
の
間
に
は
、
静
止
に
対
す
る
運
動
と
い
う
が
如
き
距
離
が
あ
る
。
市
民
的
道
徳
が
家
庭
に
お
い
て
修
行
さ
れ

る
よ
う
に
、
我
々
は
祖
国
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
類
を
愛
す
る
よ
う
に
準
備
さ
れ
る
と
い
わ
れ
、
我
々
の
同
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情
心
は
こ
の
よ
う
に
連
続
的
な
進
歩
に
よ
っ
て
拡
ま
り
、
同
じ
も
の
に
止
ま
り
な
が
ら
大
き
く
な
り
、
遂
に
全
人

類
を
抱
擁
す
る
に
至
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
か
よ
う
な
考
え
方
は
正
し
く
な
い
。
閉
じ
た
も
の

は
そ
の
周
辺
を
ど
れ
ほ
ど
拡
げ
て
も
開
い
た
も
の
に
は
な
ら
ぬ
、
そ
れ
は
性
質
的
に
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
は
飛
躍
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
云
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
現
実
の
社
会
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い

う
単
に
閉
じ
た
社
会
で
も
ま
た
単
に
開
い
た
社
会
で
も
な
く
、
両
者
の
統
一
で
あ
る
。
社
会
的
道
徳
に
は
同
時
に

人
類
的
道
徳
の
意
味
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
他
方
開
い
た
道
徳
も
閉
じ
た
道
徳
を
離
れ
て
は
抽
象
的
で
あ
る
。
社

会
的
道
徳
は
人
類
的
道
徳
か
ら
そ
の
普
遍
性
を
得
る
の
で
あ
り
、
ま
た
人
類
的
道
徳
は
社
会
的
道
徳
か
ら
そ
の
命

令
的
性
質
を
得
る
の
で
あ
る
。
真
の
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
は
閉
じ
た
道
徳
と
開
い
た
道
徳
と
の
統
一
で
あ
る
。
個

人
道
徳
は
人
類
的
性
質
を
有
し
、
社
会
道
徳
が
人
類
的
に
な
る
の
は
個
人
を
媒
介
と
し
て
で
あ
る
。
し
か
し
社
会

は
個
人
に
単
に
内
在
的
な
も
の
で
な
く
て
同
時
に
超
越
的
な
も
の
で
あ
る
。
社
会
道
徳
を
単
に
個
人
道
徳
乃
至
人

類
的
道
徳
か
ら
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
両
者
は
密
接
な
関
係
に
あ
る
が
、
ま
た
互
い
に
区
別
さ
る
べ
き
性
質
を

有
し
て
い
る
。
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
、
逆
に
人
間
が
社
会
を
作
る
と
い
う
よ
う
に
、
社
会
と
個
人
と
は
弁
証

法
的
な
関
係
に
あ
る
如
く
、
社
会
道
徳
と
個
人
道
徳
と
は
弁
証
法
的
な
対
立
と
統
一
と
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
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三　
若
干
の
根
本
概
念

徳
は
活
動
で
あ
る
。
有
徳
の
人
も
、
働
か
な
い
場
合
、
現
実
的
に
徳
が
あ
る
と
は
い
わ
れ
な
い
。
人
間
の
活

動
、
特
に
労
働
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
肉
体
的
の
も
の
に
せ
よ
精
神
的
の
も
の
に
せ
よ
、
本
質
的
に
社
会
的
で
あ

る
。
人
と
人
と
は
物
を
作
る
こ
と
に
お
い
て
結
び
付
き
、
社
会
は
か
よ
う
な
生
産
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

労
働
は
社
会
的
有
用
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
社
会
道
徳
の
基
礎
的
な
も
の
で
あ
る
。
働
く
と
い
う
こ
と
は
最
初
の

社
会
道
徳
で
あ
る
。
労
働
は
社
会
的
に
分
配
さ
れ
て
お
り
、
各
人
が
自
己
の
割
り
前
の
労
働
に
従
事
す
る
と
い
う

こ
と
は
各
人
の
社
会
に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
道
徳
は
労
働
を
人
間
の
品
位
に
値
せ
ぬ
も
の
と
し

て
軽
蔑
し
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
は
労
働
を
禁
欲
の
一
つ
の
形
式
と
し
て
宗
教
的
に
評
価
し
た
が
、
近
代

の
道
徳
は
労
働
を
社
会
的
価
値
に
従
っ
て
理
解
し
、
そ
れ
に
完
全
な
道
徳
的
意
義
を
認
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人

間
を
工
作
人
間
（hom

o faber

）
と
見
る
人
間
観
に
と
っ
て
は
、
労
働
は
人
間
の
本
質
的
価
値
に
関
わ
る
こ
と
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
労
働
は
つ
ね
に
社
会
的
性
質
を
有
し
、
す
べ
て
の
人
間
に
そ
の
位
置
に
従
っ
て
社
会
的
に

割
り
当
て
ら
れ
て
お
り
、
各
人
は
自
己
の
労
働
に
よ
っ
て
全
体
の
社
会
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
を
営
む
。
言

い
換
え
る
と
、
労
働
は
人
間
の
社
会
的
労
働
と
し
て
職
能
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
労
働
の
道
徳
は
職
能
の
道
徳
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で
あ
る
。
こ
の
際
職
能
は
封
建
的
道
徳
に
お
い
て
の
よ
う
に
身
分
的
な
、
固
定
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
は
な
ら

ぬ
。
近
代
の
自
由
主
義
は
人
格
の
観
念
、
即
ち
如
何
な
る
人
間
も
人
格
と
し
て
は
す
べ
て
平
等
で
あ
る
と
い
う
思

想
に
よ
っ
て
、
職
能
に
つ
い
て
の
身
分
的
観
念
を
破
壊
し
た
。
人
間
は
単
に
職
能
的
人
間
で
あ
る
の
で
な
く
、
同

時
に
人
格
で
あ
る
。
し
か
し
人
格
と
い
う
も
の
は
、
自
由
主
義
の
道
徳
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に

共
通
な
普
遍
的
本
質
と
見
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
職
能
的
人
間
即
ち
社
会
に
お
け
る
そ
の
特
殊
性
に
従
っ
て
働
く

人
間
を
離
れ
て
は
人
格
の
観
念
は
抽
象
的
で
あ
る
。
他
方
自
己
の
職
能
は
人
格
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

自
己
の
社
会
的
使
命
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
道
徳
の
根
本
的
な
も
の
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
平
等
の

観
念
も
同
じ
仕
方
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
抽
象
的
な
人
格
の
観
念
を
基
礎
と
す
る
平
等
の
観
念
は
そ
れ
自
身

ま
た
抽
象
的
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
労
働
が
社
会
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
と
し
て
職
能
的
に
見
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
よ
う
に
、
平
等
も
一
様
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
比
例
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
職
能
を
身
分
的

に
考
え
る
こ
と
は
人
格
の
観
念
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
人
間
の
人
格
的
平
等
の
観
念
を
全
く
棄
却
し

て
単
に
比
例
的
に
の
み
平
等
を
考
え
て
ゆ
く
こ
と
は
平
等
の
観
念
を
破
壊
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
真
の
平

等
は
人
格
的
平
等
と
職
能
的
不
平
等
と
の
統
一
で
あ
る
。
社
会
道
徳
と
し
て
の
正
義
の
観
念
は
か
よ
う
な
平
等
の

観
念
に
関
聯
し
て
い
る
。
正
義
と
い
う
の
は
、
社
会
に
お
い
て
各
人
が
享
く
べ
き
も
の
を
享
け
、
負
う
べ
き
も
の
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を
負
う
て
誤
つ
こ
と
な
く
公
正
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
正
義
に
配
分
的
正
義
（A

usteilende 

G
erechtigkeit

）
と
報
償
的
正
義
（A

usgleichende G
erechtigkeit

）
と
を
区
別
し
た
。
前
者
は
福
利
の
配
分
の

公
正
、
後
者
は
個
人
間
の
合
意
的
並
び
に
非
合
意
的
交
渉
関
係
に
お
け
る
賠
償
の
公
正
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の

い
ず
れ
の
場
合
に
も
平
等
の
原
理
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
理
は
配
分
の
場
合
に
お
い
て
は
各
人
が
同

じ
だ
け
多
く
の
も
の
を
得
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
の
値
す
る
だ
け
多
く
の
も
の
を
得
る
こ
と

を
要
求
す
る
の
で
あ
る
、
即
ち
配
分
は
幾
何
学
的
比
例
に
従
う
。
然
る
に
報
償
の
場
合
に
お
い
て
は
算
術
的
比

例
に
従
い
、
一
方
が
不
正
に
よ
っ
て
過
分
に
取
得
し
た
も
の
だ
け
が
引
き
去
ら
れ
て
双
方
が
算
術
的
に
同
等
に
な

る
よ
う
に
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
学
者
た
ち
は
特
に
連
帯
（solidarité

）
を
も
っ
て
社
会
道
徳
の

基
礎
と
し
、
道
徳
の
意
義
は
社
会
的
連
帯
の
維
持
発
展
に
あ
る
と
考
え
た
。
例
え
ば
自
殺
と
か
虚
偽
と
か
が
道
徳

的
に
非
難
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
連
帯
が
破
壊
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
連
帯
が
完
全
で
あ
る
た

め
に
は
、
社
会
に
お
い
て
各
人
が
自
己
の
責
任
を
果
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（M

ax 

Scheler, 1874-1928

）
に
依
る
と
、
社
会
的
統
一
体
は
つ
ね
に
連
帯
の
原
理
に
貫
か
れ
、
こ
の
原
理
の
諸
相
は
そ

の
道
徳
的
表
現
と
し
て
の
責
任
の
諸
相
を
決
定
す
る
の
で
あ
る
。
連
帯
の
道
徳
は
責
任
の
道
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
責
任
の
観
念
は
ま
た
職
能
の
観
念
と
結
び
付
い
て
社
会
道
徳
の
根
本
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
各
人
が
自
己
の
職
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能
を
忠
実
に
完
全
に
果
す
と
い
う
こ
と
は
社
会
に
対
す
る
責
任
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
社
会
的
連
帯
は
維
持
さ

れ
る
の
で
あ
る
。職
能
は
元
来
社
会
的
な
も
の
と
し
て
相
互
依
存
的
即
ち
連
帯
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
（M

ax W
eber, 1864-1920

）
は
心
情
の
倫
理
（G

esinnungsethik

）
と
責
任
の
倫
理

（Verantw
ortungsethik

）
と
を
区
別
し
て
い
る
。
前
者
は
道
徳
的
評
価
の
対
象
を
専
ら
心
情
に
お
く
も
の
で
あ
っ

て
、
行
為
の
動
機
を
重
ん
ず
る
の
に
対
し
、
後
者
は
自
己
の
行
為
の
結
果
に
対
し
て
、
そ
れ
が
予
見
さ
れ
得
る
も

の
で
あ
る
限
り
、
自
己
が
飽
く
ま
で
も
責
任
を
負
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
政
治
に
お
い

て
は
特
に
か
よ
う
な
責
任
の
倫
理
が
要
求
さ
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
も
と
よ
り
心
情
の
倫
理
と
責
任
の
倫
理
と
は

抽
象
的
に
分
離
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
責
任
が
帰
属
せ
し
め
ら
れ
得
る
た
め
に
は
個
人
は
自
由
な

も
の
、
自
律
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
由
な
も
の
で
あ
っ
て
初
め
て
責
任
の
主
体
で
あ
り
得
る
の
で
あ

る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
人
間
は
人
格
で
あ
り
、
人
格
の
倫
理
に
は
心
情
の
倫
理
、
即
ち
意
志
が
純
粋
で
あ
る

と
か
、
良
心
的
で
あ
る
と
か
、
誠
実
で
あ
る
と
か
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
責
任
の
倫
理
は
心
情
の
倫
理
と
結
び
付

い
て
真
に
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
責
任
の
倫
理
は
自
己
の
行
為
の
社
会
的
結
果
に
対
し
て
責
任

を
も
つ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
と
っ
て
は
認
識
が
必
要
で
あ
る
。
知
識
と
道
徳
と
は
無
関
係
な
こ
と
で
な

く
、却
っ
て
知
識
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
社
会
に
対
す
る
道
徳
に
と
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
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我
々
は
自
己
の
職
能
を
完
全
に
営
む
と
い
う
社
会
的
義
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
職
能
は
す
べ
て
技

術
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
知
識
を
具
え
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
義
務
を
完
全
に
果
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

従
っ
て
知
識
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
も
社
会
的
に
見
て
道
徳
の
一
つ
の
重
要
な
部
分
で
あ
る
と
云
い
得
る
。

四　
倫
理
と
論
理

社
会
道
徳
と
い
う
も
の
は
多
く
の
場
合
社
会
に
対
す
る
個
人
の
立
場
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
も
と
よ

り
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
社
会
は
個
人
に
単
に
内
在
的
で
な
く
て
超
越
的
で
あ
る
。
社
会
は
そ
れ
自
身
が

道
徳
的
主
体
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
主
観
的
道
徳
（
モ
ラ
リ
テ
ー
ト
）
か
ら
区
別

さ
れ
る
客
観
的
道
徳
（
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
）
と
し
て
、
家
族
、
市
民
社
会
、
国
家
の
三
つ
の
概
念
を
弁
証
法
的

に
展
開
し
た
。
道
徳
は
社
会
の
構
造
そ
の
も
の
の
う
ち
に
あ
り
、
社
会
そ
の
も
の
が
道
徳
の
表
現
で
あ
る
。
言
い

換
え
る
と
、
社
会
の
論
理
と
倫
理
と
は
別
の
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
社
会
道
徳
は
客
観
的
道
徳
と
し

て
か
く
の
如
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
は
単
に
個
人
に
対
し
て
道
徳
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
み

で
な
く
、
社
会
の
構
造
そ
の
も
の
が
道
徳
的
に
規
制
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
が
そ
の
中
に
お
い
て
道
徳
的
で
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あ
る
こ
と
を
可
能
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
経
済
の
倫
理
は
経
済
の
外
に
あ
る
の
で
な
く
、
経
済
の
内
に

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
済
的
活
動
は
個
人
の
利
己
心
に
委
ね
て
お
き
な
が
ら
、
そ
れ
か
ら
生
じ
た
諸
種
の
弊
害
を

匡
救
す
る
た
め
に
、
社
会
事
業
或
は
慈
善
事
業
が
道
徳
的
活
動
と
し
て
別
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
道
徳
は
経
済
に
対
し
て
外
部
か
ら
附
け
加
わ
っ
て
来
る
に
過
ぎ
ぬ
。
そ
う
で

は
な
く
て
、
経
済
の
機
構
そ
の
も
の
の
改
変
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
社
会
事
業
の
形
で
経
済
外
の
活
動
と
し
て
附

け
加
わ
っ
て
来
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
道
徳
的
な
も
の
が
、
経
済
の
内
部
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
の
こ
と
は
経
済
の
論
理
の
必
然
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
経
済
の

生
産
性
を
高
め
る
た
め
に
は
労
働
者
の
保
健
が
大
切
で
あ
る
、
労
働
条
件
の
悪
化
に
よ
る
労
働
者
の
健
康
状
態
の

悪
化
は
生
産
の
減
退
と
な
っ
て
現
れ
る
、
従
っ
て
そ
れ
を
防
止
す
る
た
め
に
は
労
働
条
件
の
改
善
が
経
済
そ
の
も

の
の
中
か
ら
要
求
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
倫
理
は
歴
史
的
、
社
会
的
実
在
の
論
理
と
離
れ
た
も
の

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
ジ
ッ
ト
リ
ヒ
カ
イ
ト
の
概
念
は
か
く
の
如
き
論
理
と
倫
理
と
の
統
一
を
示
し

て
い
る
。
倫
理
と
論
理
と
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
倫
理
が
単
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
単
に
客
観
的
な
も
の
は
倫
理
的
と
は
い
わ
れ
ず
、
主
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
倫
理
的
で

あ
る
。
社
会
は
単
に
客
観
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
主
体
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
社
会
過
程
の
う
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社
会
道
徳

ち
に
は
人
間
が
入
っ
て
い
る
、
従
っ
て
人
間
の
道
徳
的
自
覚
は
社
会
過
程
に
と
っ
て
無
関
係
な
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
に
お
い
て
真
に
客
観
的
な
も
の
と
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、

か
よ
う
な
も
の
と
し
て
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
社
会
道
徳
は
歴
史
的
な
も
の
で
あ
り
、
歴
史
の
論
理
の
う
ち
に

倫
理
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
社
会
か
ら
作
ら
れ
、
逆
に
人
間
が
社
会
を
作
っ
て
ゆ
く
。
か
か
る
弁
証

法
的
関
係
の
う
ち
に
論
理
と
倫
理
と
の
弁
証
法
的
関
係
も
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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一　
自
由

自
由
と
い
う
語
は
極
め
て
多
義
で
あ
る
。
最
も
原
始
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
奴
隷
も
し
く
は
囚
人
で
な
い
人

間
は
自
由
で
あ
る
。
即
ち
外
的
な
束
縛
或
は
強
制
か
ら
放
た
れ
て
い
る
こ
と
が
自
由
で
あ
る
。
か
よ
う
に
自
由
は

先
ず
何
物
か
「
か
ら
の
自
由
」
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
の
物
か
ら
ひ
と
が
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
解
放
で

あ
る
。
従
っ
て
こ
の
意
味
に
お
け
る
自
由
は
解
放
と
い
う
こ
と
と
結
び
付
い
て
現
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
奴
隷

的
状
態
か
ら
の
自
由
、
植
民
地
的
状
態
か
ら
の
自
由
と
い
う
が
如
き
も
の
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
意
味
に
お
け

る
自
由
は
主
と
し
て
社
会
的
並
び
に
政
治
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
道
徳
的
意
味
に
お
い
て
、
衝
動

や
欲
望
の
奴
隷
で
あ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
も
、
自
由
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
何
物
か
か
ら
の

自
由
が
要
求
さ
れ
る
の
は
、
個
人
に
せ
よ
、
民
族
の
如
き
も
の
に
せ
よ
、
そ
れ
が
本
来
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
自
由
は
そ
の
も
の
自
身
に
「
お
け
る
自
由
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
由
の
最
も



四
六
八

根
本
的
な
意
味
は
そ
こ
に
あ
る
。
単
に
い
わ
ば
消
極
的
に
何
物
か
か
ら
の
自
由
の
み
で
な
く
、
ま
た
い
わ
ば
積
極

的
に
何
物
か
「
へ
の
自
由
」
を
考
え
る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
自
己
自
身
に
お
け
る
自
由
に
よ

っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
物
か
か
ら
の
自
由
が
積
極
的
意
味
を
有
し
得
る
の
も
、
本
来
自
己
自
身
に
お
い
て

自
由
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
そ
の
も
の
自
身
に
お
け
る
自
由
が
最
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
社
会

的
並
び
に
政
治
的
意
味
に
お
い
て
は
、
人
間
の
自
由
を
自
然
法
或
は
自
然
権
の
思
想
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
る
と
い

う
の
が
最
も
代
表
的
な
説
で
あ
る
。
哲
学
上
に
お
い
て
は
、
自
由
の
問
題
は
種
々
に
論
ぜ
ら
れ
て
き
た
が
、
決
定

論
（D

eterm
inism

）
と
非
決
定
論
（Indeterm

inism

）
と
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
は
宇
宙
の
あ
ら
ゆ
る
出
来

事
、
特
に
人
間
の
意
志
及
び
行
為
は
つ
ね
に
何
等
か
の
原
因
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
で

あ
り
、
後
者
は
反
対
に
人
間
の
意
志
は
何
等
か
の
原
因
に
よ
っ
て
も
制
約
さ
れ
ず
、
絶
対
に
自
発
的
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
説
で
あ
る
。
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant, 1724-1804

）
は
自
由
に
先
験
的
自
由
（Transzendentale 

Freiheit

）
と
実
践
的
自
由
（praktische Freiheit
）
と
を
区
別
し
た
。
先
験
的
自
由
も
し
く
は
宇
宙
論
的
意
味
に

お
け
る
自
由
と
は
、
自
然
法
則
に
従
っ
て
経
過
す
る
一
列
の
現
象
を
自
ら
始
め
る
原
因
の
絶
対
的
自
発
性
で
あ

る
。
そ
の
結
果
は
現
象
の
う
ち
に
現
れ
、
そ
れ
故
に
他
の
現
象
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
の

原
因
に
関
し
て
は
決
し
て
他
の
現
象
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
き
因
果
性
を
先
験
的
自
由
と
い
う
。
そ
れ
は
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自
由
に
よ
る
因
果
性
（K

ausalität durch Freiheit

）
で
あ
る
。
蓋
し
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
、
す
べ
て
の
物
は
時
間
の

う
ち
に
現
れ
る
現
象
と
し
て
は
悉
く
因
果
律
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
現
象
か
ら
自
然
必
然
的
に
従

っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
に
従
っ
て
の
因
果
性
（K

ausalität nach der N
atur

）
の
妥
当
す
る

範
囲
は
現
象
或
は
経
験
の
範
囲
に
限
ら
れ
て
お
り
、
時
間
の
規
定
を
全
く
脱
し
た
物
自
体
（D

ing an sich

）
と

し
て
は
自
由
に
よ
る
因
果
性
も
し
く
は
自
由
か
ら
の
因
果
性
（K

ausalität aus der Freiheit

）
を
認
め
る
こ
と
は

理
論
的
に
可
能
で
あ
る
。
か
く
て
純
粋
理
性
の
理
論
的
使
用
に
お
い
て
そ
の
可
能
性
を
証
明
さ
れ
た
先
験
的
自

由
は
、
そ
の
実
践
的
使
用
に
よ
っ
て
客
観
的
実
在
性
を
獲
得
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
象
と
本
体
と
の
区
別
は

人
間
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
、
経
験
的
性
格
（Em

pirischer C
harskter

）
と
し
て
は
人
間
は
自
然
必
然
性
に
従

い
、
自
由
で
は
な
い
が
、
叡
智
的
性
格
（Intelligibler C

harakter

）
と
し
て
は
因
果
法
則
の
規
定
を
脱
し
て
、
叡

智
的
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
自
由
は
理
論
的
に
可
能
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
次
に
実
践
的
自
由
と

は
、
意
志
の
感
性
の
刺
戟
に
よ
る
強
制
か
ら
の
独
立
性
で
あ
る
。
し
か
し
意
志
が
欲
望
の
対
象
か
ら
独
立
に
は
た

ら
く
と
い
う
こ
と
は
消
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
に
過
ぎ
ず
、
積
極
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
と
は
、
カ
ン

ト
に
依
れ
ば
、
純
粋
で
そ
れ
自
身
実
践
的
な
理
性
の
自
己
立
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
志
が
如
何
な
る
外
的
な
刺
戟

や
目
的
に
も
影
響
さ
れ
な
い
で
、
た
だ
自
己
み
ず
か
ら
の
与
え
る
法
則
に
従
っ
て
活
動
す
る
こ
と
で
あ
り
、
即
ち



四
七
〇

他
律
（H

eteronom
ie

）
に
対
す
る
自
律
（A

utonom
ie

）
が
自
由
の
本
質
で
あ
る
。
か
く
て
何
物
か
「
か
ら
の
自

由
」
が
一
般
に
独
立
を
意
味
す
る
に
対
し
て
、
そ
の
物
自
身
に
「
お
け
る
自
由
」
は
一
般
に
自
律
を
意
味
す
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
自
由
と
肆
意
（W

illkür

）
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
、

自
由
な
意
志
と
道
徳
法
の
も
と
に
あ
る
意
志
と
は
同
じ
で
あ
る
。
個
人
的
に
見
て
も
、
社
会
的
に
見
て
も
、
た
だ

勝
手
気
儘
に
振
舞
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
自
由
は
な
い
。
か
か
る
肆
意
は
無
秩
序
を
結
果
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
自

由
は
秩
序
の
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
カ
ン
ト
の
先
験
的
自
由
が
自
然
法
則
を
脱
し
た
純

粋
な
非
合
理
性
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
肆
意
的
な
と
こ
ろ
、
善
を
も
悪
を
も
な
し
う
る
絶
対
に
非
合
理
的
な
と
こ

ろ
が
な
け
れ
ば
、
自
由
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
由
は
人
間
の
主
体
と
し
て
の
超
越
に
も
と
づ
い
て
可
能

で
あ
る
。
超
越
（Transzendenz

）
が
な
け
れ
ば
自
由
は
な
い
。
し
か
る
に
人
間
は
環
境
に
お
け
る
存
在
で
あ
り
、

つ
ね
に
自
然
的
並
び
に
社
会
的
環
境
の
う
ち
に
生
活
し
て
い
る
。
人
間
は
環
境
に
働
き
か
け
、
環
境
を
支
配
す
る

に
従
っ
て
、
主
体
と
し
て
現
実
的
に
自
由
に
な
る
。
人
間
の
現
実
的
自
由
は
環
境
と
の
関
係
を
離
れ
て
考
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
何
物
か
「
か
ら
の
自
由
」
は
消
極
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
て
実
は

積
極
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
人
間
は
単
に
消
極
的
に
環
境
に
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
で
あ

り
得
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
積
極
的
に
環
境
に
働
き
か
け
、
こ
れ
を
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
真
に
環
境
に
適
応
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し
得
る
の
で
あ
り
、
真
に
自
由
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
環
境
を
支
配
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
の
従
っ

て
い
る
必
然
的
な
法
則
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
必
然
性
の
認
識
が
自
由
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
、
必
然
性
の
認
識
な
し
に
は
人
間
は
現
実
的
に
自
由
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
自
由
が
必

然
性
の
認
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
体
の
客
体
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
い
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
主

体
自
身
に
お
い
て
は
必
然
性
の
認
識
は
要
す
る
に
必
然
性
の
自
覚
に
過
ぎ
ず
、
自
由
と
は
い
い
得
な
い
で
あ
ろ

う
。
人
間
は
つ
ね
に
社
会
の
う
ち
に
お
け
る
存
在
で
あ
り
、
社
会
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
た
人
間
の
自
由
は
現
実
的

で
な
く
、
抽
象
的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
我
々
が
そ
の
う
ち
に
あ
る
社
会
は
単
な
る
客
体
で
な
く
、
そ
れ
自
身
主
体

で
あ
る
。
社
会
は
主
体
と
し
て
そ
れ
自
身
意
志
を
有
す
る
と
見
ら
れ
る
。
か
く
て
自
由
と
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
（G

eorg 

W
ilhelm

 Friedrich H
egel, 1770-1831

）
の
い
っ
た
如
く
、
一
般
的
意
志
と
特
殊
的
意
志
と
の
統
一
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。
自
由
と
肆
意
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
自
由
と
責
任
と
は
不
可
分
の
も
の
で
あ

る
。
自
由
な
も
の
で
あ
っ
て
責
任
の
主
体
で
あ
る
こ
と
が
で
き
、
責
任
の
な
い
自
由
は
単
な
る
肆
意
に
ほ
か
な
ら

ぬ
。

二　
自
由
主
義
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自
由
主
義
は
近
代
社
会
の
成
立
と
共
に
生
誕
し
た
思
想
で
あ
る
。
近
代
社
会
は
封
建
社
会
に
対
し
て
全
く
新
し

い
世
界
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
新
し
い
物
質
的
諸
条
件
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
新
し
い
社
会
的
諸
関
係
が
生
れ
、

そ
し
て
自
由
主
義
は
こ
の
新
し
い
世
界
の
要
求
に
適
合
す
べ
き
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
発
展
し
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
だ
い
た
い
一
五
〇
〇
年
を
境
と
し
て
三
世
紀
の
間
に
形
成
さ
れ
、
十
九
世
紀
に
お
い

て
そ
の
勝
利
に
達
し
た
。
こ
の
新
し
い
哲
学
が
何
で
あ
る
か
を
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ず

自
由
主
義
は
教
義
の
体
系
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
心
の
習
慣
で
あ
る
。
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
自
由
に
関
係
し

て
い
る
。
け
れ
ど
も
自
由
主
義
は
自
由
を
普
遍
的
に
実
現
し
た
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
到
る
処
自
己
自
身
の
う
ち

に
制
限
を
も
っ
て
い
た
。
か
く
て
自
由
主
義
は
、
そ
の
勝
利
に
あ
っ
て
さ
え
、
教
義
に
お
い
て
も
、
実
践
に
お
い

て
も
、
明
確
に
限
定
さ
れ
た
体
系
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
封
建
社
会
に
対
す
る
近
代
社
会
の
新
し
さ
は
明
瞭
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
先
ず
地
理
上
の
諸
発
見
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
人
間
の
思
想
の
展
望
を
全
く
変
化
し
た
科
学
の
革

命
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
新
し
い
富
と
人
口
の
増
加
に
導
い
た
技
術
上
の
諸
発
明
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
特
に
知
識
の

普
及
を
可
能
に
し
た
印
刷
術
の
発
明
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
封
建
的
経
済
諸
関
係
の
崩
壊
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
世
界

市
場
の
発
展
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
も
は
や
ロ
ー
マ
教
会
の
至
上
権
を
認
め
な
い
新
し
い
教
会
の
設
立
が
あ
る
。
貴
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族
や
僧
侶
の
特
権
的
身
分
に
対
す
る
敵
と
し
て
市
民
階
級
が
勃
興
し
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
何
よ
り
も
資
本
家
的
精

神
が
生
れ
た
。
中
世
に
お
い
て
は
富
の
獲
得
の
観
念
は
宗
教
的
権
威
の
も
と
に
課
せ
ら
れ
た
道
徳
的
規
則
に
よ
っ

て
制
限
さ
れ
て
い
た
の
に
反
し
て
、
今
や
富
の
た
め
に
富
を
追
求
す
る
こ
と
が
人
間
的
活
動
の
主
要
な
動
機
と
な

っ
た
。
富
の
社
会
的
観
念
に
個
人
主
義
的
観
念
が
代
っ
た
。
行
為
の
規
則
に
対
す
る
神
的
裁
可
の
観
念
は
次
第
に

功
利
主
義
的
観
念
に
よ
っ
て
代
位
さ
れ
た
。
そ
し
て
功
利
性
の
原
理
は
も
は
や
社
会
的
善
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ

て
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
富
の
意
義
は
個
人
の
欲
望
の
満
足
に
認
め
ら
れ
、
彼
が
富
を
所
有
す
る
こ
と
が
多

け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
そ
の
満
足
を
確
保
し
得
る
彼
の
力
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
自
身
の
た
め
の
富
の
追

求
の
う
ち
に
社
会
的
善
は
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
、
富
め
る
も
の
と
な
る
人
間
は
た
だ
彼
が
富
め
る
も
の
と
な

る
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
社
会
的
恩
人
と
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
新
し
い
精
神
は
、
増
大
し
た
生
産
力
の
利

用
を
妨
げ
た
古
い
制
度
の
枠
を
壊
し
、
新
し
い
社
会
的
諸
関
係
、
新
し
い
諸
文
化
を
自
己
の
た
め
に
作
っ
た
。
か

よ
う
に
し
て
自
由
主
義
は
近
代
資
本
主
義
の
成
立
に
伴
っ
て
現
れ
た
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
人
主
義
と
密
接
に

つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
合
理
主
義
と
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
合
理
性
は
複
式
簿
記
に
示
さ
れ

て
い
る
よ
う
な
客
観
的
合
理
性
で
あ
る
。
こ
の
合
理
主
義
は
人
間
思
想
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
自
然
科
学
的
思

惟
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
中
世
の
権
威
主
義
に
対
す
る
近
代
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
の
自
由
主
義
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は
か
く
の
如
く
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
自
由
に
は
種
々
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
先
ず
人
間
的
自
由
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
定
義
す
る
に
困
難
で
は
あ
る
が
、
人
類
の

最
も
深
い
感
情
で
あ
る
。
封
建
的
な
身
分
の
観
念
を
破
壊
す
べ
く
現
れ
た
の
は
人
格
の
観
念
で
あ
る
。
す
べ
て
の

人
間
は
人
格
と
し
て
平
等
に
尊
重
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
人
格
の
本
質
は
自
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
人
間
的
自

由
と
し
て
求
め
ら
れ
た
の
は
思
想
の
自
由
で
あ
り
、そ
れ
は
そ
の
根
柢
に
お
い
て
良
心
の
自
由
を
意
味
し
て
い
る
。

け
れ
ど
も
思
想
の
自
由
は
思
想
交
換
の
自
由
な
し
に
は
殆
ど
甲
斐
が
な
い
で
あ
ろ
う
、
従
っ
て
そ
れ
は
言
論
の
自

由
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
信
仰
の
自
由
も
ま
た
人
間
的
自
由
と
結
び
付
い
て
い
る
。
自
由
主
義
は
し
か
し
元

来
、
そ
の
起
源
に
お
い
て
、
教
会
に
敵
対
的
で
あ
り
、
宗
教
上
の
寛
容
を
主
張
し
、
そ
れ
自
身
は
自
由
思
想
家
風

の
宗
教
に
対
す
る
無
関
心
の
傾
向
を
含
ん
で
い
た
。
次
に
考
え
ら
れ
る
の
は
市
民
的
自
由
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ

り
も
、
支
配
者
の
気
儘
な
決
定
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
支
配
者
自
身
も
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
定

ま
っ
た
法
律
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
る
と
い
う
要
求
と
し
て
現
れ
た
。
こ
こ
に
我
々
は
自
由
と
法
律
と
が
根
本
的
に

相
容
れ
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
法
律
が
自
由
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
一
般

的
な
拘
束
は
一
般
的
な
自
由
の
条
件
で
あ
る
。
か
よ
う
な
拘
束
な
し
に
は
、
或
る
者
は
自
由
で
あ
り
得
る
に
し
て

も
、他
の
者
は
不
自
由
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
法
律
の
支
配
が
全
体
の
社
会
に
自
由
を
保
証
す
る
と
い
う
た
め
に
は
、
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そ
れ
が
公
平
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
。
自
由
は
そ
の
意
味
に
お
い
て
平
等
と
結
び
付
い
て
い
る
。
か

く
し
て
自
由
主
義
は
法
律
の
公
平
な
適
用
を
保
証
す
る
よ
う
な
手
続
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
的
自
由

と
密
接
に
関
聯
し
て
、
財
政
的
自
由
が
問
題
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
財
政
上
の
事
柄
に
関
す
る
執
行
機
関
の
拘
束
を

意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、「
代
表
な
し
に
は
課
税
な
し
」
と
い
う
声
は
か
の
「
代
表
な
し
に
は
立
法
な
し
」
と
い

う
声
と
同
様
に
強
く
叫
ば
れ
た
。
か
よ
う
に
し
て
自
由
主
義
は
政
治
的
自
由
に
関
し
て
何
よ
り
も
政
治
的
自
由
主

義
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
の
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
近
代
的
運
動
の
動
力
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
自
由
主
義
と
し

て
体
系
的
な
形
を
と
る
に
至
っ
た
の
は
特
に
政
治
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
蓋
し
政
治
上
の
自
由
は
そ
の
他
の

自
由
の
先
決
要
件
で
あ
り
、
こ
の
自
由
を
確
保
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
他
の
領
域
に
お
け
る
自
由
も
安
固
な

基
礎
を
有
し
得
な
い
。
そ
れ
故
に
自
由
を
要
求
す
る
諸
努
力
は
政
治
的
自
由
の
獲
得
に
集
中
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

政
治
的
自
由
主
義
は
就
中
自
然
権
（N

atural R
ights

）
の
思
想
に
そ
の
理
論
的
根
拠
を
求
め
た
。
人
間
の
権
利
は

自
然
法
に
基
づ
き
、
こ
れ
に
反
し
て
政
府
の
権
利
は
人
為
的
な
制
度
に
基
づ
い
て
い
る
。
ロ
ッ
ク
（John Locke, 

1632-1704

）
か
ら
ル
ソ
ー
（Jean Jacques R

ousseau, 1712-78

）
や
ペ
ー
ン
（Thom

as Paine, 1737-1809

）
に

至
る
ま
で
、
政
治
的
社
会
は
人
間
が
特
殊
な
目
的
の
た
め
に
任
意
的
に
自
己
を
服
せ
し
め
る
拘
束
で
あ
る
と
見
る

こ
と
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
前
に
、
ま
た
そ
の
う
し
ろ
に
、
自
由
で
平
等
な
個
人
が
立
っ
て
い
る
。
し
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か
し
孤
立
し
た
個
人
は
無
力
で
あ
っ
て
、
自
己
の
権
利
を
強
要
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
権
利
の
相

互
的
尊
重
の
た
め
に
他
の
者
と
取
極
め
に
入
る
こ
と
が
賢
明
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
取
極
め
或
は
契
約
に
よ
っ

て
多
数
の
相
争
う
個
人
的
意
志
か
ら
、
一
つ
の
共
通
の
意
志
或
は
一
般
的
意
志
が
形
作
ら
れ
、
こ
の
意
志
の
機
関

と
し
て
政
府
が
設
け
ら
れ
る
。
政
府
は
人
間
の
自
然
権
を
社
会
の
諸
条
件
が
許
す
限
り
正
確
に
保
持
す
べ
き
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
為
し
て
は
な
ら
ぬ
。
社
会
契
約
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
人
は
彼
の
自
然
的
権
利
を
抛

棄
す
る
が
、
そ
の
代
り
に
市
民
的
権
利
を
受
取
る
、
市
民
的
権
利
は
で
き
る
だ
け
自
然
的
権
利
に
一
致
す
べ
き
で

あ
り
、
或
は
、
ペ
ー
ン
の
云
っ
た
如
く
、
市
民
的
権
利
は
交
換
さ
れ
た
自
然
的
権
利
で
あ
る
。
一
七
八
九
年
の
人

権
宣
言
に
依
れ
ば
、「
人
間
は
自
由
な
且
つ
権
利
に
お
い
て
平
等
な
も
の
と
し
て
生
れ
、
そ
し
て
つ
ね
に
か
か
る

も
の
で
あ
る
。
社
会
的
区
別
は
た
だ
共
通
の
有
用
性
を
の
み
基
礎
と
な
し
得
る
。」「
あ
ら
ゆ
る
政
治
的
聯
合
の
目

的
は
人
間
の
自
然
的
な
且
つ
奪
取
す
べ
か
ら
ざ
る
権
利
の
保
持
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
自
由
、
財
産
、
安
全

及
び
圧
迫
に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
。」「
す
べ
て
の
主
権
の
原
理
は
本
質
的
に
国
民
の
う
ち
に
あ
る
。」「
自
由
は
他

人
を
害
し
な
い
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
為
す
権
力
に
存
す
る
、
か
く
て
、
す
べ
て
の
人
間
の
自
然
権
の
行
使
は
社
会
の

他
の
成
員
に
同
一
の
権
利
の
享
有
を
保
証
す
る
と
い
う
制
限
を
の
み
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
制
限
は
法
律
に
よ
っ
て

の
み
規
定
さ
れ
得
る
。」「
法
律
は
一
般
的
意
志
の
表
現
で
あ
る
。
す
べ
て
の
市
民
は
法
律
の
形
成
に
自
分
で
或
は
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彼
等
の
代
表
者
を
通
じ
て
参
与
す
る
権
利
を
有
す
る
。」
政
治
的
自
由
主
義
は
元
来
、
公
権
の
干
渉
を
で
き
る
だ

け
少
な
く
し
、
国
家
の
活
動
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
狭
め
て
、
個
人
の
自
由
な
活
動
の
舞
台
を
で
き
る
だ
け
広
く

す
る
こ
と
を
欲
し
た
。
そ
れ
は
近
代
に
お
け
る
個
人
の
自
覚
、
個
人
意
識
の
伸
張
の
現
れ
で
あ
っ
て
、
自
由
の
意

識
は
個
人
の
意
識
と
、
自
由
主
義
は
個
人
主
義
と
結
び
付
い
て
い
た
。
し
か
る
に
封
建
的
社
会
秩
序
か
ら
の
解
放

を
求
め
た
市
民
階
級
は
そ
の
た
め
に
国
家
権
力
の
掌
握
を
目
ざ
し
、
そ
の
際
自
由
の
観
念
は
平
等
の
観
念
と
結
び

付
い
て
、
自
由
主
義
は
民
主
主
義
の
形
を
と
っ
た
。
政
治
的
自
由
主
義
と
民
主
主
義
と
は
密
接
な
関
係
に
立
っ
て

い
る
。
と
こ
ろ
で
人
民
主
権
の
説
は
、
右
に
引
用
し
た
一
七
八
九
年
の
宣
言
に
見
ら
れ
る
如
く
、
二
つ
の
原
理
の

上
に
立
っ
て
い
る
。
一
方
、
主
権
は
国
民
の
う
ち
に
あ
り
、
法
律
は
一
般
的
意
志
の
表
現
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

そ
の
場
合
国
民
と
か
一
般
的
意
志
と
か
は
一
つ
の
全
体
と
見
ら
れ
て
い
る
。
次
に
他
方
、
す
べ
て
の
市
民
は
法
律

を
作
る
こ
と
に
参
与
す
る
権
利
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
個
人
の
権
利
の
一
つ
が
問
題
で
あ
る
の

で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
民
主
的
代
表
の
真
の
根
拠
は
国
民
生
活
の
全
体
的
統
一
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と

も
彼
に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
協
議
さ
れ
る
個
人
の
天
賦
の
権
利
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
究
極
の
権
威
は
一
般

的
意
志
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
個
人
の
権
利
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
全
体
と
特
殊
、
社
会

と
個
人
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
。
そ
の
と
き
自
由
主
義
は
個
人
主
義
的
立
場
に
立
ち
、
一
般
的
意
志
は
個
人
的
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意
志
の
和
と
し
て
結
果
す
る
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
民
主
主
義
は
自
由
主
義
に
お
い
て
議
会
主
義
の
形
を
と
っ

た
。
個
人
と
社
会
と
の
関
係
は
、
経
済
上
の
自
由
主
義
に
お
い
て
は
一
層
明
瞭
に
、
両
者
の
間
に
は
自
然
の
調
和

が
存
在
す
る
と
い
う
風
に
見
做
さ
れ
た
。
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
学
派
（M

anchester school

）
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ

た
経
済
的
自
由
主
義
も
ま
た
、
政
治
的
自
由
主
義
と
同
様
、
公
権
の
干
渉
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
て
、
個
人

の
発
意
を
尊
重
し
、
経
済
を
自
由
競
争
に
委
ぬ
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
モ
ッ
ト
ー
は
自
由
放

任
（laissez-faire

）
で
あ
る
。
国
家
は
傍
で
観
て
い
て
、
個
人
に
自
由
に
競
争
さ
せ
れ
ば
好
い
。
国
家
の
活
動
は

暴
力
や
詐
欺
を
抑
え
、
財
産
を
安
全
に
し
、
人
々
が
契
約
を
守
る
よ
う
に
助
け
れ
ば
足
り
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
に

お
い
て
、
人
々
は
絶
対
に
自
由
に
互
い
に
競
争
し
、
か
く
て
彼
等
の
最
上
の
力
が
引
き
出
さ
れ
、
各
人
が
自
分
の

生
活
の
指
導
に
対
し
て
自
分
で
責
任
の
あ
る
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
た
。
進
歩
と
文
明
の
源

泉
は
個
人
の
活
動
で
あ
る
。
個
人
が
彼
の
能
力
の
行
使
に
自
由
な
範
囲
を
得
る
こ
と
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
社

会
は
全
体
と
し
て
一
層
速
か
に
進
歩
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
個
人
が
自
由
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
二
人
の
個
人

は
、
各
々
自
分
の
目
的
を
追
求
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
互
い
に
衝
突
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。
実
際
、
か
よ
う
な

衝
突
の
可
能
性
が
ホ
ッ
ブ
ス
（Thom

as H
obbes, 1588-1679

）
等
の
社
会
契
約
説
（Theory of social contract

）

に
お
い
て
は
社
会
の
起
源
並
び
に
基
礎
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
人
々
は
彼
等
の
自
由
が
効
果
的
で
あ
る
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た
め
に
相
互
の
拘
束
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
る
に
十
八
世
紀
の
頃
か
ら
、
特
に
経
済

の
領
域
に
お
い
て
、
個
人
の
意
志
の
衝
突
は
誤
解
と
無
智
と
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
禍
は
政
府
の
抑
制
に

よ
っ
て
強
め
ら
れ
る
と
い
う
見
解
が
現
れ
た
。
そ
こ
に
は
利
害
の
自
然
の
調
和
が
根
柢
に
あ
る
。
各
人
は
私
利
に

よ
っ
て
導
か
れ
る
が
、
そ
れ
は
彼
を
最
大
の
生
産
性
の
線
に
沿
う
て
導
く
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
人
為
的
な
障
碍

が
除
か
れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
彼
の
能
力
に
最
も
適
す
る
仕
事
を
見
出
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
彼
が
最
も
生
産
的
で

あ
り
得
る
と
こ
ろ
の
、
従
っ
て
社
会
的
に
最
も
価
値
が
あ
る
と
こ
ろ
の
仕
事
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
彼
の
品

物
を
喜
ん
で
求
め
る
買
手
に
売
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て
彼
は
他
の
者
が
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
故
に
社

会
的
価
値
を
有
す
る
と
こ
ろ
の
物
の
生
産
に
身
を
捧
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
利
己
心
は
、
啓
蒙
さ

れ
て
且
つ
束
縛
さ
れ
な
け
れ
ば
、
彼
を
公
益
と
一
致
す
る
行
為
に
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
個
人
と

社
会
と
の
間
に
は
自
然
の
調
和
が
あ
り
、
た
だ
そ
れ
を
効
果
的
に
す
る
た
め
に
は
或
る
程
度
の
教
育
と
啓
蒙
が

必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
如
く
、
自
由
主
義
は
封
建
主
義
に
対
し
て
啓
蒙
（A

ufklärung, 

enlightenm
ent

）
に
重
要
な
意
義
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
個
人
と
社
会
と
の
間
に
自
然
の
調
和
が
あ
る
と
い
う
、

一
種
の
予
定
調
和
（Preestablished harm

ony

）
の
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
自
由
主
義
の
倫
理
と
も
見
ら
る
べ
き

功
利
主
義
（U

tilitarianism

）
に
お
い
て
も
、
そ
の
根
柢
に
前
提
さ
れ
て
い
た
。
ベ
ン
サ
ム
（Jerem

y B
entham

, 
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1748-1832

）
が
最
大
多
数
の
最
大
幸
福
を
も
っ
て
そ
の
原
理
と
し
た
と
き
、
そ
れ
は
社
会
的
全
体
的
立
場
か
ら

説
か
れ
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
個
人
主
義
的
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
す
べ
て
の
個
人
が
め
い
め
い

自
由
に
自
分
の
幸
福
と
思
う
も
の
を
飽
く
ま
で
も
追
求
す
る
と
き
、
そ
こ
に
自
然
に
、
い
わ
ば
予
定
調
和
的
に
、

社
会
全
体
の
幸
福
が
結
果
す
る
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 Sm

ith, 1723-90

）
の
経

済
学
に
お
け
る
有
名
な
「
見
え
ざ
る
手
」
と
い
う
言
葉
も
、
個
人
と
社
会
と
の
間
の
自
然
の
調
和
を
前
提
す
る
思

想
で
あ
る
。三　

自
由
と
自
由
主
義

自
由
主
義
は
自
由
に
関
係
す
る
が
、
自
由
を
重
ん
じ
、
自
由
を
求
め
る
あ
ら
ゆ
る
思
想
が
自
由
主
義
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
自
由
主
義
は
一
定
の
時
代
に
お
け
る
歴
史
的
産
物
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
役
割
を
終
る
と
共
に
退

か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
自
由
に
対
す
る
人
間
の
要
求
は
不
滅
で
あ
る
。
彼
自
身
は
自
由
主
義
者

と
見
る
こ
と
の
で
き
ぬ
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
世
界
史
の
進
歩
は
自
由
の
意
識
に
お
け
る
進
歩
で
あ
る
と
考
え
た
。
問
題

は
、
自
由
主
義
社
会
に
お
い
て
果
し
て
自
由
が
完
全
に
実
現
さ
れ
た
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
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て
我
々
は
否
定
的
に
答
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
お
よ
そ
自
由
の
価
値
に
つ
い
て
深
く
人
類

に
教
え
た
の
は
自
由
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
が
封
建
的
桎
梏
か
ら
人
間
を
解
放
し
た
こ
と
は
人
類
の
歴
史
に
お
け
る

一
つ
の
大
き
な
進
歩
で
あ
る
。
自
己
の
歴
史
的
役
割
を
果
し
た
自
由
主
義
は
他
の
も
の
に
よ
っ
て
代
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
封
建
的
な
も
の
が
な
お
残
存
し
て
い
る
所
に
お
い
て
は
自
由
主
義
は
依
然
と
し
て
或
る

一
定
の
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
歴
史
的
形
態
と
し
て
の
自
由
主
義
は
滅
び
る
に
し
て
も
、
そ

の
う
ち
に
は
後
の
時
代
に
よ
っ
て
承
け
継
が
る
べ
き
重
要
な
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
個
人
の
創
意
、
人
格
の
価

値
の
尊
重
さ
る
べ
き
こ
と
は
常
に
変
り
な
く
、
自
由
主
義
の
貴
重
な
遺
産
で
あ
る
。
自
由
に
関
し
て
い
え
ば
、
自

由
主
義
が
自
由
を
重
ん
じ
た
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
な
く
、
そ
の
自
由
が
抽
象
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
こ
ろ

に
誤
謬
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
自
由
主
義
は
自
由
を
個
人
主
義
的
立
場
か
ら
捉
え
、
個
人
と
社
会
と
の
聯
関
に

お
い
て
具
体
的
に
捉
え
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
個
人
主
義
で
あ
る
と
共
に
世
界
主
義
で
あ
る
。
世
界
主
義
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
が
世
界
主
義
で
あ
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
世
界
主
義
が
抽
象
的
な
も
の

で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
誤
謬
が
あ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
の
世
界
主
義
は
民
族
の
如
き
も
の
を
媒
介
と
し
て
考
え
ら

れ
た
世
界
主
義
で
は
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
個
人
主
義
と
し
て
、
社
会
と
個
人
と
の
関
係
に
お
い
て
個
人
を
先

と
し
、
社
会
は
個
人
の
和
、
そ
の
相
互
の
関
係
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
考
え
た
如
く
、
そ
れ
は
ま
た
単
な
る
国
際
主
義
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と
し
て
、
世
界
を
国
家
と
国
家
と
の
関
係
に
過
ぎ
ぬ
も
の
の
如
く
考
え
、
こ
れ
を
真
の
全
体
と
し
て
捉
え
な
か
っ

た
。
自
由
主
義
は
自
由
に
関
し
て
種
々
の
制
限
或
は
、
寧
ろ
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
。
自
由
主
義
は
世
界
市
場
を
作

る
こ
と
を
求
め
た
、
し
か
し
そ
の
努
力
の
論
理
は
自
由
主
義
の
誕
生
を
囲
み
そ
し
て
そ
の
生
長
と
共
に
栄
え
た
国

家
主
義
の
政
治
的
含
意
に
よ
っ
て
減
殺
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
個
人
の
可
能
性
を
制
限
し
よ
う

と
す
る
あ
ら
ゆ
る
権
威
を
無
視
し
て
個
人
が
自
己
自
身
の
運
命
を
開
拓
す
る
権
利
を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
。
し
か

も
そ
れ
は
、
そ
の
要
求
に
内
在
し
て
、
個
人
の
主
権
に
対
す
る
社
会
か
ら
の
不
可
避
の
挑
戦
が
存
在
す
る
こ
と
を

見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
財
産
を
蓄
積
す
る
権
利
に
対
し
て
法
律
が
押
し
付
け
る
あ
ら
ゆ
る
拘

束
を
遁
れ
よ
う
と
求
め
た
、
そ
し
て
そ
れ
は
こ
の
権
利
の
擁
護
が
そ
の
含
意
を
攻
撃
す
べ
く
準
備
さ
れ
た
無
産
階

級
の
出
現
を
含
む
こ
と
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
自
由
主
義
は
家
柄
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
特
権
に
対
す

る
敵
と
し
て
現
れ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
求
め
た
自
由
は
普
遍
性
を
有
し
な
か
っ
た
、
な
ぜ
な
ら
そ
の
自
由
は
実

際
に
お
い
て
は
財
産
を
有
す
る
人
間
に
限
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
自
由
主
義
は
、
そ
の
歴
史
の
殆
ど
発
端
か

ら
、
政
治
的
権
威
の
範
囲
を
制
限
す
る
こ
と
を
求
め
、
従
っ
て
国
家
が
侵
す
こ
と
の
で
き
ぬ
基
本
的
な
権
利
の
体

系
を
発
見
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
権
利
の
運
用
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
財
産
の
利
益

を
防
禦
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
権
利
を
働
か
せ
る
こ
と
に
主
と
し
て
意
を
用
い
て
、
彼
の
労
働
力
を
売
る
ほ
か
何
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物
も
所
有
せ
ぬ
人
間
を
そ
れ
ら
の
権
利
の
恩
恵
に
対
す
る
要
求
者
と
し
て
保
護
す
る
こ
と
を
考
え
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
良
心
の
要
求
を
尊
重
す
る
こ
と
を
企
て
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
尊
重
し
た
良
心
の
範
囲
は
財
産
に
対
す
る
顧

慮
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
た
。
富
の
た
め
に
富
を
追
求
し
、
そ
の
無
限
の
蓄
積
を
計
る
と
い
う
こ
と
は
資
本
主
義
の

必
然
の
論
理
で
あ
っ
た
。
資
本
は
そ
れ
自
身
に
無
限
の
蓄
積
欲
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
て
ゾ
ン
バ
ル
ト
（W

erner 

Som
bart, 1863-1941

）
の
云
っ
た
よ
う
に
、
資
本
主
義
的
経
済
様
式
の
も
と
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
目
的
定

立
の
中
心
を
な
す
も
の
は
、
自
然
的
欲
望
を
有
す
る
生
け
る
人
格
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
抽
象
物
で
あ
る
と
こ
ろ

の
資
本
で
あ
る
。
自
由
主
義
は
人
格
の
尊
重
す
べ
き
こ
と
を
説
い
た
が
、
そ
こ
で
は
人
間
は
却
っ
て
物
化
さ
れ
、

彼
自
身
の
作
っ
た
も
の
が
逆
に
彼
を
束
縛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
自
由
主
義
は
平
等
の
観
念
に
基
づ
い
て
民
主
主

義
を
主
張
し
た
が
、
富
は
次
第
に
少
数
者
の
手
に
独
占
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
要
す
る
に
、
自
由
主
義
は
、
そ

の
目
的
を
達
す
る
や
否
や
、
そ
の
諸
要
請
に
対
す
る
公
然
の
反
抗
に
出
会
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
こ
の
も
の

は
自
由
主
義
が
作
り
出
し
た
秩
序
を
変
化
せ
ね
ば
已
ま
ぬ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
自
由
主
義
は
自
己
自
身
の

う
ち
か
ら
自
己
の
反
対
物
を
作
り
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
自
由
競
争
を
原
則
と
し
た
自
由
主
義
の
経
済
は
、
カ
ル

テ
ル
や
ト
ラ
ス
ト
の
形
を
生
む
に
至
っ
て
、自
己
の
埒
内
に
お
い
て
統
制
に
進
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

自
由
主
義
の
弊
害
が
明
瞭
に
な
る
に
及
ん
で
、
そ
れ
に
対
す
る
反
対
は
二
つ
の
形
に
お
い
て
、
即
ち
一
方
で
は
、
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社
会
主
義
、
他
方
で
は
国
民
主
義
に
お
い
て
現
れ
る
に
至
っ
た
。
社
会
主
義
は
、
自
由
主
義
の
発
達
の
結
果
却
っ

て
不
自
由
を
得
た
と
こ
ろ
の
労
働
階
級
の
立
場
に
お
い
て
資
本
の
支
配
か
ら
人
間
を
解
放
し
よ
う
と
す
る
共
産
主

義
の
思
想
に
ま
で
な
っ
た
。
他
方
、
自
由
主
義
の
発
達
に
よ
る
世
界
市
場
の
形
成
に
よ
っ
て
圧
迫
さ
れ
た
国
民
の

立
場
に
お
い
て
世
界
主
義
に
反
対
す
る
国
民
主
義
が
唱
え
ら
れ
、
そ
れ
は
や
が
て
自
由
主
義
を
否
定
す
る
権
威
主

義
の
思
想
に
ま
で
な
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
自
由
主
義
は
自
己
の
約
束
し
た
自
由
を
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

自
己
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
矛
盾
に
よ
っ
て
新
し
い
も
の
に
変
化
し
て
ゆ
く
べ
き
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
参
考
文
献
〕

W
. W

indelband, Ü
ber W

illensfreiheit, 3. A
., 1918.

A
. M

esser, D
as Problem

 der W
illensfreiheit, 3. A

., 1922.

J. S. M
ill, O

n Liberty, 1859.

W
. v. H

um
boldt, Ideen zu einem

 Versuch, die G
renzen der W

irksam
keit des Staats zu bestim

m
en, 1792

T. H
. G

reen, Lectures  on the Principles of Political O
bligation, N

ew
 Im

pression, 1924.

L. T. H
obhouse, Liberalism

, 1911.

D
. G

. R
itchie, N

atural R
ights, Fourth Im

pression, 1924.

【N
atural rights : a criticism

 of som
e political and ethical 



四
八
五

自
由
と
自
由
主
義

conceptions, 3rd ed.

】

H
. J. Laski, The Rise of European Liberalism

, 1936.

L. v. W
iese, D

er Liberalism
us in Vergangenheit und Zukunft, 1917.

F. M
einecke, W

eltbürgertum
 und N

ationalstaat, 7. A
., 1928.

河
合
栄
治
郎
「
自
由
主
義
」（
社
会
経
済
体
系
第
廿
巻
）。

同
「
社
会
思
想
史
研
究
」。



解
題

第
七
巻
編
者
桝
田
啓
三
郎
に
依
る
と
、『
哲
學
入
門
』『
技
術
哲
學
』
は
刊
行
時
の
原
形
の
ま
ま
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

桝
田
氏
は
『
哲
學
入
門
』
が
、「
著
者
の
生
前
に
到
達
し
た
最
後
の
思
想
の
表
白
と
も
見
な
さ
れ
得
る
」
と
し
て
、
成
立

経
緯
を
詳
し
く
追
っ
て
い
る
。
当
初
、啓
蒙
的「
哲
学
講
座
」の
一
冊
と
し
て
計
画
さ
れ
、非
専
門
家
の
聴
講
希
望
者
を
集
め
、

其
の
講
義
録
を
基
に
執
筆
が
目
論
ま
れ
た
。1938

（
昭
和13

）
年
２
月
９
日
か
ら
３
月25

日
ま
で
十
三
回
の
講
義
の
後
、

岩
波
新
書
の
創
刊
が
決
ま
り
、
其
の
一
冊
と
し
て
刊
行
す
る
こ
と
に
変
更
さ
れ
る
。
原
稿
は
講
義
録
と
は
全
く
異
な
る
も

の
と
な
り
、
順
次
印
刷
に
付
さ
れ
た
が
、
校
正
の
段
階
で
も
繰
り
返
し
書
き
直
さ
れ
た
。
専
念
す
る
た
め
に
二
冬
に
亙
っ

て
鎌
倉
に
居
を
移
し
て
取
り
組
み
、1940

年
３
月30

日
よ
う
や
く
刊
行
さ
れ
た
。

初
出

『
哲
學
入
門
』：
岩
波
新
書1940

（
昭
和15
）
年
３
月
発
行

『
技
術
哲
學
』

岩
波
講
座
『
倫
理
學
』
第
十
冊1941

（
昭
和16
）
年10

月
、1942

（
昭
和17

）
年
９
月
単
行
本
と
し
て
次

の
２
編
を
付
し
て
出
版
。

技
術
學
の
理
念
・
・
・『
科
學
主
義
工
業
』（1941
（
昭
和16

）
年10

月
）

技
術
と
新
文
化
・
・
・『
科
學
主
義
工
業
』1942

（
昭
和17
）
年
１
月



形
而
上
学　
　
　

三
木
清
編
『
新
編
現
代
哲
學
辞
典
』1941

（
昭
和16

）
年
３
月　

日
本
評
論
社
刊

現
代
哲
学
思
潮　

三
木
清
編
『
現
代
哲
學
辞
典
』1936

（
昭
和11

）
年
９
月　

日
本
評
論
社
刊

文
化
社
会
学　
　

1933

（
昭
和
８
）
年
８
月
岩
波
講
座
『
教
育
科
學
』
第
二
十
冊
が
初
出
で
、
後
『
現
代
哲
學
辞
典
』

に
改
変
し
収
録
。

社
会
科
学

社
会
道
徳

自
由
と
自
由
主
義

以
上
三
編
は
、
中
山
伊
知
郎
・
三
木
清
・
永
田
清
責
任
編
集
『
社
會
科
學
新
辭
典
』1941

（
昭
和16

）
年
４
月
河
出

書
房
刊

底
本
：
三
木
清
全
集
第
七
巻
（1967

年4
月17
日
岩
波
書
店
刊
）
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