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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
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



三
木
清
全
集　

第
十
巻　

哲
学
評
論

目
次

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

方
法
と
順
序

現
象
学
叙
説

弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
レ
ー
ニ
ン

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論

資
本
論
の
冒
涜

近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法

ニ
ー
チ
ェ

唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か

ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

時
代
と
世
代

ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か



5

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代

拙
著
批
評
に
答
え
る

哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命

歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

新
し
い
人
間
の
哲
学

ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想

現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

哲
学
ノ
ー
ト

デ
カ
ル
ト
覚
書

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

山
内
著
書
評
「
現
象
学
叙
説
」

【
解
題
】



六

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

―
―
知
識
社
会
学
の
主
要
問
題
―
―	

【1929.5

】

千
九
百
二
十
四
年
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
ケ
ル
ン
社
会
科
学
研
究
所
の
委
嘱
に
従
っ
て
、「
知
識
社
会
学
」

に
関
す
る
論
文
集＊

を
編
纂
刊
行
す
る
に
際
し
、
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
に
あ
っ
て
は
知
識
の
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
。
こ
の
問
題
の
重
要
さ
を
夙
く
か
ら
認
識
し
た
少
数
の
学
者
の
う
ち
有
力
な
る
一
人
は
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・

エ
ル
ザ
レ
ム＊
＊

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、「
実
証
主
義
の
認
識
論
的
諸
学
説
及
び
そ
の
諸
帰
結
を
斥
け
、
従
っ
て
形

而
上
学
的
な
世
界
認
識
を
理
性
の
永
遠
な
る

0

0

0

0

要
求
と
見
做
し
そ
し
て
同
時
に
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
と
見
做
す
と
こ

ろ
の
ひ
と
つ
の
哲
学
上
の
立
場
の
基
礎
の
上
に
於
け
る
知
識
社
会
学

0

0

0

0

0

は
、大
筋
に
於
て
ま
た
体
系
的
な
形
に
於
て
、

こ
こ
に
初
め
て
編
纂
者
（
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
）
に
よ
っ
て
与
え
よ
う
と
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
即
ち

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
実
証
主
義
的
思
想
圏
の
外
に
於
て
な
さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
、
彼
の
「
こ
の
試
み
が
最
初
の
も

0

0

0

0

の0

で
あ
る
」
と
い
う
事
実
を
、
我
々
批
評
家
た
ち
の
記
憶
し
て
お
く
こ
と
を
希
望
し
て
い
る
。
我
々
は
も
と
よ
り



七

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
知
識
社
会
学
の
最
初
の
提
唱
者
た
る
の
光
栄
を
帰
す
る
に
吝
か
な
る
者
で
は
な
い
。
何
人
も
彼
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
強
力
な
る
刺
戟
を
最
も
深
き
感
謝
を
も
っ
て
受
け
容
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
知
識

社
会
学
の
建
設
の
た
め
に
実
証
主
義
者
た
る
コ
ン
ト
と
然
ら
ざ
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
の
い
ず
れ
が
一
層
多
く
の
寄
与

を
な
し
た
か
を
比
較
し
よ
う
と
欲
し
な
い
。
同
じ
千
九
百
二
十
四
年
の
九
月
の
末
の
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
に
於
け
る

ド
イ
ツ
社
会
学
者
の
会
に
於
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
「
科
学
と
社
会
的
構
造
」
と
い
う
題
に
つ
い
て
報
告
し
た＊
＊
＊。

そ

の
な
か
で
彼
は
ま
た
次
の
よ
う
に
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
一
層
浪
漫
的
な
、
一
部
分
は
一
層
実
証
主
義
的
な
十
九
世
紀
の
思

想
世
界
へ
の
移
り
行
き
に
於
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
も
つ
と
こ
ろ
の
諸
影
響
の
方
面
を
考
察
し
た
。
十
九
世
紀
に
於
て
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
い
は
拡
張
し
、
或
い
は
ま
さ
に

逆
に
し
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
並
び
に
そ
の
現
実
的
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
到

っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
「
従
来
我
々
は
根
本
に
於
て
た
だ
一
つ
の

0

0

0

種
類
の
知
識
社
会
学
を
も
っ
て
い
た
の
み
で
あ



八

っ
た
。
そ
れ
は
実
証
主
義
（
コ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
）
の
そ
れ
で
あ
り
、
高
々
な
お
マ
ル
ク
ス
主
義
の
地
盤
の
上

に
成
立
し
た
試
み
で
あ
る
。」
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
こ
の
報
告
の
内
容
は
既
に
挙
げ
た
論
文
集
に
於
け
る
も
の
と
根
本

に
於
て
同
一
で
あ
る
。
彼
に
次
い
で
み
ず
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
称
す
る
ウ
ィ
ー
ン
の
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー

が
同
じ
題
に
つ
い
て
報
告
し
た
。
い
ま
そ
の
筆
記
を
読
む
に
、
ア
ド
ラ
ー
の
内
容
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
そ
れ
に
比
し

て
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
知
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。会
の
討
論
の
際
に
或
る
者
は
、「
或
る
関
係
に
於
て
は
、

シ
ェ
ー
ラ
ー
教
授
は
ア
ド
ラ
ー
教
授
よ
り
も
一
層
よ
き
マ
ル
キ
シ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
を
証
し
た
」、
と
評
し
て
い

る
。
私
は
ド
イ
ツ
の
学
界
に
於
て
最
も
豊
か
な
る
天
分
を
恵
ま
れ
た
人
の
一
人
で
あ
る
こ
の
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
あ
ま

り
に
早
く
物
故
し
た
こ
と
を
遺
憾
に
思
う＊
＊
＊
＊。

さ
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
指
示
に
従
う
な
ら
ば
、
我
々
は
知
識
社
会
学
の
三
つ
の
主
な
る
傾
向
を
も
っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
第
一
に
コ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
流
に
属
す
る
実
証
主
義
的
傾
向
。
第
二
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
傾
向
。

そ
し
て
第
三
の
も
の
は
シ
ェ
ー
ラ
ー
自
身
が
新
た
に
打
ち
建
て
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
私

が
こ
こ
に
問
題
に
し
よ
う
と
欲
す
る
の
は
就
中
第
三
の
傾
向
で
あ
る
。

＊　

Versuche zu einer Soziologie des W
issens. H

erausgegeben im
 A

uftrage des Forschungsinstituts für 

Sozialw
issenschaften in K

öln M
ax Scheler. 1924.	

こ
の
論
文
集
に
収
め
ら
れ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の	 “Problem

e 



九

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

einer Soziologie des W
issens”	

は
後
に
修
補
訂
正
さ
れ
て
彼
自
身
の
論
文
集	 “D

ie	 W
issensform

en und die 

G
esellschaft.” 1926.	

の
中
に
再
録
さ
れ
た
。

＊
＊　

W
ilhelm

 Jerusalem
, Einleitung in die Philosophie. D

erselbe, Einführung in die Soziologie.	

な
ど
に
拠
っ

て
読
者
は
簡
単
に
エ
ル
ザ
レ
ム
の
思
想
を
窺
い
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

＊
＊
＊　

Verhandlungen des V
ierten D

eutschen Soziologentages.

＊
＊
＊
＊　

彼
は
昨
年
の
夏
死
ん
だ
。
私
は
い
ま
或
る
時
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
が
彼
を
評
し
て
、
最
近
の
ド
イ
ツ
学
界

に
於
け
る
「
最
も
天
分
に
豊
か
な
る
者
」（der B

egabteste

）
と
私
に
語
っ
た
こ
と
の
あ
る
の
を
想
い
起
す
。

一

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
知
識
社
会
学
は
知
識
の
実
証
主
義
的
歴
史
哲
学
に
対
す
る
批
評
を
も
っ
て
始
め
ら

れ
て
い
る
。＊

こ
の
歴
史
哲
学
の
内
容
は
い
わ
ゆ
る
「
三
段
階
の
法
則
」
に
要
約
さ
れ
る
。
コ
ン
ト
の
有
名
な
科
学

の
分
類
は
彼
の
こ
の
法
則
と
密
接
な
聯
関
に
立
っ
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
知
識
の
各
の
部
分
は
三
つ
の
段
階
を

通
じ
て
発
展
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
し
て
科
学
は
そ
れ
の
対
象
が
単
純
で
あ
り
抽
象
的
で
あ
る
程
度
に
応
じ
て
一
層

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



一
〇

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
に
あ
る
。
一
切
の
科
学
の
発
展
の
線
の
測
定
の

標
準
と
な
る
と
こ
ろ
の
こ
の
実
証
主
義
的
理
想
は
、
然
し
な
が
ら
、
認
識
の
目
的
を
甚
し
く
制
限
す
る
も
の
で
あ

る
、
と
先
ず
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
云
う
。
そ
れ
は
認
識
の
目
的
を
ば
、
第
一
に
、
ひ
と
が
そ
れ
で
も
っ
て
予
見
す
る
事

に
よ
っ
て
未
来
を
制
御
し
得
る
と
こ
ろ
の
世
界
内
容
ま
た
は
関
係
を
の
み
認
識
す
る
意
識
の
う
ち
へ
取
り
入
れ
る

こ
と
（voir pour prévoir

）
に
制
限
す
る
こ
と
で
あ
り
、
第
二
に
、
事
物
の
「
本
質
」
或
い
は
「
実
体
」
に
関
す

る
凡
て
の
問
題
を
度
外
視
し
て
、
単
に
感
性
的
現
象
の
法
則
ま
た
は
量
的
に
規
定
さ
れ
得
る
関
係
を
発
見
す
る
こ

と
に
制
限
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
制
限
は
知
識
の
社
会
的
動
態
に
つ
い
て
の
実
証
主
義
が
最
も
狭
き
意

味
に
於
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
方
位
を
と
っ
て
い
た
こ
と
と
関
聯
し
て
い
る
。
そ
れ
は
最
近
の
三
世
紀
の
西
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
於
け
る
、
な
お
一
面
的
に
把
握
さ
れ
た
る
、
知
識
の
運
動
形
態
を
全
体
の
人
類
の
発
展
の
法
則
と
見
做
そ

う
と
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
主
張
に
従
え
ば
、
宗
教
的
神
学
的
な
認
識
と
思
惟
、
形

而
上
学
的
な
認
識
と
思
惟
、
そ
し
て
実
証
的
な
認
識
と
思
惟
は
、
コ
ン
ト
な
ど
の
説
く
よ
う
に
、
知
識
発
展
の
歴

0

0

0

0

0

0

史
的
な
様
相
で
な
く
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
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

る
精
神
の
態
度
若も
し

く
は
「
認
識
形
態
」
で
あ
る
。
そ
の
如
何
な
る
も
の
も
他
の
も
の
の
「
代
用
を
し
」
或
い
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
は
な
く
、
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ま
た
そ
れ
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
な
ど
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
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
の
群
、
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
。」

と
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
主
張
す
る
。
か
か
る
差
異
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

＊　

U
eber die positivistische G

eschichtsphilosophie des W
issens (D

reistadiengesetz) in der “M
oralia.”

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
0

0

に
よ
る
精
神
的
自
己
主
張
に
対
す
る
人
格
の
抗
し
難
き
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
形
而
上
学
は
、

一
般
に
或
る
物
が
存
在
し
そ
し
て
む
し
ろ
何
故
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
な
い
か
と
い
う
絶
え
ず
新
た
な
る
驚
異
0

0

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
、
心
的
並
び
に
有
機
的
過
程
を
制
御
0

0

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
る
諸
作
用
の
共
通
の
特
徴
は
、
有

限
な
る
世
界
経
験
が
、
対
象
及
び
目
的
と
し
て
、
そ
れ
ら
に
と
っ
て
充
足
を
も
た
ら
す
こ
と
な
く
、
却
っ
て
或
る

聖
な
る
、
神
的
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
も
の
を
そ
の
対
象
に
も
と
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
形
而
上
学
は
空



一
二

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
て
、

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
差
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
「
智
慧
」
に
よ
る
最
高
の
人
格
教
化
で
あ
り
、
実
証
科
学
の
目
的
は
世

界
に
於
け
る
一
切
の
「
本
質
的
な
る
も
の
」
を
意
識
的
に
顧
み
な
い
で
単
に
諸
現
象
の
関
係
0

0

の
み
を
数
学
的
象
徴

に
於
け
る
世
界
形
象
の
中
へ
取
り
上
げ
、
こ
の
も
の
に
従
っ
て
自
然
を
支
配
す
る
に
あ
る
。
三
つ
の
認
識
形
態
に

あ
っ
て
そ
れ
を
指
導
す
る
人
格
型
も
ま
た
各
別
で
あ
る
。
宗
教
の
指
導
者
型
は	 hom

o religiosus	

即
ち
「
聖
者
」

で
あ
っ
て
、彼
は
偏
に
彼
の
カ
リ
ス
マ
的
性
質
の
た
め
に
信
仰
と
信
者
を
見
出
す
。
形
而
上
学
の
指
導
者
型
は「
賢

者
」
で
あ
る
。
彼
は
専
門
的
若も
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
0

0

を
与
え
る
。
彼
は
彼
の
主
張
を
究
極
的
な
、
直
接
的
な
洞
見
の
う
ち
に
基
礎
付
け
る
。
実
証

科
学
の
指
導
者
の
典
型
は
「
研
究
家
」
で
あ
っ
て
、
彼
は
ひ
と
つ
の
全
体
、
出
来
上
っ
た
も
の
、「
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
於
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
な
る
意
味
に
於
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
謂
わ
ば
科
学
的
共
和
国
並
び
に
大
学
、
学
会
等
の
如
き
そ
れ
の
諸
組
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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
然
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
の
に
基
づ
い
て
い
る
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
、
即
ち
、
最
初
の	 hom

o 

religiosus	

が
神
に
つ
い
て
見
そ
し
て
教
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
に
一
層
深
く
貫
き
入
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
か
く

て
宗
教
上
の
運
動
、
革
新
、
変
化
な
ど
が
前
望
的
（prospektiv

）
で
な
く
、
根
源
に
還
る
こ
と
、
失
わ
れ
た
も

の
の
立
て
直
し
と
し
て
再
顧
的
（retrospektiv
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、ま
た
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
於
て
進
歩
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
主
要
な
る
シ
ェ
マ
に
於
て
可

能
な
る
形
而
上
学
の
数
は
一
定
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
―
―
ひ
と
は
例
え
ば
デ
ィ
ル
タ
イ
が
世
界
観
の
類
型
と
し

て
、
実
証
論
、
自
由
の
観
念
論
、
客
観
的
観
念
論
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
の
を
思
い
起
せ
。
―
―
そ
れ
ら
の
類
型

は
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
現
れ
、
学
問
的
展
開
と
基
礎
付
け
と
の
種
々
な
る
水
準
に
於
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
、
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観
察
さ
れ
、
帰
納
さ
れ
、
演
繹
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
到
る
処
存
在
す
る
無
限
な
る
過
程
の
性
格
が
欠
け
て
い
る
。

ひ
と
り
実
証
科
学
の
本
質
に
の
み
累
積
的
な
る
進
歩
と
い
う
こ
と
は
属
す
る
。
こ
こ
に
於
て
の
み
各
の
以
前
の
科

学
の
状
態
が
価
値
を
失
っ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ

ヌ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
及
び
カ
ン
ト
な
ど
の
体
系
は
、
ラ
ヴ
ォ
ア
ジ
エ
の
化
学
ま
た
は
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
力
学
の
よ
う
に
古
び
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
形
而
上
学
は
ど
こ
ま
で
も
人
格
と
結
び
付
き
、
そ
の
創

説
者
の
精
神
的
相
貌
を
反
映
す
る
。そ
れ
故
に
偉
大
な
る
形
而
上
学
者
た
ち
は
代
え
難
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

実
証
的
諸
科
学
に
於
け
る
偉
大
な
る
諸
発
見
、
例
え
ば
、
惰
性
の
原
理
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
有
律
の
発
見
は
こ
れ
に

反
し
て
多
数
の
研
究
家
た
ち
に
よ
っ
て
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
。

二

か
く
て
こ
こ
に
殆
ど
文
字
通
り
に
叙
述
さ
れ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
主
張
を
検
討
、
批
判
し
始
め
る
に
あ
た
っ
て
、

最
初
に
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
の
コ
ン
ト
流
の
思
想
に
対
す
る
主
な
る
関
係
で
あ
る
。
こ
の
関
係
は
両
面
的

で
あ
る
。
一
方
で
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
実
証
主
義
を
非
難
し
な
が
ら
、
認
識
を
三
つ
の
形
態
に
分
つ
こ
と
に
於
て

全
く
実
証
主
義
に
追
従
し
て
い
る
。
宗
教
的
神
学
的
知
識
、
形
而
上
学
的
知
識
、
実
証
的
科
学
的
知
識
と
い
う
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シ
ェ
ー
ラ
ー
の
区
別
は
、
も
と
も
と
実
証
主
義
者
の
三
段
階
説
の
う
ち
に
現
れ
た
と
こ
ろ
の
区
別
で
あ
る
。
然

る
に
他
方
で
は
、
コ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
知
識
の
こ
れ
ら
の
三
形
態
は
歴
史
的
段
階
を
な
し
、
一
が
衰
え
退
い
て
他

が
こ
れ
に
代
る
過
程
を
表
現
す
べ
き
で
あ
っ
た
に
反
し
て
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
こ
の
こ
と
を
否
定
す
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
認
識
の
三
つ
の
形
態
は
一
が
他
を
代
位
代
表
す
る
と
い
う
歴
史
的
発
展
の
秩
序
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
精
神

の
本
質
の
う
ち
に
持
続
的
に
具
わ
っ
て
い
る
形
式
で
あ
る
。
簡
単
に
云
え
ば
、
そ
れ
は
謂
わ
ば
「
歴
史
的
範
疇
」

（historische	 K
ategorien

）
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
謂
わ
ば
「
本
質
範
疇
」（W

esenskategorien

）
で
あ
る
。

第
一
の
点
を
問
題
に
し
よ
う
。
実
証
主
義
的
立
場
に
於
て
は
宗
教
が
ひ
と
つ
の
認
識
ま
た
は
知
識
0

0

で
あ
る
と
見

做
さ
れ
る
こ
と
は
如
何
に
も
可
能
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
立
場
を
否
認
し
つ
つ
し
か
も
宗
教
の
本
質
を
も
っ

て
知
識
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
却
っ
て
明
ら
か
な
る
宗
教
的
体
験
を
も

っ
て
い
た
い
わ
ゆ
る
「
宗
教
人
」
の
或
る
者
が
彼
等
の
体
験
か
ら
宗
教
は
知
識
で
な
い
と
考
え
た
例
を
知
っ
て
い

る
。
と
き
に
は
人
々
は
宗
教
の
本
質
が
む
し
ろ
実
践
に
あ
る
事
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
を
認
識
と
す
る
こ

と
、
従
っ
て
一
般
に
「
観
想
的
」
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
た
だ
特
殊
な
る

0

0

0

0

方
向
に
於
け
る
宗
教
的
体
験
に
と

っ
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
範
囲
内
に
於
て
は
特
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的

体
験
に
属
し
て
い
る
。
実
際
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
哲
学
は
、
後
に
も
明
瞭
に
な
る
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
的

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
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こ
と
を
到
る
と
こ
ろ
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
も
っ
て
い
る
。＊

も
と
よ
り
如
何
な
る
宗
教
も
何
等
か
の
程
度
、
何
等

か
の
意
味
、
何
等
か
の
関
係
に
於
て
認
識
の
要
素
を
含
ま
ぬ
も
の
と
て
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
故
に
そ
れ

を
も
っ
て
認
識
の
一
種
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
全
く
同
等
な
権
利
を
も
っ
て
、
否
、
時
と
し
て
は
一
層

多
く
の
権
利
を
も
っ
て
、
道
徳
、
更
に
は
芸
術
を
も
知
識
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ま

た
我
々
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
立
場
か
ら
し
て
は
、
何
故
に
、
知
識
の
形
態
が
必
ず
三
つ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
そ

し
て
三
つ
に
尽
き
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
の
理
由
を
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
証
主
義

の
立
場
か
ら
は
可
能
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
立
場
の
段
階
説
に
あ
っ
て
は
、
歴
史
的
発
達
の
最

後
の
形
態
た
る
「
実
証
的
な
る
も
の
」
を
あ
ら
ゆ
る
歴
史
の
究
極
目
的
と
見
做
し
、
こ
の
も
の
に
従
っ
て
過
去
の

歴
史
を
測
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら＊
＊、
こ
の
と
き
我
々
は
近
代
の
実
証
的
自
然
科
学
の
代
用
を
な
し
て
い
た
も
の
が

過
去
の
各
の
歴
史
的
時
代
に
於
て
何
で
あ
っ
た
か
を
追
跡
し
て
、
形
而
上
学
と
神
学
と
に
出
会
う
と
い
う
こ
と
は

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
尤も
っ
とも
こ
の
場
合
に
は
神
学
と
形
而
上
学
と
の
各
の
特
殊
な
る
、
独
自
な
る
意
味
は
否

定
さ
れ
て
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
が
単
に
実
証
的
な
る
も
の
に
対
し
て
有
す
る
意
義
に
於
て
の
み
一
面
的
に
把
握
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
然
し
な
が
ら
同
時
に
我
々
は
実
証
主
義
に
於
け
る
方
法
と
し
て
優
れ
た
る
も
の

が
、
知
識
の
諸
形
態
を
発
見
す
べ
き
地
盤
を
客
観
的
な
る
歴
史
に
於
て
求
め
た
こ
と
に
あ
る
の
を
認
め
な
け
れ
ば



一
七

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー

な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
そ
の
こ
と
を
意
識
的
、
方
法
的
に
は
な
そ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
世
界
大
戦
後
ド
イ
ツ
の
学
界
に
於
て
勢
力
を
占
め
て
来
た
カ
ト
リ
ッ
ク
的
傾
向
、
或

る
人
々
の
謂
う「
カ
ト
リ
ッ
ク
的
学
問
」（katholische W

issenschaft

）の
重
要
な
る
代
表
者
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。

＊
＊　

拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』
一
六
七
―
一
六
八
頁
〔
全
集
第
三
巻
三
二
三
―
三
二
四
頁
〕【「
有
機
体
説
と

弁
証
法
」
第
二
節
「
そ
れ
に
つ
い
て
は
マ
ル
ク
ス
が
」
以
下
】
参
照
。

か
く
て
我
々
は
第
二
の
点
へ
移
る
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
少
な
く
と
も
そ
の
方
法
論
的
意
図
と
し
て
は
認
識
形
態
を

歴
史
的
に
解
明
す
る
こ
と
を
拒
否
し
て
い
る
。
こ
の
態
度
は
彼
の
知
識
社
会
学
に
於
け
る
最
も
根
本
的
な
る
も
の

に
関
聯
す
る
。
即
ち
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
知
識
社
会
学
は
歴
史
的
と
社
会
学
的
と
の
明
確
な
分
離

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
上
に
立
と
う
と
す

る
。
斯
く
の
如
き
分
離
は
近
代
の
社
会
学
に
於
て
殆
ど
共
通
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。
人
々
は
恰あ
た
かも
そ
こ
に
社
会

学
的
認
識
の
独
立
性
の
基
礎
を
求
め
、
か
く
し
て
、
社
会
学
は
学
と
し
て
可
能
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
を
肯
定

的
に
解
決
し
よ
う
と
さ
え
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
斯
く
の
如
き
分
離
は
こ
の
学
問
を
し
て
一
般
に
「
静
態

学
的
」
特
性
を
担
わ
し
め
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。＊

我
々
は
近
代
の
社
会
学
に
殆
ど
共
通
な
る
こ
の
傾
向
の
う
ち
に

於
て
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
特
殊
性
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
究
明
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
未
完
）

＊　

つ
い
で
な
が
ら
マ
ッ
ク
ス
・
ア
ド
ラ
ー
が　
「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
」
科
学
と
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
」
科
学
と
を
区
別



一
八

す
る
表
徴
と
し
て
、「
静
止
的
」（stationär

）
と
「
進
化
的
」（evolutionistisch

）
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
注
意

し
て
お
こ
う
（V

gl. Verhandlungen des V
ierten D

eutschen Soziologentages. S. 201.

）。
そ
し
て
ブ
ハ
リ
ン
は

科
学
の
階
級
的
特
殊
性
を
現
す
言
葉
と
し
て
、「
非
歴
史
的
見
地
」
と　
「
歴
史
的
見
地
」
と
を
用
い
て
い
る
（V

gl. 

N
. B

ucharin, D
ie Politische Ö

konom
ie des R

entners, S. 47ff.

）。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
知
識
社
会
学
と
も
い
う
べ
き

も
の
に
つ
い
て
は
私
は
今
後
更
に
展
開
を
試
み
る
で
あ
ろ
う
。



一
九

方
法
と
順
序

方
法
と
順
序

―
―
田
中
耕
太
郎
博
士
の
所
説
に
つ
い
て
―
―	

【1929.6

】

法
学
博
士
田
中
耕
太
郎
氏
は
今
月
二
十
日
の
帝
国
大
学
新
聞
に
「
方
法
と
順
序
」
な
る
文
章
を
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
丁
度
そ
の
夜
私
の
処
に
会
し
て
一
緒
に
勉
強
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
学
生
の
ひ
と
り
は
、
こ
の
文
章
の

切
抜
を
持
っ
て
来
て
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
私
の
意
見
を
求
め
た
。
彼
自
身
そ
れ
に
つ
い
て
疑
問
を
も
っ
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
す
ぐ
に
私
は
そ
こ
に
居
合
せ
た
他
の
者
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
田
中
博
士
の
文
章
を
読
ん
で

銘
々
の
疑
問
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
左
に
掲
ぐ
る
も
の
は
、
そ
の
夜
学
生
た
ち
に

向
っ
て
私
の
述
べ
た
主
旨
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
勧
め
に
従
っ
て
こ
こ
に
載
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

一

「
方
法
と
順
序
」
と
題
さ
れ
た
田
中
博
士
の
所
説
は
次
の
一
節
を
も
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
―
―

我
々
が
特
殊
科
学
の
研
究
に
直
面
し
て
第
一
に
当
惑
す
る
の
は
、
ま
ず
普
遍
的
な
る
主
題
を
選
ぶ
べ
き
か
、
将
た
特
殊



二
〇

的
な
る
主
題
よ
り
着
手
す
べ
き
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
は
理
論
的
方
面
と
実
際
的
方
面
と
が
互
い
に
相
纏
綿

し
て
存
在
し
て
居
る
の
で
あ
り
、
こ
の
二
者
は
往
々
混
同
せ
ら
れ
て
居
る
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
反
省
を
試
む
る
こ
と
は

学
徒
が
も
っ
と
も
有
効
に
あ
る
科
学
の
研
究
の
歩
を
進
め
て
行
く
上
に
必
要
な
る
の
み
な
ら
ず
―
―
即
ち
研
究
の
エ
フ

ィ
シ
ェ
ン
シ
ー
お
よ
び
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
上
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
理
論
的
に
も
興
味
あ
る
も

の
た
る
を
失
わ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
て
こ
の
こ
と
は
哲
学
を
含
む
総
て
の
学
に
関
し
て
一
様
に
い
わ
れ
得
る
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
然
し
自
分
の
関
係
し
て
い
る
社
会
的
科
学
の
範
囲
に
お
い
て
殊
に
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
私

は
既
に
自
分
の
専
門
に
関
す
る
労
作
の
中
に
お
い
て
度
々
言
及
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
私
は
こ
の
機
会
に
お
い
て
こ
れ

に
関
し
更
に
多
少
立
入
っ
て
反
省
し
て
見
る
こ
と
は
必
ず
し
も
無
用
の
業
で
は
な
い
と
信
ず
る
も
の
で
あ
る
。（
引
用
一
）

か
く
て
博
士
に
と
っ
て
方
法
と
順
序
の
問
題
は
一
朝
一
夕
の
問
題
で
な
く
、そ
れ
は
既
に
以
前
か
ら
博
士
が「
自

分
の
専
門
に
関
す
る
労
作
」
の
中
で
、
度
々
言
及
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
試
み
に
博
士
の
か
か
る

労
作
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
会
社
法
概
論
』
を
と
っ
て
み
よ
う
。
大
正
十
五
年
十
月
の
日
附
を
有
す
る
そ
の
「
自
序
」

の
中
に
は
斯
く
記
さ
れ
て
あ
る
。
―
―
「
近
時
諸
の
社
会
科
学
に
於
け
る
流
行
た
る
方
法
論
を
云
々
せ
ざ
る
は
、

一
方
方
法
の
論
理
的
先
行
に
拘
ら
ず
、
研
究
の
順
序
は
具
体
的
な
る
も
の
に
付
て
の
学
的
体
験
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
方
法
は
寧
ろ
多
年
の
研
究
の
後
回
顧
的
に
体
得
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
思
料
す
る
が
為
と
、
他
方



二
一

方
法
と
順
序

学
的
要
求
よ
り
し
て
為
さ
れ
た
る
研
究
の
根
柢
に
は
必
ず
や
其
人
ら
し
き
何
等
か
の
方
法
既
に
伏
在
す
る
も
の
な

る
こ
と
を
信
ず
る
か
ら
で
あ
る
」。
こ
こ
に
簡
潔
に
表
白
さ
れ
た
主
張
は
、
私
の
差
当
り
問
題
に
し
よ
う
と
す
る

文
章
に
於
て
も
根
本
的
に
は
何
等
変
更
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
相
違
は
た
だ
何
故
か

0

0

0

博
士
が
今
は
幾
分	

tem
peram

entvoll	
に
な
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
は
い
つ
で
も
方
法
論
者
に
対
す
る
嫌
悪
が
根

本
の
感
情
と
な
っ
て
動
い
て
、
底
を
流
れ
て
い
る
。
先
ず
博
士
の
言
葉
を
聴
こ
う
。

あ
る
意
味
に
お
い
て
手
段
た
る
べ
き
方
法
論
を
そ
れ
自
身
目
的
と
し
て
研
究
す
る
こ
と
に
自
己
満
足
を
見
出
し
、

Vorfragen	

に
不
必
要
に
こ
だ
わ
り
そ
の
科
学
の
範
囲
内
の
一
層
具
体
的
な
る
問
題
に
突
入
す
る
要
求
が
起
ら
ぬ
こ
と

は
、
是
れ
即
ち
そ
の
学
徒
の
自
己
の
科
学
に
対
し
懐
く
熱
情
の
程
度
を
示
す
に
足
る
。（
引
用
二
）

こ
の
よ
う
に
方
法
論
に
対
す
る
軽
蔑
の
感
情
を
も
ち
な
が
ら
、し
か
も
な
お
絶
え
ず
方
法
論
の
こ
と
を
気
に
し
、

既
に
そ
の
諸
労
作
に
於
て
幾
度
か
こ
れ
に
言
及
し
、
今
も
ま
た
「
こ
の
機
会
に
お
い
て
こ
れ
に
関
し
更
に
多
少
立

入
っ
て
反
省
し
て
見
」
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
我
々
は
田
中
博
士
の
態
度
の
ま
こ
と
に
微
妙
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

な
る
こ
と
を

発
見
す
る
。
こ
の
よ
う
な
微
妙
さ
は
博
士
の
行
論
そ
の
も
の
の
う
ち
に
鮮
か
に
現
れ
て
い
る
。
博
士
の
主
旨
が
方

法
論
の
「
流
行
」
に
対
す
る
攻
撃
に
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
右
に
引
用
し
た
若
干
熱
情
的
な
文
章

か
ら
直
接
に
知
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、「
方
法
と
順
序
」
の
結
び
を
な
す
左
の
文
章
か
ら
も
私
か
に
窺
い
得
ら



二
二

れ
る
。私

は
ド
イ
ツ
の
あ
る
哲
学
者
が
哲
学
志
望
の
学
生
に
ま
ず
そ
の
者
が
特
殊
科
学
に
お
い
て
何
か
を
な
し
た
る
や
を
確

か
め
た
後
で
な
け
れ
ば
入
門
を
許
さ
ぬ
こ
と
を
知
っ
て
興
味
深
く
感
ず
る
。
私
は
特
殊
科
学
に
対
す
る
哲
学
の
直
接
の

支
配
、
専
制
を
承
認
し
、
哲
学
の
研
究
が
智
的
探
求
の
最
初
に
置
か
る
べ
き
も
の
と
す
る
近
世
初
頭
の
あ
る
哲
学
者
の

主
張
に
、
特
殊
科
学
が
間
接
に
の
み
哲
学
に
従
属
す
る
も
の
と
な
し
、
特
殊
科
学
の
自
律
性
を
承
認
し
、
哲
学
の
研
究

を
智
的
探
求
の
終
り
に
置
か
ん
と
す
る
古
代
お
よ
び
中
世
の
二
人
の
先
哲
の
態
度
を
対
照
せ
し
む
る
に
よ
り
学
徒
の
反

省
を
促
し
た
く
思
う
。（
引
用
三
）

然
る
に
博
士
は
一
筋
の
、
直ち
ょ
く
せ
つ截な

る
道
を
辿
っ
て
こ
の
結
論
に
達
し
、
方
法
論
を
貶
し
め
、
そ
れ
の
研
究
者
に

向
っ
て
、
特
殊
的
専
門
的
研
究
を
勧
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
相
手
を
真
向
か
ら
攻
撃
す
る
こ
と
は
学
者
ら
し
き

0

0

0

0

0

態
度
で
な
い
。
学
者
ら
し
き
態
度
と
は
、
相
手
を
非
難
す
る
前
に
先
ず
自
己
を
非
難
し
て
お
く
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
私
の
知
る
限
り
、
博
士
の
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
遣
方
で
あ
っ
て
、
今
度
も
ま
た
引
用
一
に
つ
い
で
左
の
一

節
が
書
か
れ
て
い
る
。

従
来
学
徒
の
往
々
陥
り
易
き
弊
の
一
つ
は
特
殊
的
問
題
に
没
頭
し
、
普
遍
的
問
題
に
盲
目
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
普

遍
的
問
題
を
離
れ
て
特
殊
的
問
題
を
解
決
し
得
る
可
能
性
の
程
度
は
哲
学
と
各
個
の
自
然
科
学
と
の
間
隔
に
従
っ
て
差



二
三

方
法
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順
序

異
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
特
殊
的
問
題
の
選
択
は
往
々
に
し
て
あ
る
い
は
実
際
的
の
必
要
に
動
か
さ
れ
て
、
あ
る
い
は

実
際
的
必
要
に
は
無
関
心
に
単
に
自
己
の
労
作
を
手
取
り
早
く
ま
と
め
ん
が
た
め
に
、
あ
る
い
は
普
遍
的
問
題
に
直
面

す
る
こ
と
が
甚
だ
困
難
で
あ
り
大
な
る
努
力
と
特
殊
の
才
幹
と
を
も
っ
て
な
さ
ざ
れ
ば
不
能
で
あ
る
と
い
う
消
極
的
の

理
由
か
ら
あ
る
い
は
全
然
無
意
識
的
に
単
に
手
近
な
も
の
を
採
る
と
い
う
態
度
か
ら
し
て
な
さ
れ
る
。
か
く
の
如
き
態

度
を
も
っ
て
な
さ
る
る
特
殊
的
研
究
は
仮
令
そ
れ
が
局
外
者
に
は
非
常
に
専
門
的
に
見
え
て
も
そ
の
主
題
自
体
の
価
値

が
反
省
せ
ら
る
る
こ
と
が
少
な
い
故
に
、
そ
の
研
究
ま
た
学
的
価
値
に
乏
し
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
研
究
は
単
に
近
視

眼
的
「
顕
微
鏡
的
」
に
止
ま
り
、
達
観
的
「
望
遠
鏡
的
」
で
は
な
く
、
そ
れ
が
如
何
程
多
量
に
な
さ
れ
て
も
単
な
る
断

片
的
堆
積
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
客
観
性
に
富
む
自
然
科
学
の
範
囲
に
お
い
て
は
ま
だ
し
も
、
文
化
科
学
の
範
囲
に

お
い
て
は
研
究
の
対
象
の
選
択
そ
れ
自
身
が
既
に
重
大
な
る
問
題
で
あ
る
だ
け
、
そ
れ
だ
け
か
か
る
欠
陥
が
明
瞭
に
な

っ
て
く
る
。
法
律
学
の
範
囲
に
お
け
る
歴
史
法
学
の
堕
落
で
あ
る
所
の
歴
史
主
義
、
比
較
法
学
の
堕
落
で
あ
る
資
料
蒐

集
癖
、
学
問
上
の
考
古
癖
、
法
条
の
注
釈
癖
の
如
き
そ
の
適
例
で
あ
る
。（
引
用
四
）

そ
れ
で
は
田
中
耕
太
郎
博
士
が
斯
く
の
如
き
論
法
を
用
い
て
、「
方
法
と
順
序
」
な
る
一
文
を
ば
、A

ktualität	

を
要
求
す
る
新
聞
の
た
め
に
物
せ
ら
れ
た
の
は
何
故
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
恰
も
方
法
論
が
最
近
の
流
行
で
あ
る
か

の
如
く
に
博
士
の
眼
に
映
じ
た
が
た
め
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
流
行
た
る
や
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
特
殊
的
研
究
が

陥
っ
た
と
こ
ろ
の
好
ま
し
か
ら
ざ
る
傾
向
に
対
す
る
反
動
0

0

と
し
て
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。読
者
諸
君
は
読
ま
れ
る
。



二
四

―
―

か
く
の
如
き
好
ま
し
か
ら
ざ
る
傾
向
に
対
し
寧
ろ
反
動
的
に
特
殊
的
な
る
対
象
の
研
究
に
代
る
に
普
遍
的
な
る
者
に
着

眼
す
る
研
究
が
強
調
せ
ら
れ
始
め
た
。
こ
れ
は
断
片
的
研
究
を
も
っ
て
足
れ
り
と
せ
ず
し
て
特
殊
科
学
に
お
い
て
原
理
原

則
を
求
む
る
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
法
律
学
お
よ
び
経
済
学
の
範
囲
に
お
け
る
哲
学
お
よ
び
社
会
学
の
優
越
、
工

学
の
範
囲
に
お
け
る
物
理
学
お
よ
び
数
学
の
優
越
と
な
っ
て
現
れ
た
。
一
言
に
て
尽
せ
ば
是
れ
哲
学
の
特
殊
科
学
風
靡
の

傾
向
、
哲
学
の
専
制
政
治
で
あ
る
（
こ
の
傾
向
が
如
何
な
る
程
度
に
達
し
て
い
る
か
は
、
普
通
は
概
ね
保
守
的
に
行
わ
る

る
高
等
試
験
令
の
如
き
制
度
の
改
正
に
お
い
て
今
回
受
験
科
目
中
に
哲
学
概
論
が
頭
を
だ
し
て
い
る
こ
と
よ
り
し
て
も
知

ら
れ
得
る
）。
殊
に
文
化
科
学
の
範
囲
に
お
い
て
、
科
学
自
体
の
基
礎
が
未
だ
堅
ま
っ
て
い
ず
し
て
科
学
が
成
立
の
過
程

に
あ
る
と
も
い
う
べ
き
経
済
学
、
社
会
学
（
お
よ
び
法
律
学
に
つ
い
て
す
ら
も
）
に
お
い
て
は
各
々
に
つ
き
「
△
学
は
如

何
に
し
て
可
能
な
り
や
」
の
問
題
、
そ
の
科
学
の
特
殊
の
方
法
が
劈
頭
第
一
に
問
題
と
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に

考
え
ら
れ
、
従
来
の
傾
向
に
飽
き
足
ら
ず
、
知
識
欲
に
飢
え
渇
く
若
き
学
徒
は
具
体
的
な
、
自
己
の
力
相
応
の
手
近
か
に

在
る
問
題
を
選
ぶ
代
り
に
、
い
き
な
り
「
可
能
」
の
問
題
を
俎
上
に
昇
す
の
で
あ
る
。
文
化
科
学
の
範
囲
に
お
け
る
既
往

十
年
間
の
方
法
論
の
流
行
は
即
ち
こ
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
。
こ
の
時
期
に
お
い
て
輩
出
し
た
方
法
論
的
労
作
に
ど
れ

だ
け
の
学
的
価
値
を
有
す
る
も
の
が
存
す
る
か
私
は
暫
ら
く
こ
れ
を
不
問
に
付
し
て
置
き
た
い
。
私
は
唯
だ
其
科
学
の
範

囲
内
に
お
け
る
諸
問
題
が
論
者
に
よ
り
て
そ
の
主
張
す
る
方
法
に
従
い
ど
れ
だ
け
解
決
せ
ら
れ
た
か
そ
の
刀
が
ど
れ
だ
け



二
五

方
法
と
順
序

の
切
れ
味
を
持
つ
か
を
示
し
た
か
否
か
を
知
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
そ
の
方
法
論
上
の
疑
問
が
具
体
的
な
る
研

究
の
途
上
に
お
い
て
誘
発
せ
ら
れ
た
も
の
か
、
お
よ
び
論
者
の
主
張
す
る
方
法
が
諸
家
の
諸
方
法
の
概
念
的
な
る
比
較
の

結
果
無
反
省
に
無
雑
作
に
選
ば
れ
た
も
の
か
ど
う
か
を
反
問
し
た
く
思
う
。（
引
用
五
）

さ
て
、
如
何
な
る
ゆ
き
が
か
り
で
あ
る
に
せ
よ
、
引
用
四
に
於
け
る
が
如
く
特
殊
的
研
究
の
欠
点
を
指
摘
さ
れ

た
以
上
、
そ
れ
を
本
来
の
主
旨
と
調
和
す
べ
き
必
要
を
博
士
の
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
博
士
の
主
旨

は
方
法
論
に
対
し
て
特
殊
的
専
門
的
研
究
の
重
要
を
説
く
に
あ
る
。
し
か
る
に
博
士
と
雖
も
ま
た
特
殊
研
究
の
欠

陥
を
認
識
さ
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
博
士
は
矛
盾
に
陥
ら
れ
る
。
ま
さ
に
こ
の
矛
盾
0

0

こ
そ
田
中
博
士
を

し
て
こ
の
一
文
の
中
に
於
け
る
最
も
学
問
的

0

0

0

0

0

な
る
次
の
如
き
部
分
を
記
さ
し
め
る
に
到
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。＊

我
々
は
こ
こ
に
於
て
も
ま
た
弁
証
法
的
な
る
も
の
の
重
大
な
る
意
味
を
見
出
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ

う
。

私
は
特
殊
的
の
も
の
に
眼
が
眩
み
普
遍
的
の
も
の
を
見
ざ
る
傾
向
に
不
満
な
る
こ
と
上
述
の
如
く
で
あ
り
、
こ
の
意

味
に
於
て
近
時
の
哲
学
の
優
越
、
方
法
論
の
流
行
に
同
情
を
持
ち
得
る
。
然
し
な
が
ら
も
し
学
徒
に
し
て
普
遍
的
研
究

の
前
に
特
殊
的
研
究
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
普
遍
的
の
も
の
を
先
に
し
特
殊
的
な
る
も
の
を
後

に
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
誤
れ
る
態
度
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
論
理
的
に
は
方
法
ま
ず
存
す
る
。
然
し
な
が
ら
方



二
六

法
の
先
行
と
研
究
の
順
序
と
は
こ
れ
全
く
異
な
れ
る
二
つ
の
事
柄
で
あ
る
。
前
者
は
理
論
的
問
題
で
あ
り
、
後
者
は
実

際
的
問
題
で
あ
る
。（
引
用
六
）

＊　

こ
れ
で
私
は
読
者
の
便
宜
の
た
め
田
中
博
士
の
論
文
の
全
部
を
引
用
し
終
っ
た
。
若
し
一
、四
、五
、二
、六
、三
の

順
序
に
こ
れ
を
読
ま
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
博
士
の
全
文
が
あ
る
。

我
々
は
学
問
的
な
る
も
の
に
行
き
当
っ
た
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
私
は
こ
れ
か
ら
博
士
の
所
説
を
学
問
的
に
分

析
す
る
で
あ
ろ
う
。

二

田
中
博
士
の
反
省
の
出
発
点
は
、
特
殊
科
学
の
研
究
に
際
し
て
、「
ま
ず
普
遍
的
な
る

0

0

0

0

0

主
題
を
選
ぶ
べ
き
か
、

将
た
特
殊
的
な
る

0

0

0

0

0

主
題
よ
り
着
手
す
べ
き
か
の
問
題
」
で
あ
る
（
以
下
傍
点
は
凡
て
筆
者
）。
こ
こ
に
普
遍
的
と

云
わ
れ
、
特
殊
的
と
云
わ
れ
た
事
柄
そ
の
も
の
が
極
め
て
多
義
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
特
殊
科
学
そ
の
も
の
の
範
囲

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

内
に
於
て
も

0

0

0

0

0

こ
の
よ
う
な
区
別
は
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
田
中
博
士
自
身
の
著
書

に
つ
い
て
も
、
そ
の
『
商
法
総
論
概
要
』
と
『
会
社
法
概
論
』
と
を
比
較
す
る
と
き
、
或
い
は
総
論
或
い
は
概
論

と
呼
ば
れ
る
に
し
て
も
、
前
者
の
主
題
は
一
層
普
遍
的
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
一
層
特
殊
的
で
あ
る
。
博
士
は



二
七

方
法
と
順
序

こ
の
よ
う
な
意
味
の
場
合
に
於
て
、
そ
の
い
ず
れ
を
先
に
す
べ
き
か
を
問
題
と
し
て
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
も
確
に
ひ
と
つ
の
方
法
論
的
な
る
問
題
は
あ
る
。
―
―
因
に
博
士
の
商
法
は
大
正
十
四
年
一
月
、
会
社
法

は
同
十
五
年
十
一
月
の
出
版
で
あ
る
。
―
―
け
れ
ど
も
博
士
の
問
題
は
そ
う
で
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ

の
全
文
か
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
如
く
、
博
士
の
い
わ
ゆ
る
普
遍
的
な
る
問
題
と
は
、
哲
学
的
な
る

0

0

0

0

0

、
殊
に
方
法

論
的
な
る
問
題
の
謂
で
あ
り
、
特
殊
的
な
る
主
題
と
は
こ
れ
に
反
し
て
特
殊
科
学
的
な
る

0

0

0

0

0

0

0

、
即
ち
専
門
科
学
的
な

る
主
題
を
意
味
す
る
。
即
ち
博
士
は
特
殊
科
学
の
範
囲
内
に
於
て
普
遍
と
特
殊
と
の
関
係
を
問
題
に
さ
れ
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
一
の
哲
学
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
博
士
に
よ
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
理
論
的
方
面

0

0

0

0

0

と
実
際
的
方
面

0

0

0

0

0

と
を
含
ん
で
い
る
。
先
ず
実
際
的
方
面
と

は
何
を
謂
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
博
士
の
意
味
さ
れ
る
と
こ
ろ
は
驚
く
べ
く
常
識
的
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
「
研
究

の
エ
フ
ィ
シ
ェ
ン
シ
ー
お
よ
び
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
に
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
分
り
易
く

解
釈
す
れ
ば
多
分
斯
う
で
あ
ろ
う
。普
遍
的
主
題
と
特
殊
的
主
題
と
の
い
ず
れ
を
先
に
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
い
ず
れ
を
選
ん
で
研
究
す
れ
ば
、
或
る
ひ
と
り
の
者
が
逸
早
く
教
授
に
な
れ
る
か
、
ま
た
は
博
士
論
文
を
書

き
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
た
問
題
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
若
し
研
究
の
エ
フ
ィ
シ
ェ
ン
シ
ー
お
よ
び
エ
コ

ノ
ミ
ー
と
い
う
こ
と
を
そ
の
全
く
徹
底
し
た
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
普
遍
と
特
殊
と
の
問
題
は
全
く



二
八

異
な
っ
た
姿
を
と
っ
て
現
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
科
学
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
る
問
題
を

時
代
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
現
実
的
に
課
せ
ら
れ
る
。
こ
の
現
実
的
な
る

0

0

0

0

0

問
題
は
―
―
こ
の
現
実
性
こ
そ
真
の
エ
フ

ィ
シ
ェ
ン
シ
ー
お
よ
び
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。
―
―
時
代
の
特
殊
性
に
応
じ
て
、
こ
れ
を
純
粋
に

論
理
的
な
る
見
地
か
ら
見
る
と
き
に
は
、
或
い
は
一
層
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
或
い
は
一
層
特
殊

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
従
っ
て
特
殊
的
な
る
問
題
と
普
遍
的
な
る
問
題
と
の
い
ず
れ
を
選
ぶ
べ
き

で
あ
る
か
は
、
何
等
抽
象
的
に
決
定
さ
れ
得
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
問
題
が
問
題
性

0

0

0

―
―
こ
れ

が
問
題
の
現
実
性
で
あ
る
―
―
を
有
す
る
か
は
時
代
の
存
在
の
構
造
に
よ
っ
て
現
実
的
に
規
定
さ
れ
る
。
言
葉
に

表
現
さ
れ
て
は
同
一
の
問
題
で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
問
題
も
、
そ
れ
の
問
題
た
る
所
以
、
そ
の
問
題
性
が
何
処

に
横
た
わ
る
か
は
、
現
実
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
、
各
の
時
代
に
於
て
相
異
な
っ
て
い
る
。
田
中
博
士
の

専
攻
さ
れ
る
「
会
社
法
」
な
る
も
の
も
、
永
遠
の
昔
か
ら
存
在
し
て
い
た
問
題
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
資
本

主
義
社
会
が
そ
の
機
構
と
し
て
会
社
組
織
を
発
展
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
問
題
と
し
て
成
立
し
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
会
社
法
の
問
題
も
資
本
主
義
社
会
の
機
構
の
分
析
、
究
明
な
く
し
て
は
根
本
的
に
解
決
さ
れ
得
な

い
。
そ
し
て
恰
も
こ
の
こ
と
の
自
覚
こ
そ
会
社
法
の
理
論
研
究
に
於
け
る
方
法
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
自
覚
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
然
る
に
好
ん
で
方
法
論
を
問
題
に
さ
れ
る
田
中
博
士
の
著
書
に
こ
の
こ
と
の
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う



二
九

方
法
と
順
序

か
。更

に
進
ん
で
考
え
る
な
ら
ば
、
学
問
の
目
的
及
び
方
法
そ
の
も
の
と
雖
も
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
社
会
形
態
と
密
接
に
聯
関
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
マ
ル
ク

ス
主
義
者
の
み
の
主
張
す
る
こ
と
で
な
く
、
今
日
で
は
全
く
違
っ
た
思
想
傾
向
に
属
す
る
人
々
、
例
え
ば
マ
ッ
ク

ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
如
き
で
さ
え
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
従
っ
て
博
士
が
非
難
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
歴
史

法
学
（
引
用
四
）
派
の
如
き
も
、博
士
の
思
惟
さ
れ
る
よ
う
に
、単
に
特
殊
的
研
究
が
極
端
に
尊
重
さ
れ
た
た
め
に
、

そ
れ
が
「
近
視
眼
的
」
ま
た
は
「
顕
微
鏡
的
」
に
陥
っ
て
堕
落
し
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
か
く
の
如
き

特
殊
研
究

0

0

0

0

の
尊
重
そ
の
も
の
の
裏
に
は
実
に
普
遍
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

、
即
ち
一
定
の
史
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
隠
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
ま
た
歴
史
法
学
派
を
生
ん
だ
社
会
事
情
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。＊

そ
れ
故
に
ま
た
最
近
、「
特
殊
的
な
る
対
象
の
研
究
に
代
る
に
普
遍
的
な
る
者
に
着
眼
す
る
研
究
が

強
調
せ
ら
れ
始
め
た
」（
引
用
五
）
と
し
て
も
、
そ
れ
は
田
中
博
士
の
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
特
殊
研
究
の
極
端

化
と
い
う
「
好
ま
し
か
ら
ざ
る
傾
向
に
対
し
寧
ろ
反
動
的
」
に
起
っ
た
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
そ
こ
に
は

明
ら
か
に
社
会
的
根
拠
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
認
識
形
態
の
方
法
乃
至
目
的
の
規
定
性
が
社
会

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

形
態
の
規
定
性
に
相
応
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
す
る
な
ら
ば
、
一
定
の
社
会
が
そ
の
転
換
期
に
遭
遇
す
る
や
否
や
、
学
問
の
方
法



三
〇

及
び
目
的
そ
の
も
の
も
ま
た
必
然
的
に
転
換
す
る
に
到
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
従
っ
て
こ
の
時
機
に
於
て
は
勢
い
方

法
論
的
な
る
も
の
、
哲
学
的
な
る
も
の
、
田
中
博
士
の
い
わ
ゆ
る
普
遍
的
な
る
も
の
に
関
す
る
問
題
が
重
要
性
を

帯
び
る
こ
と
と
な
る
。
特
殊
科
学
の
そ
れ
ぞ
れ
専
門
的
な
研
究
は
、
こ
の
も
の
に
と
っ
て
そ
れ
の
方
向
乃
至
目
的

が
既
に
予
め
明
瞭
に
指
示
さ
れ
、
認
識
さ
れ
て
い
る
場
合
に
於
て
の
み
、
専
門
的
な
も
の
と
し
て
、
有
意
味
で
あ

る
こ
と
が
出
来
る
。
然
る
に
一
旦
こ
の
一
般
的
な
方
向
ま
た
は
目
的
が
失
わ
れ
る
や
否
や
、
特
殊
科
学
は
そ
の
研

究
が
益
々
専
門
的
に
な
り
、
従
っ
て
愈
々
詳
細
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
専
門
的
と
し
て
、
愈
々
空
虚
な
、
非
現
実

的
な
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
今
日
種
々
な
る
特
殊
科
学
、
例
え
ば
、
政
治
学
、
法
律
学
、
国
家
学
、
経
済

学
等
は
、
従
来
の
方
向
に
於
て
は
も
は
や
一
歩
も
前
進
す
る
こ
と
の
出
来
ぬ
状
態
に
お
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

学
問
が
こ
れ
ま
で
一
般
的
な
前
提
或
い
は
基
礎
乃
至
は
指
針
と
し
て
も
っ
て
い
た
も
の
が
も
は
や
役
立
た
な
く
な

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
そ
の
研
究
が
ど
れ
ほ
ど
専
門
的
に
な
る
に
せ
よ
、
ま
た
如
何
ほ
ど
実
証
的
に

な
る
に
せ
よ
、
こ
の
科
学
は
現
実
的
な
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
と
な
る
の
ほ
か
な
い
。
然
る
に
斯
く
の
如
く
諸
科
学

の
魂
で
あ
る
と
こ
ろ
の
一
般
的
な
も
の
こ
そ
哲
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
過
去
の
歴
史
の
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
於
て
哲

学
は
こ
の
よ
う
に
し
て
特
殊
科
学
に
と
っ
て
、
そ
の
一
般
的
方
向
ま
た
は
目
的
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
に

先
立
っ
て
そ
れ
を
指
導
す
る
役
割
を
演
じ
て
来
た
。
こ
の
事
情
は
最
も
経
験
的
な
、
最
も
実
際
的
な
科
学
と
見
做
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さ
れ
て
い
る
自
然
科
学
の
成
立
に
あ
た
っ
て
も
異
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

哲
学
的
な
る
も
の
が
問
題
に
な
る
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
上
に
述
べ
た
如
く

0

0

0

0

0

0

0

、
特
殊
科
学
が
そ
の
目
的
並
び
に
方
法
に
関
し
て
転

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

換
期
に
あ
る
か
ら
で
あ
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
現
実
的
に
は
ま
さ
に
社
会
そ
の
も
の
が
転
換
期
に
あ
る
と
い
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
表
現
す
る

0

0

0

0

0

0

0

。
今
日
、
専
門
的
研
究
で
な
く
寧
ろ
綜
合
的
研
究
が
、
特
殊
的
研
究
で
な
く
却
っ
て
普
遍
的
研

究
が
著
し
く
な
っ
て
来
て
い
る
の
は
、
恰
も
現
在
の
社
会
情
勢
に
相
応
す
る＊
＊。

然
る
に
田
中
博
士
は
斯
く
の
如
き

事
柄
に
関
し
て
は
何
等
理
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
て
博
士
が
今
や
特
殊
的
研
究
の
必
要
を
力

説
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
意
識
的
で
あ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
博
士
の
反
動
的

0

0

0

に
行
為
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。

＊　

こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
著
『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

一
層
詳
細
な
る
分
析
は
着
手
中
の
『
観
念
形
態
論
』〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
に
於
て
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三

尤も
っ
とも

こ
こ
に
私
が
「
哲
学
的
な
る
も
の
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
田
中
耕
太
郎
博
士
の
意
味
さ
れ
る
も
の

と
甚
し
く
相
違
す
る
。
博
士
は
こ
の
も
の
を
全
く
カ
ン
ト
的

0

0

0

0

若
く
は
新
カ
ン
ト
派
的

0

0

0

0

0

0

な
意
味
に
解
し
て
い
ら
れ
る
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よ
う
に
見
え
る
。
即
ち
博
士
に
よ
れ
ば
、
普
遍
的
な
る
、
哲
学
的
な
る
問
題
と
は
、「
可
能
」
の
問
題
、「
△
学
は

如
何
に
し
て
可
能
な
り
や
」
の
問
題
で
あ
る
（
引
用
五
）。
然
る
に
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
の
見
る
と
こ

ろ
で
は
、
斯
く
の
如
き
意
味
に
於
け
る
哲
学
的
な
る
問
題
は
、
現
在
わ
が
国
に
あ
っ
て
も
何
等
流
行
の
問
題
で
あ

る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
の
は
十
年
近
く
も
前
の
こ
と
で
あ
り
、
―
―
そ
れ
は
故
左
右
田
喜

一
郎
博
士
の
学
的
活
動
の
最
盛
時
で
あ
っ
た
、
―
―
少
な
く
と
も
こ
こ
二
三
年
の
こ
と
で
は
な
い
。
新
カ
ン
ト
派

は
わ
が
国
に
於
て
も
、
ま
た
ド
イ
ツ
本
国
に
於
て
も
今
は
流
行
哲
学
で
あ
る
と
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

田
中
博
士
に
於
け
る
事
実
の
誤
認

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
の
誤
認
は
、
哲
学
の
研
究
た
る
と
特
殊
科
学
の
研
究
た

る
と
を
問
わ
ず
、
つ
ね
に
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
に
於
て
は
、
博
士
の
口
吻
に
倣

う
な
ら
ば
、
む
し
ろ
カ
ン
ト
的
な
る
認
識
論
的
研
究
の
「
反
動
」
と
し
て
、
今
で
は
却
っ
て
形
而
上
学
的
な
る
傾

向
が
著
し
く
現
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
興
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
る
。＊

＊　

例
え
ば	 H

. Levy, D
ie H

egel-R
enaissance in der deutschen Philosophie.	

を
参
照
せ
ら
れ
よ
。

然
る
に
若
し
田
中
博
士
に
し
て
徹
底
的
に
カ
ン
ト
主
義
を
理
解
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
博
士
は
「
△
学
は
如
何

に
し
て
可
能
な
り
や
」
の
問
題
が
如
何
ほ
ど
論
ぜ
ら
れ
よ
う
と
も
、
法
律
学
者
と
し
て
博
士
は
安
ん
じ
て
自
己
の

専
門
の
研
究
に
没
頭
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
主
義
者
は
「
可
能
」
に
関
す
る
設
問
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を
も
っ
て
、
特
殊
科
学
的
な
る
問
題
と
は
全
く
異
な
る
と
こ
ろ
の
哲
学
に
固
有
な
る

0

0

0

0

0

0

0

問
題
の
提
出
の
仕
方
と
見

做
し
、
か
く
問
題
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
殊
科
学
に
対
し
て
何
等
干
渉
し
よ
う
と
欲
す
る
の
で
な
く
、
却

っ
て
正
反
対
に
、
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
特
殊
科
学
の
自
律
性
を
承
認
」
す
る
（
引
用
三
）。
そ
れ
故
に
そ

れ
は
決
し
て
「
哲
学
の
専
制
政
治
」（
引
用
五
）
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ひ
と
り
の
特
殊
科
学
者
が
、

可
能
の
問
題
を
提
出
す
る
と
す
れ
ば
、
彼
は
、
彼
が
自
覚
せ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、
既
に
哲
学
者
の
資
格
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

そ
れ
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
博
士
に
し
て
若
し
斯
く
の
如
き
設
問
が
哲
学
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

無
意
義
で
あ
る
と
さ
れ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
く
、
博
士
も
哲
学
を
主
と
し
て
認
識
論
に
局
限
す
る
カ
ン
ト
的
形

式
主
義
の
立
場
に
反
対
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
若
し
ま
た
そ
の
こ
と
が
特
殊
科
学
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

無
用

で
あ
る
と
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
博
士
が
む
し
ろ
哲
学
が
特
殊
科
学
か
ら
分
離
す
る
こ
と
―
―
な
ぜ
な
ら
カ
ン

ト
主
義
的
な
る
右
の
設
問
は
特
殊
科
学
そ
の
も
の
の
立
場
に
於
け
る
問
題
と
は
全
く
異
な
る
と
理
解
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
―
―
を
否
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
る
に
せ
よ
、
博
士
は
み

ず
か
ら
欲
せ
ら
れ
ざ
る
結
論
に
到
着
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
結
論
と
は
斯
う
で
あ
る
。
哲
学
は
形
式
的
認
識
で

は
な
く
し
て
内
容
的
な
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
哲
学
は
科
学
を
超
越
し
た
も
の
で
は
な
く
し
て
特
殊
科

学
に
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
哲
学
と
科
学
、
い
わ
ゆ
る
普
遍
的
な
も
の
と
特
殊



三
四

的
な
も
の
と
は
最
も
緊
密
な
る
、
最
も
内
的
な
る
関
係
に
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
こ
の
と
き
両
者
を
、

博
士
の
如
く
分
離
的
に
考
察
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
物
そ
の
も
の
の
有
す
る
論
理
の
破
壊
を
企
て
る
こ
と
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

な
お
注
意
す
べ
き
は
、
田
中
博
士
は
法
律
学
者
た
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
用
語
法
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
っ
て
、
た

め
に
問
題
を
混
乱
さ
せ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
引
用
五
に
は
斯
く
記
さ
れ
て
あ
る
。

―
―
「
か
く
の
如
き
好
ま
し
か
ら
ざ
る
傾
向
に
対
し
寧
ろ
反
動
的
に
特
殊
的
な
る
対
象
の
研
究
に
代
る
に
普
遍
的

な
る
者
に
着
眼
す
る
研
究
が
強
調
せ
ら
れ
始
め
た
。
こ
れ
は
断
片
的
研
究
を
も
っ
て
足
れ
り
と
せ
ず
し
て
特
殊
科

学
に
お
い
て
原
理
原
則
を
求
む
る
要
求
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
法
律
学
お
よ
び
経
済
学
の
範
囲
に
お
け
る
哲
学

お
よ
び
社
会
学
の
優
越
、
工
学
の
範
囲
に
お
け
る
物
理
学
お
よ
び
数
学
の
優
越
と
な
っ
て
現
れ
た
。
一
言
に
て
尽

せ
ば
是
れ
哲
学
の
特
殊
科
学
風
靡
の
傾
向
、
哲
学
の
専
制
政
治
で
あ
る
」。
仔
細
に
こ
の
文
章
を
読
ま
れ
た
る
読

者
は
唖
然
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
く
ら
新
聞
記
事
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
学

問
の
根
本
問
題
で
あ
り
、
相
手
は
主
と
し
て
大
学
生
で
あ
る
と
こ
ろ
の
帝
国
大
学
新
聞
紙
上
の
記
事
で
あ
る
。
い

ず
れ
か
「
原
理
原
則
を
求
め
る
」
こ
と
を
し
な
い
特
殊
科
学
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
「
哲
学

の
特
殊
科
学
風
靡
」
と
等
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
博
士
は
特
殊
科
学
の
例
と
し
て
工
学
を
挙
げ
ら
れ
る
、
そ
し
て



三
五

方
法
と
順
序

そ
の
と
き
物
理
学
や
数
学
は
博
士
に
よ
っ
て
哲
学
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
物
理
学
は
明
ら
か
に
特

殊
科
学
で
あ
る
。
工
学
は
数
学
物
理
学
に
比
し
て
確
か
に
応
用
的

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
し
あ
ら
ゆ
る
特
殊
科
学
が
応
用

科
学
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
も
今
日
工
学
は
物
理
学
や
数
学
の
助
け
を
借
ら
ず
し
て
応
用
科
学
た
る
の
実
を

発
揮
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
田
中
博
士
に
よ
っ
て
社
会
学
は
哲
学
と
同
位
置
に
お
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
現

在
の
社
会
学
者
に
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
者
は
極
め
て
稀
で
あ
ろ
う
。
法
律
学
者
た
る
博
士
は
例

え
ば
ケ
ル
ゼ
ン
の
『
法
律
学
的
方
法
と
社
会
学
的
方
法
と
の
間
の
諸
限
界
』
を
読
ま
れ
た
筈
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
特
殊
科
学
の
現
在
の
状
態
を
全
く
無
視
し
て
方
法
論
を
説
か
れ
る
博
士
は
自
己
の
主
張
に
み
ず
か
ら
矛
盾
さ

れ
る
者
で
あ
る
。
こ
こ
に
博
士
は
博
士
の
哲
学
論
、
方
法
論
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
み
ず
か
ら
期
せ
ず
し

て
暴
露
さ
れ
る
。
高
等
文
官
試
験
に
哲
学
概
論
の
科
目
が
入
れ
ら
れ
た
の
を
も
っ
て
哲
学
の
専
制
政
治
を
叫
ば
れ

る
の
は
あ
ま
り
に
他
愛
も
な
い
こ
と
で
な
か
ろ
う
か
（
引
用
五
）。
文
部
省
の
思
想
善
導
案
は
更
に
多
く
の
学
問

の
専
制
政
治
を
実
現
し
て
小
心
な
博
士
を
さ
ぞ
驚
か
す
こ
と
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

田
中
博
士
が
み
ず
か
ら
期
せ
ず
し
て
問
題
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
種
々
な
る
特
殊
科
学
、
例
え
ば
数
学
、
物
理
学
、

法
律
学
、
経
済
学
、
社
会
学
等
の
間
の
方
法
論
的
聯
関
の
問
題
、
―
―
そ
れ
は
嘗
て
主
と
し
て
実
証
主
義
の
哲
学

者
た
ち
、
ミ
ル
、
ス
ペ
ン
サ
ー
、
コ
ン
ト
な
ど
が
論
究
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
日
の
認
識
論
で
は
忘
れ
ら
れ
た

0

0

0

0

0



三
六

る0

問
題
に
属
す
る
に
拘
ら
ず
、
私
は
そ
れ
を
も
っ
て
極
め
て
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ

れ
は
今
日
マ
ル
ク
ス
主
義
が
か
の
「
学
問
論
」
を
「
観
念
形
態
論
」
と
い
う
包
括
的

0

0

0

な
問
題
提
出
に
転
換
す
る
こ

と
を
可
能
に
し
た
後
に
は
、
そ
の
重
要
性
を
更
に
増
大
し
た
も
の
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
し
か
し
こ
れ
に
つ
い

て
の
私
の
研
究
は
後
の
機
会
に
纏
め
て
発
表
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四

私
は
既
に
哲
学
的
な
る
も
の
、
方
法
論
的
な
る
も
の
に
対
す
る
関
心
が
現
在
の
客
観
的
な
る
社
会
情
勢
の
特
殊

性
の
故
に
特
殊
科
学
の
範
囲
内
で
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
れ
は
田
中
博
士
の
想
像
さ
れ
る
よ
う
に

学
徒
の
主
観
的
な
気
持
に
の
み
関
係
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
こ
こ
に
哲
学
的
な
る
も
の
、
方
法
論
的
な
る
も
の
と

謂
う
の
は
実
に
特
殊
科
学
そ
の
も
の
の
う
ち
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る
。
我
々
は
か
の
「
可
能
」

を
哲
学
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
既
に
哲
学
的
な
る
も
の
が
特
殊
科
学
に
内
在

す
る
と
信
ず
る
が
故
に
、
我
々
は
特
殊
科
学
に
つ
い
て
の
熟
知
を
つ
ね
に
要
求
す
る
。
そ
し
て
私
も
ま
た
田
中
博

士
と
共
に
、
今
日
哲
学
の
学
徒
に
特
殊
科
学
の
知
識
の
欠
乏
し
て
い
る
こ
と
を
最
も
遺
憾
に
感
じ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
方
法
的
な
る
も
の
の
特
殊
科
学
に
於
け
る
内
在
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
方
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方
法
と
順
序

法
が
内
容
の
魂
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
方
法
に
し
て
内
在
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は

田
中
博
士
の
如
く
、「
論
理
的
に
は
方
法
先
ず
存
す
る
」（
引
用
六
）
と
単
純
に
は
云
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
博
士

の
言
葉
は
全
く
カ
ン
ト
学
派
的
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
基
礎
付
け
は
、
私
の
知
る
限
り
、
博
士

に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
方
法
に
し
て
内
容
の
う
ち
に
内
在
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
内
容
の
研
究

と
方
法
の
反
省
と
は
分
た
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
却
っ
て
両
者
は
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
容
の
魂
と
し
て
の
方
法
に
つ
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。「
方
法
は
制
限
な
く
一
般
的
な
る
、

内
的
に
し
て
外
的
な
る
仕
方
と
し
て
、
絶
対
的
に
無
限
な
る
力
と
し
て
承
認
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
こ
の
力
に
対
し

て
は
如
何
な
る
対
象
も
、
そ
れ
が
外
的
な
る
、
理
性
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
、
理
性
か
ら
独
立
な
る
も
の
と
し
て
出
現

す
る
限
り
、
抵
抗
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
特
殊
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
得
ず
、
そ
れ
に
よ
っ
て
貫

徹
さ
れ
得
な
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
方
法
は
従
っ
て
魂0

で
あ
り
、
実
体
0

0

で
あ
り
、
そ
し
て
何
等
か
の
も
の
は
、

そ
れ
が
方
法
に
完
全
に
従
え
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
き
に
の
み
、
把
握
さ
れ
、
そ
の
真
理
性
に
於
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
」＊

。

そ
れ
故
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
例
え
ば
そ
の
法
律
哲
学
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
於
て
も
、
彼
の
方
法
論
た
る
論
理
学
を
理
解
す
る
こ
と
を
つ
ね
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
最
近
の
ヘ

ー
ゲ
ル
研
究
に
あ
っ
て
は
殆
ど
共
通
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、
ハ
ル
ト
マ
ン
、
ク
ロ
ー
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八

ナ
ー
な
ど
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
叙
述
に
於
て
も
こ
の
思
想
が
い
つ
も
先
立
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
そ
の

方
法
た
る
弁
証
法
を
学
び
入
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
諸
理
論
の
把
握
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義

者
が
方
法
論
に
つ
い
て
の
研
究
を
重
要
視
す
る
の
は
、
田
中
博
士
の
云
わ
れ
る
如
く
、
自
己
の
科
学
に
対
し
て
懐

く
熱
情
の
稀
薄
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
逆
で
あ
り
、
彼
等
は
ま
さ
に
「
何
等
か
の
も
の
は
、
そ
れ

が
方
法
に
完
全
に
従
え
ら
れ
る
と
き
に
の
み
、
把
握
さ
れ
、
そ
の
真
理
性
に
於
て
知
ら
れ
る
」
こ
と
を
理
解
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
そ
の
方
法
の
自
覚
の
故
に
学
問
上
に
於
て
も
大
い
な
る
業
績
を
挙
げ
つ
つ

あ
る
。
か
く
て
弁
証
法
の
理
論
の
上
に
立
つ
な
ら
ば
、
博
士
の
次
の
語
が
如
何
に
非
論
理
的
な
も
の
で
あ
る
か
を

我
々
は
容
易
に
看
取
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
「
然
し
な
が
ら
も
し
学
徒
に
し
て
普
遍
的
研
究
の
前
に
特
殊
的
研

究
を
無
視
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
普
遍
的
の
も
の
を
先
に
し
特
殊
的
な
る
も
の
を
後
に
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
誤
れ
る
態
度
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（
引
用
六
）
こ
れ
は
誰
で
も
云
い
そ
う
な
常
識
論
で
あ
る
。
弁

証
法
は
普
遍
に
執
し
て
特
殊
を
顧
み
な
い
の
で
も
な
く
、
ま
た
普
遍
を
先
に
し
て
特
殊
を
後
に
す
る
も
の
で
も
な

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
田
中
博
士
の
反
省
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
「
ま
ず
普
遍
的
な
る
主
題
を

選
ぶ
べ
き
か
、
将
た
特
殊
的
な
る
主
題
よ
り
着
手
す
べ
き
か
」
と
い
う
設
問
と
共
に
、
普
遍
と
特
殊
と
を
全
く
分

離
的
に
見
る
抽
象
的
論
理
で
あ
る
。
普
遍
と
特
殊
と
の
弁
証
法
的
な
る
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
も



三
九

方
法
と
順
序

詳
細
に
究
明
し
て
い
る
。
し
か
し
私
は
こ
こ
に
こ
れ
以
上
立
入
っ
て
弁
証
法
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
思
わ
な
い
。

＊　

H
egel, W

issenschaft der Logik. H
rsg. v. Lasson, Zw

eiter Teil, S. 486.

苟
も
方
法
論
を
問
題
に
さ
れ
な
が
ら
、
田
中
耕
太
郎
博
士
が
如
何
に
常
識
論
者
で
あ
る
か
を
明
瞭
に
す
る
た
め

に
他
の
例
を
と
ろ
う
。
博
士
に
よ
れ
ば
、「
研
究
の
順
序
」
と
し
て
は
、
特
殊
的
な
も
の
を
先
に
し
て
普
遍
的
な

る
も
の
を
後
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
常
識
に
と
っ
て
は
ま
こ
と
に
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
学
問
的
に

は
そ
れ
は
何
等
自
明
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
何
故
に
特
殊
か
ら
始
む
べ

き
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
。
そ
れ
が
我
々
の
手
近
か
に
あ
る
も
の
、
我
々
に
一
層
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
（bekannt

）

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―bekannt	
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
云
っ
た
如
く	 erkannt	

と
同
一
で
は
な
い
。
―
―
偉
大
な

る
方
法
論
者
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
ま
た
「
我
々
に
と
っ
て
」
一
層
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
か
ら
学
問
の
研
究
は
出
立

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
語
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
に
と
っ
て
一
層
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
は
果
た
し
て
特
殊
な
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
反
対
に
そ
れ
を
「
普
遍
」（to; kaqovlou

）
と
し
て
規
定
し
て
い
る
。
そ

し
て
彼
は
研
究
は
「
普
遍
か
ら
特
殊
に
向
っ
て
前
進
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
云
っ
て
い
る
。
普
遍
は
更
に
彼
に
よ
っ

て
「
或
る
全
体
」（o{lon ti

）
で
あ
る
と
さ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
「
混
乱
し
た
も
の
」（	 ta; sugkecumevna

）
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
我
々
の
研
究
の
出
発
点
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
混
乱
し
た
全
体
0

0

と
い



四
〇

う
意
味
で
普
遍
で
あ
り
、
従
っ
て
研
究
は
分
析
0

0

の
方
法
に
従
っ
て
普
遍
か
ら
特
殊
に
向
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
が
ま
さ
に
研
究
の
順
序
で
あ
る
。＊

然
る
に
我
々
は
、
ひ
と
の
知
る
如
く
、
全
く
同
様
の
思
想
を
マ
ル
ク
ス
に

於
て
見
出
す
。
そ
の
『
経
済
学
批
判
』
の
序
説
に
於
け
る
方
法
を
論
じ
た
節
で
、
マ
ル
ク
ス
は
研
究
の
「
現
実
的

な
る
出
発
点
」
が
「
全
体
の
渾
沌
た
る
表
象
」
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
こ
の
も
の
、
即
ち
「
表
象
さ
れ
た
具
体
物
」

か
ら
「
分
析
的
に
」
最
も
単
純
な
る
規
定
に
向
っ
て
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
記
し
て
い
る
。
か
く
し
て
研
究
の
順
序

に
於
て
初
め
に
あ
る
も
の
は
単
な
る
特
殊
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

＊　

A
ristoteles, Physica, 184 a.

私
は
田
中
博
士
の
所
説
の
検
討
を
こ
こ
で
結
ぼ
う
。
マ
ル
ク
ス
が
そ
の
方
法
論
に
於
て
区
別
し
た
「
叙
述
の
仕

方
」
と
「
研
究
の
仕
方
」
と
の
関
係
の
問
題
は
、
田
中
博
士
の
理
論
的
問
題
と
実
際
的
問
題
、
換
言
す
れ
ば
、「
方

法
の
先
行
」
と
「
研
究
の
順
序
」
の
問
題
と
一
見
似
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
全
く
そ
の
内
容
を
異
に
す
る
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
触
れ
な
い
で
、
他
日
詳
細
に
論
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



四
一

現
象
学
叙
説

現
象
学
叙
説

―
―
山
内
氏
の
著
作
の
読
後
に
―
―	

【1929.9

】

一

山
内
得
立
氏
の
『
現
象
学
叙
説
』
を
通
読
し
て
、
私
は
、
嘗
て
氏
の
論
文
「
現
象
学
的
領
域
」（『
思
想
』
昭
和

二
年
一
月
号
）
を
見
た
と
き
と
ほ
ぼ
同
一
の
印
象
を
受
け
た
。
こ
の
書
に
於
け
る
か
の
論
文
に
相
応
す
る
部
分
、

即
ち
第
七
章
中
の
「
現
象
学
的
存
在
」
の
節
は
も
と
よ
り
、
他
の
部
分
に
あ
っ
て
も
、
氏
の
叙
説
は
、
著
し
く
対

象
論
理
的
も
し
く
は
対
象
論
的
な
色
彩
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
今
度

の
書
物
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
の
忠
実
な
再
現
を
一
層
多
く
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
色
彩
が
薄
め
ら
れ

て
は
い
る
が
、
し
か
し
現
象
学
に
つ
い
て
の
氏
自
身
の
解
釈
が
始
ま
り
、
そ
し
て
氏
が
自
由
な
言
葉
で
語
り
始
め

ら
れ
る
や
否
や
、
氏
は
知
ら
ず
識
ら
ず
対
象
論
的
乃
至
対
象
論
理
的
な
方
向
へ
進
ん
で
い
ら
れ
る
も
の
の
如
く
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
氏
が
そ
の
歴
史
的
発
展
に
於
て
最
初
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
な
ど
の
対
象
論
理
学
、
マ
イ
ノ
ン
グ
の

対
象
論
の
研
究
か
ら
現
象
学
の
方
へ
来
ら
れ
た
と
い
う
事
情
に
も
由
る
の
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
事
情
は
異
な
る
。
彼
は
か
の
劃
期
的
な
著
作
『
論
理
学
研
究
』
を
世
に
送
り
出
す
に



四
二

際
し
て
―
―
そ
れ
は
世
紀
を
句
切
る
千
九
百
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
―
―
彼
の
仕
事
の
目
論
見
を
述
べ
、
就
中
二
つ

の
事
柄
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
先
ず
彼
は
、
こ
の
書
が
純
粋
数
学
の
哲
学
的
解
明
の
た
め
の
彼
の
多
年
の
努
力

の
継
続
を
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
妨
げ
、
そ
し
て
遂
に
は
そ
の
中
断
を
余
儀
な
く
す
る
に
到
っ
た
と
こ
ろ
の
、
打
ち

退
け
難
き
諸
問
題
の
研
究
の
中
か
ら
生
長
し
た
こ
と
を
云
う
。
研
究
は
数
学
的
な
も
の
若
く
は「
形
式
的
な
も
の
」

の
本
質
、
か
く
て
一
般
に
形
式
的
演
繹
的
諸
科
学

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
論
理
学
の
問
題
か
ら
出
発
し
た
。
次
に
彼
は
、
こ
の
研
究
に

当
っ
て
、
初
め
、『
算
術
の
哲
学
』（
千
八
百
九
十
一
年
）
に
於
て
の
よ
う
に
、
演
繹
的
諸
科
学
の
論
理
学
は
、
論

理
学
一
般
と
同
じ
く
、
ま
さ
に
心
理
学

0

0

0

か
ら
し
て
そ
の
哲
学
的
闡
明
を
期
待
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
、
そ
の
当
時

広
く
支
配
し
て
い
た
確
信
を
も
っ
て
彼
が
出
立
し
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
彼
の
哲
学
的
研
究
の
出
発
点
を
な

し
た
右
の
二
つ
の
事
情
は
、
そ
の
後
そ
れ
が
如
何
に
根
本
的
に
変
容
さ
れ
、
変
質
さ
れ
た
に
せ
よ
、
私
の
見
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
特
殊
性
を
認
識
し
、
並
び
に
そ
の
限
界
を
も
把
握
す
る
た
め
に
、
忘

れ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
重
要
性
を
有
す
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
フ
ッ
サ
ー
ル
は
論
理
学
を
心
理
学
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
思
想
の
維
持
し
難
き
こ

と
を
知
っ
た
。
か
く
し
て
彼
は
『
論
理
学
研
究
』
の
第
一
巻
に
於
て
い
わ
ゆ
る
心
理
主
義
を
隈
な
く
批
判
し
尽
し
、

そ
れ
に
対
し
て
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
論
理
学
の
立
場
を
擁
護
す
る
。
し
か
し
も
と
も
と
心
理
学
か
ら
出
立
し
た
彼
は
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現
象
学
叙
説

対
象
論
理
学
の
純
粋
に
論
理
的
な
立
場
に
と
ど
ま
ろ
う
と
は
し
な
い
。
彼
は
「
意
識
の
自
然
化
」
を
な
す
心
理
学

を
棄
て
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
に
移
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
の
純
粋
論
理
の
世
界
を

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
心
理
学
に
於
て
考
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
論
理
学
研
究
』
の
第
二
巻
に
於
て
は
、
現
象

学
の
課
題
は
、「
純
粋
論
理
学

0

0

0

0

0

の
諸
根
本
概
念
及
び
諸
理
念
的
法
則
が
そ
こ
か
ら
『
発
す
る
』（entspringen

）
と

こ
ろ
の
『
源
泉
』（Q

uellen
）
を
開
示
す
る
こ
と
」（Log. U

nters. II, I, S. 3.

）
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
純

粋
論
理
学
に
於
て
打
ち
建
て
ら
れ
た
る
、
概
念
、
判
断
、
真
理
、
等
々
、
に
関
す
る
諸
法
則
の
意
味
を
論
理
的
に

理
解
す
る
こ
と
を
も
っ
て
満
足
す
べ
き
で
な
い
。「
我
々
は
『
物
そ
の
も
の
』
へ
還
り
ゆ
く
こ
と
を
欲
す
る
」（W

ir	
w

ollen auf die „Sachen selbst“ zurückgehen. Ebd. S. 6.

）。
換
言
す
れ
ば
、
純
粋
論
理
学
の
諸
公
理
並
び
に
諸

原
理
を
ば
、
純
粋
意
識

0

0

0

0

に
於
け
る
「
そ
れ
の
自
己
所
与
性
に
於
て
明
ら
か
に
見
ゆ
る
も
の
と
す
る
」（an ihren 

eigenen G
egebenheiten einsichtig m

achen. Ideen, S. 113.

）
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
『
論
理
学
研
究
』

に
於
け
る
劃
期
的
な
企
て
は
、
従
来
、
形
式
的
な
も
の
ま
た
は
抽
象
的
な
も
の
と
し
て
そ
の
地
盤
か
ら
游
離
さ
れ

て
、
抽
象
的
或
い
は
形
式
的
に
取
扱
わ
れ
て
来
た
論
理
的
な
る
も
の
を
、
そ
の
地
盤
た
る
物
そ
の
も
の
、
フ
ッ
サ

ー
ル
に
従
え
ば
純
粋
意
識
に
於
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
彼
の
積
極
的

な
研
究
に
這
入
る
や
否
や
つ
と
め
て
対
象
論
理
的
な
若
く
は
対
象
論
的
な
言
葉
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
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見
え
る
。
し
か
る
に
山
内
氏
に
あ
っ
て
は
あ
ま
り
に
無
造
作
に
か
く
の
如
き
言
葉
が
混
入
さ
れ
、
そ
し
て
あ
ま
り

に
屡
々
対
象
論
理
的
乃
至
対
象
論
的
な
見
方
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
、
マ
イ
ノ
ン
グ
、
マ
ル
テ
ィ
な
ど
の
分
析
、
行
論

が
そ
の
現
象
学
叙
説
を
中
断
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
も
の
を
補
足
し

0

0

0

、
解
説
し

0

0

0

ま
た
は
基
礎
付

0

0

0

け
る
0

0

も
の
と
し
て
入
り
込
ん
で
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

純
粋
意
識
の
本
質
学
と
し
て
の
現
象
学
は
『
イ
デ
エ
ン
』（
千
九
百
十
三
年
）【“Ideen”,	

池
上
鎌
三
訳
『
純
粋
現
象

学
及
現
象
学
的
哲
学
考
案
』】
に
至
っ
て
方
法
論
的
に
は
一
層
純
化
さ
れ
た
。
そ
こ
に
於
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
本
質
学
的

還
元
か
ら
進
ん
で
先
験
的
ま
た
は
現
象
学
的
還
元
を
説
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
単
に
超
越
的
事
実
の
み
な
ら
ず
、

ま
た
超
越
的
本
質
ま
で
も
が
排
去
さ
れ
る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
云
う
、「
形
式
的
論
理
学
及
び
全
マ
テ
シ
ス

一
般
を
そ
れ
故
に
我
々
は
明
ら
さ
ま
に
排
去
す
る	 e[pochv	

の
う
ち
へ
か
か
わ
り
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
」。
純
粋

論
理
学
と
雖
も
括
弧
に
入
れ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
我
々
が
現
象
学
者
と
し
て
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
規
範
0

0

は
、

「
我
々
が
意
識
そ
の
も
の
に
於
て
、
純
粋
な
る
内
在
に
於
て
我
々
に
と
っ
て
合
本
質
的
に
明
ら
か
に
見
ゆ
る
も
の

と
な
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
以
外
の
何
も
の
を
も
認
め
な
い
」（Ideen,	 S. 113.

）
と
い
う
に
あ
る
。
か
く
て
の

み
現
象
学
は
実
際
に
純
粋
に
記
述
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
山
内
氏
は
こ
の
規
範
を
つ
ね
に
忠
実
に

は
守
っ
て
い
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
氏
は	 rein deskriptiv	
で
あ
る
代
り
に
、
屡
々
氏
の
最
も
得
意
と
さ
れ
る	
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現
象
学
叙
説

raisonnem
ent	

に
赴
か
れ
る
の
で
あ
る
。

二

尤
も
か
く
の
如
き
は
そ
の
責
め
を
ひ
と
り
氏
に
の
み
帰
す
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
一

部
分
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
の
現
れ
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
山
内
氏
を
初
め
、
凡

て
の
現
象
学
者
た
ち
は
、「
一
般
に
現
象
学
は
そ
の
最
初
に
於
て
種
々
な
る
特
殊
の
立
場
の
排
除
を
要
求
す
る
」

と
云
う
（
山
内
氏
の
著
書
第
一
章
の
一
「
現
象
学
的
態
度
」
参
照
）。
け
れ
ど
も
私
は
そ
う
は
考
え
る
こ
と
が
出

来
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
立
場
を
排
去
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
現
象
学
は
た
か
だ
か
一
の
準
備
学
で
し
か
あ
り
得
な
い
。

ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
あ
っ
て
は
実
際
現
象
学
は
か
か
る
も
の
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
於

て
も
そ
の
『
論
理
学
研
究
』
に
あ
っ
て
は
現
象
学
は
論
理
学
に
と
っ
て
準
備
学
的
（propädeutisch

）
な
意
味
を

も
っ
て
い
た
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
次
第
に
哲
学
そ
の
も
の
の
中
心
へ
推
し
出
さ
れ
、『
厳
密
学

と
し
て
の
哲
学
』（
千
九
百
十
年
）
以
来
、
現
象
学
は
「
哲
学
の
基
礎
学
」
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
純

粋
意
識
の
領
域
は
方
法
的

0

0

0

に
開
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
象
学
に
し
て
苟
も
方
法
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る

限
り
、
新
カ
ン
ト
学
派
に
於
け
る
如
く
方
法
に
構
成
的
若
く
は
生
産
的
性
質
を
賦
与
せ
ず
と
も
、mevqodoV	

の
語
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源
的
な
、
し
か
も
最
も
根
本
的
な
意
味
に
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
必
ず
出
発
点
、
従
っ
て
ま
た
帰
着
点
が
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
も
の
こ
そ
最
も
根
源
的
な
意
味
に
於
け
る	 ajrchv	

で
あ
り
（V

gl. A
ristoteles, M

etaphysica	
Δ.　

1.
）、
立
場
で
あ
る
。
即
ち
純
粋
意
識
と
雖
も
前
提
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
絶
対
的
に
見
出
さ
れ
る
の
で
な
く
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
批
評
し
て
い
る
よ
う
に
、「
認
識
さ
れ
た
認
識
に
対
す
る
関
心
」（die Sorge um

 die erkannte	
Erkenntnis

）、
デ
カ
ル
ト
的
な	 certum

	

へ
の
関
心
が
初
め
て
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
的
な	 dubito	

若
く
は
フ
ッ
サ

ー
ル
の
還
元
の
方
法
に
由
っ
て
、
純
粋
意
識
或
い
は
デ
カ
ル
ト
の	 cogito	

の
領
域
を
開
示
す
る
に
到
る
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
認
識
さ
れ
た
認
識
と
い
う
の
は
明
観
的
（einsichtig

）
な
認
識
の
こ
と
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

か
く
の
如
き
認
識
の	 “der exem

plarische Index”	

と
し
て
形
式
的
論
理
学
を
挙
げ
て
い
る
（Logos, I.	 B

d,. S. 

295.

）。
こ
の
よ
う
に
し
て
純
粋
意
識
と
純
粋
論
理
学
と
は
本
質
的
に
つ
な
が
り
合
う
。
純
粋
意
識
が
絶
対
的
に

あ
っ
て
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
認
識
と
同
じ
く
純
粋
論
理
学
に
も
0

0

基
礎
を
与
え
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
純
粋
論
理
学
、

一
般
に
形
式
的
演
繹
的
諸
科
学
の
妥
当
性
に
対
す
る
関
心
が
初
め
て

0

0

0

純
粋
意
識
を
ば
絶
対
的
な
る
原
領
域
と
し
て

開
示
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
、
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
な
お
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
現
象
学
は
超
越
的
本
質
の
本
質
学
か
ら
区
別
さ
れ
、
か
か
る
立
場
を

も
排
去
す
る
も
の
と
し
て
純
粋
内
在
の
見
地
に
と
ど
ま
る
と
主
張
さ
れ
る
。
然
し
な
が
ら
本
質
学
、
と
り
わ
け
形
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現
象
学
叙
説

式
論
理
学
、
形
式
的
数
学
等
の
い
わ
ゆ
る
形
式
的
本
質
学
か
ら
絶
縁
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
現
象
学
は
純
粋
意

識
の
具
体
的
な
研
究
に
進
む
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
本
質
学
の
領
域
が
現

象
学
的
研
究
に
と
っ
て
手
引
（Leitfaden

）
と
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
（Ideen, S. 309.

）。
本
質
学
は
単
に
手

懸
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
現
象
学
的
研
究
を
絶
え
ず
指
導
し
、
こ
の
も
の
を
初
め
て
可
能
に
し

て
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。
現
象
学
は
本
質
学
に
由
る
こ
と
な
く
し
て
は
そ
の
研
究
対
象
に
接
近
す
べ
き
通
路

を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
本
質
学
的
傾
向
が
そ
の
研
究
の
一
層
具
体
的
で
あ
り
、
分
析
的
で

あ
り
、
記
述
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
論
理
学
研
究
』
に
於
て
特
に
著
し
い
と
い
う
こ
と
は
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
て
『
イ
デ
エ
ン
』
に
あ
っ
て
は
純
粋
内
在
の
見
地
を
貫
徹
し
、
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
の

双
関
を
固
く
守
ろ
う
と
す
る
要
求
が
一
層
鮮
か
に
現
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
そ
こ
で
は
一
層
構
成
的
で

あ
り
、
従
っ
て
ま
た
或
る
意
味
で
は
抽
象
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
『
イ
デ
エ
ン
』
が
ま
た
本
来
の
現
象

学
か
ら
区
別
さ
る
べ
き
か
の
先
験
的
心
理
学

0

0

0

0

0

0

に
一
層
近
づ
い
て
い
る
こ
と
も
争
わ
れ
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。

い
ま
山
内
氏
の
著
書
を
見
る
に
、
そ
の
叙
説
は
屡
々
先
験
的
心
理
学
的
見
地
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
氏

が
甚
だ
多
く
の
場
合
カ
ン
ト
と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
を
関
係
さ
せ
よ
う
と
努
力
さ
れ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー

ル
に
於
て
よ
り
も
一
層
率
直
に
現
れ
て
い
る
傾
向
で
あ
る
。
も
と
よ
り
氏
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
カ
ン
ト
、
さ
て
は
リ
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ッ
カ
ー
ト
な
ど
と
屡
々
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
物
は
そ
の
対
立
者
に
於
て
顕
に
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
や
リ
ッ
カ
ー
ト

に
対
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
彼
等
の
哲
学
に
対
す
る
側
面
か
ら
顕
に
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
延
い
て
は
或
る
歪
み
、
或
る	 U
m

deutung	

を
受
け
る
こ
と
に
な
り
易
い
の
も
注
意

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
に
山
内
氏
の
書
物
で
は
対
象
論
理
的
、対
象
論
的
、先
験
心
理
学
的
、現
象
学
的
の
種
々

な
る
見
方
が
時
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
混
淆
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
か
く
の
如
き
混
淆
は
一

部
分
フ
ッ
サ
ー
ル
に
由
来
す
る
と
も
云
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
山
内
氏
の
場
合
で
は
氏
の
書
物
を
し
て
分
り
易
き

解
説
書
た
ら
し
め
る
た
め
に
役
立
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
必
要
で
あ
っ
た
と
さ
え
云
わ
れ
得
る
。
そ
れ
が
こ
の
書
の

解
説
0

0

と
し
て
の
成
功
を
齎
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
種
々

な
る
見
方
は
出
来
る
だ
け
厳
密
に
区
別
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
現
象
学
に
あ
っ
て
は
こ
の
学
問
の
性
質
上

そ
れ
に
つ
い
て
の
解
説
な
ど
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
か
ら
山
内
氏
が
、「
フ
ッ

サ
ー
ル
の
現
象
学
を
知
ろ
う
と
す
る
人
は
多
く
、
現
象
学
と
は
何
で
あ
る
か
、
現
象
学
と
は
如
何
な
る
学
問
で
あ

る
か
と
い
う
問
い
を
以
て
始
め
よ
う
と
す
る
。
が
、
し
か
し
此
の
問
い
は
現
象
学
に
対
す
る
最
初
の
問
い
と
し
て

既
に
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
い
う
文
章
を
も
っ
て
そ
の
書
物
を
書
き
出
さ
れ
た
の
は
正
当
で
あ
る
。
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
、
我
々
が
氏
の
こ
の
書
物
を
読
み
終
っ
て
学
び
得
た
と
信
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
依
然
と
し
て
「
現
象
学



四
九

現
象
学
叙
説

と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
こ
と
が
主
な
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
現
象
学
に
つ
い
て
の
「
解
説
」

で
は
な
く
、
そ
れ
み
ず
か
ら
現
象
学
的
な

0

0

0

0

0

「
研
究
」
の
み
が
現
象
学
に
属
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
ひ
と
を
現

象
学
に
習
熟
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
尤
も
現
象
学
に
関
す
る
解
説
と
て
も
そ
れ
自
身
と
し
て
無
意
味
で
あ
る

の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
そ
の
う
ち
に
批
判
の
契
機

0

0

0

0

0

を
含
ん
で
い
な

く
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
山
内
氏
の
著
書
に
は
ま
さ
に
こ
の
も
の
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
も
の
の
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
氏
み
ず
か
ら
が
そ
の
序
の
中
で
「
私
自
身
に
つ
い
て
は
今
は
よ
り
0

0

多
く
の
関

心
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
つ
な
い
で
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
と
関
係
し
て
も
、
一
層
物
足
り
な
く
感
ぜ
さ
せ

ら
れ
る
次
第
で
あ
る
。
否
、
氏
の
叙
説
は
む
し
ろ
批
判
の
契
機
を
蔽
い
隠
す
た
め
に
多
く
の
努
力
を
尽
し
て
い
る

よ
う
に
さ
え
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
そ
こ
に
は
現
象
学
と
類
似
し
た
対
象
論
、
先
験
心
理
学
、
等
々
、
の

見
方
が
便
宜
に
従
っ
て
引
き
入
れ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
は
凡
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
尤
も
ら
し
き
も
の
に
す
る

こ
と
に
役
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
現
象
学
を
そ
れ
ら
種
々
な
る
立

場
か
ら
純
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
絶
え
ず
企
て
ら
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
、
現
象
学
が
そ
れ
ら
の
も
の
の
う

ち
の
或
る
ひ
と
つ
に
接
近
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
い
ず
れ
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
上
に
述
べ
た
如
く
、
彼

の
思
想
の
発
展
の
時
期
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
と
の
接
近
乃
至
混
合
は
単
に
交



五
〇

錯
し
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
的
に
層
を
な
し
て
い
る
。
我
々
は
歴
史
家

0

0

0

と
し
て
こ
の
層
を
定
め
ね
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
る
に
わ
が
国
に
於
て
は
ひ
と
つ
の
重
大
な
誤
解
が
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
現
代
の
哲
学
を
論
ず
る
者

は
そ
の
理
由
で
単
純
に
体
系
家
と
見
做
さ
れ
、
そ
し
て
過
去
の
哲
学
を
研
究
す
る
者
は
そ
の
理
由
で
単
純
に
歴
史

家
の
部
類
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
過
去
の
哲
学
も
体
系
的
に
研
究
さ
れ
る
こ
と
が
可

能
で
あ
り
、
そ
し
て
現
代
の
哲
学
と
雖
も
ま
た
歴
史
的
に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
。
体
系
家
と
歴
史

家
と
を
分
つ
も
の
は
、
彼
の
研
究
の
対
象
た
る
哲
学
が
現
代
の
も
の
で
あ
る
か
、
過
去
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
忠
実
な
る
解
説
を
試
み
ら
れ
よ
う
と
す
る
山
内
氏
に
対
し
て
我
々
は

い
ま
少
し
多
く
の
歴
史
的
意
識
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的
と
い
う
の
が
単
な
る
模
写
ま
た

は
再
現
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
歴
史
的
こ
そ
批
判
的
で
あ
る
。
も
と
よ
り
体
系
的
は
折
衷
的
乃
至
混
合
的

と
は
似
も
つ
か
ぬ
も
の
で
あ
る
。
山
内
氏
の
叙
説
の
構
成
を
見
よ
う
。
例
え
ば
第
四
章
に
は
対
象
の
構
造
と
あ
り
、

第
八
草
に
は
現
象
学
的
認
識
論
と
あ
る
。
前
者
が
対
象
論
的
内
容
を
も
つ
こ
と
は
想
像
し
難
く
な
く
、
ま
た
後
者

が
む
し
ろ
先
験
心
理
学
的
な
命
名
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
認
識
論
は
現
象
学
の
一
部
分
で
で
も
あ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
尤
も
種
々
な
る
見
方
を
引
き
入
れ
る
こ
と
が
そ
れ
自
身
と
し
て
決
し
て
無
意
味
な
こ
と
で
あ
る
の

で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
を
貫
く
体
系
的
な
見
地
が
な
け
れ
ば
な



五
一

現
象
学
叙
説

ら
ぬ
。
そ
し
て
若
し
か
か
る
も
の
を
山
内
氏
の
書
物
の
う
ち
に
求
め
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的

な
可
能
・
現
実
の
概
念
で
は
な
い
か
と
思
う
。
け
れ
ど
も
遺
憾
な
が
ら
こ
の
概
念
は
な
お
い
ま
だ
こ
の
書
の
全
体

に
於
て
隈
な
く
、
顕
に
は
た
ら
い
て
い
る
と
は
云
い
得
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
こ
の
概
念
が
こ
の
書
に

於
け
る
最
も
特
色
あ
る
、
そ
し
て
ま
た
最
も
重
要
な
る
概
念
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
こ
に
著
者
の
功
績
が
あ

り
、
私
は
そ
こ
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び
且
つ
暗
示
さ
れ
た
こ
と
を
著
者
に
感
謝
す
る
。

三

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
も
と
純
粋
論
理
学
と
の
密
接
な
聯
関
に
於
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。『
論
理
学
研

究
』
の
中
で
展
開
さ
れ
た
の
は
「
思
惟
体
験
並
び
に
認
識
体
験
の
純
粋
現
象
学
」
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
そ
の
後

漸
次
に
現
象
学
は
か
く
の
如
き
起
源
に
か
ら
ま
る
限
界
を
見
棄
て
て
哲
学
の
基
礎
学
の
位
置
を
占
め
よ
う
と
す
る

に
到
り
、
殊
に
『
哲
学
的
文
化
の
理
念
』（
千
九
百
二
十
三
年
）
に
於
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
あ
っ
て
は
現
象
学
は

一
切
の
文
化
諸
哲
学
に
基
礎
を
与
え
、
哲
学
的

0

0

0

文
化
を
形
成
す
べ
き
任
務
を
み
ず
か
ら
引
受
け
よ
う
と
す
る
に
到

っ
た
。
意
識
の
志
向
性
の
概
念
は
最
初
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
あ
っ
て
物
理
現
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
心
理
現
象
の
特
質

を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
そ
の
経
験
的

0

0

0

立
場
か
ら
の
心
理
学
の
著
述
の
目



五
二

論
見
に
於
て
な
お
こ
の
最
後
の
巻
が
我
々
の
心
理
的
有
機
体
と
我
々
の
物
理
的
有
機
体
と
の
結
合
に
つ
い
て
取
扱

う
べ
き
こ
と
を
云
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
は
志
向
的
体
験
の
概
念
か
ら
物
理
的
な
る
も
の
も
そ
れ
に

於
て
解
明
さ
る
べ
き
「
純
粋
意
識
」
の
概
念
に
ま
で
高
ま
っ
て
ゆ
く
。
意
識
の
志
向
性
と
い
う
こ
と
も
そ
れ
と
共

に
純
粋
意
識
の
根
本
的
規
定
た
る
べ
き
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
と
し
て
示
さ
れ
る
。
か
く
て
『
イ
デ
エ
ン
』

に
於
て
は
「
理
性
の
現
象
学
」
が
現
象
学
の
最
も
優
越
な
る
意
味
を
担
う
に
到
っ
て
い
る
。
―
―
ノ
エ
シ
ス
・
ノ

エ
マ
と
い
う
言
葉
は
理
性
即
ち	 Vernunft, nouV	

と
関
係
す
る
。」
そ
こ
で
現
象
学
の
か
く
の
如
き
拡
張
が
そ
れ

自
身
に
於
て
権
利
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
り
得
る
と
思
う
。
山
内
氏
は
そ
の
序
論
に

於
て
『
厳
密
学
と
し
て
の
哲
学
』
以
後
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
え
方
を
承
認
し
て
い
ら
れ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

そ
の
後
の
諸
章
に
於
て
は
『
論
理
学
研
究
』
に
多
く
、『
イ
デ
エ
ン
』
に
少
な
く
拠
っ
て
叙
述
が
行
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
分
析
さ
れ
て
い
る
諸
例
を
見
る
に
、
多
く
の
も
の
は
純
粋
論
理
学
、
一
般
に
形
式
的
演
繹
的
諸
科
学
の
領

域
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
知
覚
も
ま
た
分
析
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
色
の
幾
何
学
」、
音
の

幾
何
学
に
属
す
る
限
り
に
於
て
で
あ
る
。
如
何
な
る
例
を
選
ぶ
か
と
い
う
こ
と
は
そ
の
哲
学
が
如
何
な
る
も
の
で

あ
る
か
を
語
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
こ
れ
ら
の
領
域
の
哲
学
的
解
明
に
対
し
て
最
も
多
く
の
も
の
を
意
味

す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
外
の
存
在
の
諸
領
域
へ
拡
張
さ
れ
る
と
き
そ
の
力
を
失
う
に
到
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ



五
三

現
象
学
叙
説

う
か
。
山
内
氏
は
『
論
理
学
研
究
』
と
『
イ
デ
エ
ン
』
と
の
関
係
を
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
『
論
理
学
』
と
『
エ
ン

チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
と
の
関
係
に
比
較
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
れ
を
後
者
の
『
精
神
の
現
象
学
』
と
『
エ
ン
チ

ク
ロ
ペ
デ
ィ
』
と
の
関
係
に
比
較
し
た
の
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
精
神
の
現
象
学
で
叙
述
さ
れ

る
精
神
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
全
哲
学
に
と
っ
て
存
在
の
モ
デ
ル

0

0

0

0

0

0

の
意
味
を
も
つ
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
思
惟
体
験
並
び

に
認
識
体
験
の
純
粋
現
象
学
」
た
る
論
理
学
研
究
に
於
て
解
明
さ
れ
る
形
式
的
本
質
学
的
存
在
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
哲
学
に
と
っ
て
存
在
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る
と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
何
故
に
或
る
も
の
が
一
切

の
存
在
の
モ
デ
ル
に
な
り
得
る
か
の
理
由
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
な
し
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
於
け
る

現
象
学
の
拡
張
乃
至
発
展
も
権
利
付
け
ら
れ
て
い
る
と
は
云
わ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
性
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
ヌ
ー
ス
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
本
質
を
内
在
的
に
領
有
す

る
も
の
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
謂
う
「
エ
イ
ド
ス
の
場
所
」（tovpoV eijdw

:n

）
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
理
性
意

識
の
根
本
形
態
と
見
做
し
た
と
こ
ろ
の	 “das originär gebende Sehen”	

に
つ
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
既
に
理

解
し
て
い
た
こ
と
は
、
彼
が
「
理
性
作
用
は
知
覚
作
用
の
如
く
で
あ
る
」（to; noei:n w

{sper to; aijsqavnesqai. 

D
e anim

a, Γ. 4.

）
と
い
っ
て
い
る
の
に
よ
っ
て
も
窺
わ
れ
る
。
こ
の
言
葉
は
ま
た
そ
れ
の
明
証
性
を
表
現
す
る

も
の
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
知
覚
が
そ
の
「
固
有
な
る
も
の
」、
即
ち
そ
の
本
質
に
向



五
四

う
場
合
に
は
誤
り
得
な
い
と
語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（op. cit. B

. 6.

）。
そ
の
他
、
我
々
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

と
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
間
の
種
々
な
る
類
似
を
指
摘
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
私
が
い
ま
こ
の
関
係
を
指
摘
す

る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
権
威
あ
ら
し
め
る
等
の
目
的
か
ら
で
は
な
く
、
却
っ
て
現

象
学
に
本
質
的
な
制
限
ま
た
は
限
界
を
多
少
と
も
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
は
本
質
的
に
観
想
的
な
ギ
リ
シ
ア
世
界
観
の
典
型
を
な
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

は
近
代
に
於
け
る
観
想
的
哲
学
の
代
表
者
で
あ
る
。
現
象
学
の
言
葉
は	 Sehen, Schauen	

等
々
の
語
に
よ
っ
て
満

た
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が	 A

kt, M
otivierung	

な
ど
の
語
を
用
い
る
と
き
、
ひ
と
は
そ
れ
ら
の
も
と
に
意

志
的
な
も
の
は
も
と
よ
り
、
能
動
的
な
も
の
を
さ
え
理
解
す
る
こ
と
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
の
み

な
ら
ず
現
象
学
の
枢
軸
を
な
す
志
向
性
の
概
念
そ
の
も
の
が
実
に
観
想
の
地
盤
か
ら
生
れ
る
概
念
で
あ
る
。
我
々

が
純
粋
に
色
の
本
質
を
見
、
音
の
本
質
を
聞
く
と
い
う
こ
と
は
た
だ
我
々
の
純
粋
に
観
想
的
な
態
度
に
と
っ
て
の

み
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
我
々
の
社
会
的
実
践
的
生
活
に
於
て
は
、
我
々
は
赤
そ
の
も
の
を
見
る
の
で

な
く
却
っ
て
赤
旗
の
赤
を
見
る
の
で
あ
り
、
音
そ
の
も
の
を
聞
く
の
で
な
く
却
っ
て
自
動
車
の
走
る
音
を
聞
く
の

で
あ
り
、
ま
た
樹
そ
の
も
の
を
見
る
の
で
な
く
却
っ
て
公
園
の
樹
を
見
る
の
で
あ
る
。
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

謂
う
「
附
帯
的
な
る
も
の
」
の
知
覚
が
我
々
の
日
常
の
経
験
に
属
し
て
い
る
。
附
帯
的
な
る
も
の
が
社
会
的
実
践
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的
生
活
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
規
則
的
な
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
固
有
な
る
も
の
」
に
各
の
知
覚
作

用
の
本
質
（oujsiva

）
が
属
す
る
と
考
え
た
け
れ
ど
も
（Ebd. B

. 6.

）、
し
か
し
実
践
の
領
域
に
あ
っ
て
は
附
帯

的
な
る
も
の
こ
そ
却
っ
て
そ
れ
の
本
質
を
な
す
。
こ
の
こ
と
は
志
向
性
の
概
念
を
破
壊
す
る
に
到
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
も
志
向
性
を
も
っ
て
根
本
形
態
と
す
る
純
粋
意
識
が
如
何
に
観
想
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
か
を
理

解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
附
帯
的
な
も
の
を
「
排
去
す
る
」（ausschalten

）
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
は
同
時
に
実
践

の
実
践
性

0

0

0

を
失
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
志
向
性
の
規
定
が
維
持
さ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
意
識
の

分
析
に
あ
っ
て
つ
ね
に
ノ
エ
シ
ス
の
側
に
で
は
な
く
ノ
エ
マ
の
側
に
重
き
が
お
か
れ
る
の
は
必
然
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
故
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も
知
覚
の
作
用
で
は
な
く
、却
っ
て
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
志
向
さ
れ
た
対
象
、

即
ち	 ta; ajntikeivmena	

が
い
つ
で
も
分
析
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
於
て
現
象
学
が
本
質
学
に
よ
っ
て
指

導
さ
れ
て
い
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
惟
う
に
内
在
（Im

m
anenz

）
の
立
場
が
徹
底
的
に
深

め
ら
れ
る
た
め
に
は
内
面
性
（Innerlichkeit

）
の
立
場
に
移
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
魂
の
最
も
内
面
的
な
諸

活
動
は
本
質
と
い
わ
ず
、
事
実
と
い
わ
ず
、
一
切
の
も
の
を
内
面
化
し
、
そ
れ
に
内
面
性
を
担
わ
し
め
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
こ
で
は
志
向
性
と
い
う
こ
と
も
固
よ
り
問
題
と
な
ら
ぬ
。
論
理
や
数
学
も
絶
対
的
な
確
実
性
を
も
た

ぬ
。「
純
粋
意
識
」
の
現
象
学
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
な
「
精
神
生
活
」
の
現
象
学
に
か
わ
る
。
そ
し
て
更
に
、
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本
質
学
的
な
現
象
学
が
歴
史
の
領
域
に
対
し
て
無
能
力
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
つ
い
て

は
私
は
既
に
他
の
機
会
に
於
て
論
及
し
て
お
い
た
。
歴
史
は
全
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
心
の
外
に
あ
る
。
彼
は
時
と

し
て
大
学
で
哲
学
史
の
講
義
を
し
た
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
彼
の
哲
学
史
が
お
伽
噺
で
あ
っ
た
、
と
は
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
の
評
で
あ
る
。
歴
史
の
現
象
学
は
意
識
を
「
内
面
的
な
人
間
の
歴
史
」
の
場
面
と
考
え
た
ヘ
ー
ゲ
ル
、
も

し
く
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
の
み
で
な
い
、
我
々
は
科
学
そ
の
も
の
に
関
し
て
さ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
制
限
ま
た
は
限
界
を
考

え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
形
式
的
演
繹
的
諸
科
学
と
根
源
的
に
つ
な
が
り
合
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
形
式
的
と
い
う
の
が	 ei[doV	
的
な
も
の
、
演
繹
的
と
い
う
の
が
特
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
風
な	 ajpovdeixiV	

【
論
証
】

的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
の
観
想
的
本
質
か
ら
見
て
争
わ
れ
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
若

し
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
象
学
が
近
代
の
数
学
に
於
け
る
解
析
な
ど
に
基
礎
を
与
え
得
る
か
否
か
が
既
に
問

題
と
な
ろ
う
。
近
代
の
自
然
科
学
に
つ
い
て
は
こ
の
こ
と
は
な
お
一
層
疑
わ
し
く
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
然
の

本
質
学
、
有
生
物
の
本
質
学
等
を
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
は
夙
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
勝
れ
た
研
究

を
遺
し
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
も
の
が
如
何
に
構
成
さ
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
実
体
概
念
で
な

く
函
数
概
念
を
も
っ
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
近
代
の
自
然
科
学
と
関
係
づ
け
ら
れ
得
る
か
否
か
は
甚
し
く



五
七

現
象
学
叙
説

疑
問
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
如
き
は
現
象
学
派
に
比
し
て
大
な
る
長
所
を
も
っ
て
い
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

現
象
学
は
終
極
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
い
わ
ゆ
る
「
理
性
真
理
」（vérité de raison

）
の
世
界
、
ま
た
は
「
可

能
性
」
の
世
界
、
伝
統
的
な
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
叡
智
的
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。「
事
実
真
理
」（vérité de	

fait

）
の
世
界
、「
現
実
性
」
の
世
界
、
も
し
く
は
感
性
的
世
界
の
こ
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ

れ
得
な
い
。
論
理
的
概
念
及
び
法
則
は
経
験
的
に
は
我
々
に
と
っ
て
完
か
ら
ぬ
、
暗
く
さ
れ
た
、
動
揺
す
る
形
態

に
於
て
現
れ
、
現
象
学
的
な
分
析
に
よ
っ
て
初
め
て
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
は
発
見
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
フ
ッ

サ
ー
ル
は
云
う
。
こ
の
こ
と
は
「
永
久
真
理
」
に
つ
い
て
は
正
し
い
と
し
て
も
、
事
実
真
理
に
関
し
て
は
如
何
で

あ
ろ
う
か
。
事
実
は
我
々
の
経
験
的
直
観
に
と
っ
て
完
か
ら
ぬ
、
暗
く
さ
れ
た
、
動
揺
す
る
形
態
に
於
て
与
え

ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
考
え
る
の
は
現
実
性
の
背
後
に
可
能
性
の
世
界
を
考
え
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
形

而
上
学
の
立
場
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
立
場
に
通
じ
て
い
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

彼
に
あ
っ
て
意
味
賦
与
の
作
用
は
意
味
充
実
の
作
用
に
比
し
て
絶
え
ず
優
越
な
位
置
を
占
め
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
否
、
意
味
充
実
の
知
覚
を
ば
彼
は	 “illustrierende A

nschauung”	

と
し
て
特
性
付
け
さ
え
し
て
い
る
（Log.	

U
nt. II. I. S. 4.

）。
知
覚
に
対
し
て
自
由
な
る
想
像
は
優
越
な
位
置
を
与
え
ら
れ
、
か
く
て	 Fiktion	

が
現
象
学
の	
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“Lebenselem
ent”	

で
あ
り
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
か
ら
永
久
真
理
の
認
識
が
そ
の
営
養
を
と
る
と
こ
ろ
の
源
泉
で

あ
る
、
と
彼
は
記
す
（Ideen, S. 132.

）。
感
性
的
直
観
か
ら
区
別
し
て
立
て
ら
れ
た
範
疇
的
直
観
の
概
念
も
ま
た

可
能
性
の
世
界
を
確
立
す
る
た
め
に
仕
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
於
て
我
々
は
、
固
よ
り
叡
智
的
世
界
と
感
性
的

世
界
と
は
プ
ラ
ト
ン
に
於
け
る
が
如
く
截
然
と
分
た
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
な
お
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
合
理

主
義
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
う
ち
に
認
め
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
両
者
の
関
係
を
む
し
ろ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
風
に

考
え
て
い
る
が
、
し
か
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
あ
っ
て
も
本
質
は
事
実
に
対
し
て
つ
ね
に
高
く
位
す
る
。
フ
ッ
サ

ー
ル
も
ま
た
現
実
的
な
も
の
か
ら
可
能
的
な
も
の
へ
絶
え
ず
昇
っ
て
ゆ
こ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
高
所
に
「
理

性
の
現
象
学
」
が
あ
り
、
こ
の
も
の
は
内
在
化
さ
れ
た	 kovsmoV nohtovV	

の
研
究
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
る
に

か
か
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
哲
学
は
、
本
来
、
一
の
神
学
的
前
提
の
も
と
に
於
て
の
み
現
実
的
で
あ
る
の
で
は
な
い

か
。
即
ち
そ
れ
は
そ
れ
の
存
在
の
可
能
性
が
直
ち
に
現
実
性
を
含
む
が
如
き
神
の
観
念
の
予
想
の
も
と
に
あ
っ
て

の
み
意
味
を
有
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
有
名
な
百
タ
ー
レ
ル
の
金
の
例
を
も
っ
て
か
か
る
神
学
的
前
提
を

批
判
し
た
。
彼
は
従
来
の
叡
智
的
世
界
と
感
性
的
世
界
と
の
概
念
を
存
在
論
的
に
で
な
く
方
法
論
的

0

0

0

0

に
解
釈
し
、

一
を
形
式
、
他
を
内
容
と
考
え
、
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
非
独
立
性
と
相
互
の
依
存
性
を
立
て
、
事
実
真
理
の
世
界

を
両
者
の
結
合
の
上
に
お
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
純
粋
理
性
批
判
の
劃
時
代
的
な
事
業
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
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の
こ
の
批
判
の
意
義
は
或
る
意
味
で
は
な
お
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
も
失
わ
れ
て
い
な
い
と
思
う
。
我
々
は
フ
ッ

サ
ー
ル
の
「
理
性
の
現
象
学
」
に
対
し
て
新
た
に
「
純
粋
理
性
批
判
」
を
書
く
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
固
よ

り
こ
の
こ
と
は
我
々
の
側
か
ら
の
カ
ン
ト
の
立
場
の
承
認
を
少
し
も
含
ん
で
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
ま

た
彼
自
身
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
山
内
氏
の
叙

説
に
あ
っ
て
は
右
の
難
点
は
極
め
て
巧
に
避
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
現
象
学
を
そ
の
本
来
の
本
質
学

0

0

0

的
傾
向
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
氏
は
か
か
る
解
放
に
向
っ
て
そ
の
書
の
到
る
処
に
於
て
努
力

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
こ
と
自
身
と
し
て
重
要
な
意
味
を
有
し
、
そ
し
て
そ
れ
が
ま
た
こ
の
叙

説
の
特
色
の
ひ
と
つ
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
同
時
に
フ
ッ
サ
ー
ル

0

0

0

0

0

の
現
象
学
か
ら
自
己

を
解
放
す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
純
粋
現
象
学
に
於
て
は
現
象
学
的
還
元
は
本
質
学
的
還
元
に
必
ず

伴
わ
れ
る
、
し
か
る
に
山
内
氏
の
分
析
で
は
屡
々
本
質
学
的
還
元
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

以
上
は
山
内
得
立
氏
の
著
書	 i

に
対
す
る
批
判
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
読
後
に
現
象
学
に
つ
い
て
思
い
起
し
た
る

若
干
の
断
想
で
あ
る
。

i　

三
木
は
、
も
う
一
つ
書
評
を
書
い
て
い
る
。
本
書
巻
末
参
照
。
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化		

【1930.1

】

一

弁
証
法
は
事
物
の
運
動
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
こ
れ
は
今
日
我
々
の
間
で
も
は
や
イ
ロ
ハ
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
こ
の
と
き
俗
流
主
義
者
た
ち
は
運
動
の
理
論
と
し
て
の
弁
証
法
か
ら
一
の
流
動
主
義
を
作
り
上
げ
る
、
ひ
と

つ
の
例
を
と
ろ
う
。
人
々
は
云
う
、
―
―
マ
ル
ク
ス
主
義
は
十
九
世
紀
の
末
に
生
産
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
、
我
々

は
そ
れ
が
そ
れ
の
生
産
さ
れ
た
時
代
に
適
応
し
て
お
り
、
こ
の
時
代
の
必
然
的
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
よ

う
、
し
か
し
そ
の
後
時
代
は
運
動
し
、
発
展
し
た
、
今
日
マ
ル
ク
ス
主
義
は
も
は
や
旧
び
た
も
の
と
な
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
、
な
に
よ
り
も
事
物
の
運
動
と
発
展
と
を
力
説
す
る
弁
証
法
論
者
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
者
た
ち
が
、
今

な
お
マ
ル
ク
ス
主
義
を
固
執
す
る
と
云
う
こ
と
は
、
一
の
自
己
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
き
非
難

は
弁
証
法
を
も
っ
て
流
動
主
義
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
も
し
流
動
主
義
の
立

場
に
立
つ
な
ら
ば
、
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
わ
ず
、
一
般
に
あ
ら
ゆ
る
理
論
は
不
可
能
で
あ
り
、
無
意
味
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、
例
え
ば
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
於
て
の
如
く
理
論
的
認
識
は
た
だ
周
辺
的
意
味
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

を
有
す
る
に
過
ぎ
ず
、
直
観
の
み
が
本
来
真
理
を
捉
え
得
る
こ
と
と
な
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
が
直
観
主
義
で
な
い

よ
う
に
、
そ
の
弁
証
法
は
単
な
る
流
動
主
義
を
説
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
弁
証
法
的
論

理
学
を
三
つ
の
大
い
な
る
部
門
に
区
分
し
て
い
る
。
存
在
、
本
質
及
び
概
念
の
諸
部
門
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
そ
れ
ぞ
れ
が
明
確
に
区
分
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
弁
証
法
的
発
展
が
流
動
主
義
的
な
も
の
で
な

い
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
ベ
ル
グ
ソ
ン
的
な
純
粋
持
続
に
あ
っ
て
は
我
々
は
一
と
他
と
を
判
然
と
区

別
し
得
べ
き
如
何
な
る
点
を
も
そ
の
う
ち
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
過
去
、

現
在
、
未
来
の
区
別
も
本
来
な
く
、
凡
て
は
永
遠
の
今
に
於
て
あ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
論

理
学
に
於
け
る
か
の
三
部
門
は
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
も
と
に
更
に
多
く
の
範
疇
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
る
に
こ
れ
ら

の
多
く
の
範
疇
は
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
の
も
と
に
属
す
る
部
門
そ
の
も
の
の
根
本
的
規
定
を
い
ず
れ
も
具
え
て
い

る
。
例
え
ば
、
本
質
の
部
門
の
も
と
に
見
出
さ
れ
る
諸
範
疇
、
大
別
的
に
は
実
在
の
根
拠
と
し
て
の
本
質
、
現
象

及
び
現
実
性
の
三
つ
の
範
疇
は
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
こ
の
部
門
そ
の
も
の
の
範
疇
と
し
て
の
本
質
の
根
本
的
規
定

を
担
い
、
そ
し
て
ま
さ
に
か
か
る
も
の
と
し
て
他
の
部
門
に
属
す
る
諸
範
疇
と
は
相
違
せ
る
根
本
的
特
性
を
帯
び

て
い
る
の
で
あ
る
。

恰あ
た
かも

そ
の
よ
う
に
資
本
主
義
の
も
と
に
見
出
さ
れ
る
諸
範
疇
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
資
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本
主
義
そ
の
も
の
の
根
本
的
規
定
を
具
え
、
そ
の
根
本
的
特
性
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
社
会
の

発
展
の
過
程
に
於
て
、
如
何
に
多
く
の
新
し
い
範
疇
に
よ
っ
て
理
論
的
に
表
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
実
が
次
第
に

発
生
し
て
来
る
と
し
て
も
、
こ
の
社
会
に
し
て
資
本
主
義
社
会
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
限
り
、
こ
れ
ら
の
新
し

い
範
疇
と
雖
も
凡
て
資
本
主
義
社
会
の
根
本
的
規
定
を
具
え
、
そ
し
て
ま
さ
し
く
か
か
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら

の
も
の
は
、
例
え
ば
封
建
主
義
社
会
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
諸
範
疇
或
い
は
ま
た
共
産
主
義
社
会
に
於
て
現
る
べ

き
諸
範
疇
と
は
相
違
せ
る
、
も
し
く
は
こ
れ
ら
の
も
の
に
対
立
せ
る
根
本
的
特
性
を
い
ず
れ
も
担
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
時
代
は
も
と
よ
り
運
動
し
、
発
展
し
た
。
今
日
は
マ
ル
ク
ス
の
生
存
し
た
時
と
同
じ

く
な
い
。
こ
れ
は
明
ら
か
な
こ
と
だ
。
し
か
し
我
々
の
時
代
が
今
も
な
お
十
九
世
紀
末
と
同
じ
く
資
本
主
義
社
会

で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
本
質
的
に
変
り
は
な
い
。
ヂ
ャ
ズ
が
流
行
し
よ
う
が
、
ト
ー
キ
ー
が
出
現
し
よ
う
が
、

我
々
の
住
む
社
会
は
依
然
と
し
て
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
も
し
マ
ル
ク
ス
に
し
て
資
本
主
義
そ
の
も

の
の
根
本
的
規
定
を
明
ら
か
に
し
た
人
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
論
は
今
も
な
お
決
し
て
旧
び
る
こ
と
な

く
行
わ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
マ
ル
ク
ス
以
後
の
歴
史
の
運
動
、
発
展
は
、
マ
ル
ク
ス
自
身
の

嘗
て
知
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
、
新
し
い
歴
史
的
範
疇
を
も
っ
て
理
論
的
に
表
現
せ
ら
る
べ
き
幾
多
の
事
実
を
発
生

せ
し
め
た
。
金
融
資
本
主
義
、
帝
国
主
義
、
等
々
の
も
の
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
然
も
例
え
ば
帝
国
主
義
に
於
て
も
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資
本
主
義
の
根
本
的
規
定
は
現
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
レ
ー
ニ
ン
は
彼
の
帝
国
主
義
論
に
於
て
、
な
る
ほ
ど
マ
ル
ク

ス
の
理
論
を
新
し
い
事
実
に
応
じ
て
発
展
さ
せ
は
し
た
が
、
し
か
し
彼
は
決
し
て
そ
れ
を
マ
ル
ク
ス
主
義
以
外
の

他
の
も
の
に
な
し
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
偉
大
は
資
本
主
義
社
会
の
一
切
の
歴
史
的
範
疇
を
発

見
し
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。そ
れ
は
彼
自
身
の
存
在
の
歴
史
的
制
限
に
よ
っ
て
不
可
能
で
あ
っ
た
。

彼
の
偉
大
は
こ
の
社
会
の
基
本
的
な
規
定
を
発
見
し
た
処
に
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
彼
の
理

論
は
た
だ
資
本
主
義
社
会
の
終
焉
と
共
に
終
焉
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
こ
の
社
会
の
存
続
す
る
限
り
、
そ
こ
に
例

え
ば
い
わ
ゆ
る
信
用
経
済
、
等
々
の
新
し
い
範
疇
が
よ
し
要
求
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
単
に
マ
ル
ク
ス
主
義

そ
の
も
の
の
発
展
を
要
求
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
根
柢
か
ら
の
変
革
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
帝
国
主
義
に
関
す
る
レ
ー
ニ
ン
の
見
解
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
帝
国
主
義
は
資
本
主
義
の
継
続

で
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
資
本
主
義
は
そ
の
形
態
―
―
こ
れ
の
理
論
的
表
現
と
し
て
の
範
疇
―
―
の
変
化
に
も
拘
ら

ず
、
ま
た
そ
の
内
容
の
一
部
的
変
化
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
本
質
、
そ
の
基
本
的
内
容
を
変
化
す
る
に
到
っ
た
の
で

は
な
い
。
帝
国
主
義
は
旧
資
本
主
義
の
発
展
の
中
絶
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
資
本
主
義
の
従
来
の
基
礎

の
上
に
於
け
る
、
ま
た
自
由
競
争
、
商
品
生
産
等
の
同
一
な
る
埒
内
に
於
け
る
資
本
主
義
の
転
化
の
過
程
の
一
継

続
で
あ
る
。
従
っ
て
帝
国
主
義
は
、
た
と
い
資
本
主
義
の
高
級
な
段
階
に
属
す
る
に
し
て
も
、
全
く
資
本
主
義
の
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一
段
階
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

唯
物
弁
証
法
は
も
と
よ
り
現
実
を
重
ん
ず
る
。
こ
の
と
き
俗
流
主
義
者
た
ち
は
こ
の
も
の
を
単
な
る
現
実
主
義

に
作
り
上
げ
る
。
然
し
乍
ら
唯
物
弁
証
法
は
単
な
る
現
実
主
義
よ
り
も
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
い
わ
ゆ
る
現

実
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
現
実
と
は
つ
ま
り
「
此
れ
」
で
あ
り
、「
此
処
」
で
あ
り
、「
今
」
で
あ
る
の
他
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
精
神
の
現
象
学
に
於
て
、「
此
れ
」、「
此
処
」、「
今
」
の
如
き
範
疇
が
弁
証
法
的
に
普
遍
的
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
極
め
て
明
晰
に
叙
述
し
て
い
る
。
我
々
は
彼
か
ら
学
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
現
実
的
に

は
今
は
単
な
る
今
或
い
は
刹
那
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
の
理
論
と
い
う
も
の
は
一
般
に
あ
り

得
な
い
。（
現
代
の
現
代
性
は
刹
那
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
現
実
的
に
は
我
々
は
こ
の
一
年
を
、
こ

の
十
年
を
、
こ
の
五
十
年
或
い
は
百
年
を
今
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
個
々
の
も
の
で
あ
る
今
の
根
柢
に
は
常
に
普
遍

的
な
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。）
今
は
普
遍
的
な
も
の
に
於
て
媒
介
さ
れ
て
あ
る
が
故
に
、
今
の
理
論
は
可
能

で
あ
る
。
我
々
が
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
を
現
実
的
な
、
今
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
に
於
て
で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
現
実
主
義
者
の
欲
す
る
よ
う
な
、
今
の
理
論
、
現
実
的
な
理
論
は
、
理
論
と
し
て
、
一
般
に
全

く
不
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。単
な
る
現
実
主
義
は
無
原
理
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
「
客
観
的
情
勢
の
変
化
」、
等
々
、
の
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
は
、
し
ば
し
ば
悪
用
さ
れ
、
俗
流
化
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さ
れ
て
、
人
々
の
行
動
及
び
理
論
に
於
け
る
無
原
理
を
表
明
す
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
あ
る
の

は
注
意
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
今
の
理
論
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
弁
証
法
的
な
運
動
が
単
純

な
る
流
動
で
は
な
く
し
て
、
一
般
に
「
量
か
ら
質
へ
の
転
化
」
の
過
程
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る

が
た
め
で
あ
る
。
事
物
は
も
と
よ
り
絶
え
ず
運
動
し
、
変
化
す
る
。
そ
し
て
如
何
な
る
事
物
も
つ
ね
に
一
定
の
質

を
具
え
て
い
る
。
一
定
の
質
の
事
物
に
於
け
る
運
動
と
変
化
と
が
一
定
の
量
に
増
大
す
る
ま
で
は
、
そ
の
事
物
は

そ
の
質
に
於
て
運
動
し
、
変
化
す
る
。
こ
の
運
動
と
変
化
と
が
一
定
の
量
に
到
達
す
る
と
き
初
め
て
、
事
物
は

他
の
質
の
も
の
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
以
後
は
こ
の
他
の
質
に
於
て
再
び
量
的
な
運
動
と
変
化
と
を
遂
げ
る
。
か

く
の
如
く
一
の
質
か
ら
他
の
質
へ
の
飛
躍
が
生
ず
る
ま
で
の
間
は
一
の
同
一
な
る
範
疇
が
支
配
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
封
建
主
義
社
会
か
ら
資
本
主
義
社
会
へ
の
変
化
は
一
の
質
的
な
飛
躍
で
あ
り
、
そ
し
て
資
本
主
義
社

会
が
他
の
質
の
社
会
へ
飛
躍
的
変
化
を
な
し
終
る
ま
で
は
、
こ
の
社
会
は
そ
の
内
部
に
於
け
る
如
何
な
る
変
化
に

も
拘
ら
ず
ど
こ
ま
で
も
資
本
主
義
社
会
で
あ
る
。
そ
こ
で
我
々
は
資
本
主
義
社
会
を
「
今
」
の
社
会
と
い
う
。
そ

れ
は
も
と
よ
り
今
日
始
っ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
今
日
終
る
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は

今
の
社
会
で
あ
る
。
か
か
る
今
の
本
質
を
把
握
す
る
こ
と
が
今
の
理
論
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
現
実
主

義
者
こ
そ
却
っ
て
今
を
知
ら
ざ
る
者
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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弁
証
法
は
単
に
運
動
に
関
す
る
理
論
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
運
動
が
実
に
矛
盾
に
よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
と
説

く
。
然
る
に
こ
こ
に
謂
う
矛
盾
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
俗
流
化
が
行
わ
れ
て
い
る
。
弁
証
法
に
於
け
る
矛
盾
が
何

で
あ
る
か
を
知
る
た
め
に
、
我
々
は
先
ず
そ
れ
が
何
で
な
い
か
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
た
め
に
私
は

河
上
博
士
に
よ
っ
て
数
回
用
い
ら
れ
た
例
を
取
り
出
そ
う
。
―
―
一
定
の
衣
服
は
子
供
の
生
活
の
た
め
に
欠
く
べ

か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
子
供
の
生
長
に
つ
れ
て
次
第
に
窮
屈
に
な
り
、
そ
し
て
子
供
の
生

長
が
或
る
点
以
上
に
達
す
る
と
、そ
れ
を
無
理
や
り
に
着
せ
て
お
く
こ
と
が
子
供
の
発
育
に
対
す
る
桎
梏
と
な
る
。

か
く
し
て
生
長
し
て
ゆ
く
子
供
の
身
体
と
着
物
と
の
間
に
矛
盾
撞
着
が
起
る
。
そ
し
て
遂
に
は
着
物
の
方
が
張
り

裂
け
て
し
ま
う
。
私
は
こ
の
例
が
弁
証
法
的
な
関
係
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
蓋
し
弁
証
法
的

な
矛
盾
は
内
在
的
な
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
内
在
的
な
矛
盾
に
立
つ
も
の
は
一
の
統
一
物
の
契
機
も
し
く

は
構
成
分
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
相
矛
盾
す
る
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
、「
内
的
な
、
必

然
的
な
聯
関
」
に
立
ち
、
そ
れ
の
統
一
は
「
有
機
的
統
一
」
ま
た
は
「
生
け
る
具
体
的
統
一
」
で
あ
る
。
し
か
る

に
我
々
は
子
供
と
着
物
の
例
に
於
て
か
く
の
如
き
関
係
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
子
供
と
着
物
と
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の
本
来
の
関
係
は
一
者
と
他
者
（das Eine und das A

ndere

）
の
関
係
で
あ
り
、子
供
と
着
物
と
い
う
「
と
」（und

）

の
関
係
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
他
立
（H

eterothesis

）
の
関
係
が
あ
っ
て
、
対
立
（A

ntithesis

）
の
関
係
が
あ
る

の
で
は
な
い
。
そ
れ
は	 D

ialektik	

に
反
対
し
て
リ
ッ
カ
ー
ト
が	 H

eterologie	

と
云
っ
た
関
係
と
見
做
さ
る
べ
き

で
あ
ろ
う
。
子
供
と
着
物
と
は
も
と
よ
り
統
一
さ
れ
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
統
一
は
有
機
的
な
、
弁
証
法
的

な
統
一
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
う
が
如
き
「
移
行
」（U

ebergang

）
と
い
う
も
の
が
あ
り

得
な
い
の
で
あ
る
。
之
等
の
事
柄
を
一
層
具
体
的
に
説
明
し
て
み
よ
う
。
着
物
は
子
供
に
外
か
ら
着
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
子
供
は
自
分
が
欲
す
る
な
ら
ば
勝
手
に
着
物
を
脱
ぐ
こ
と
が
出
来
る
、
し
か
も
そ
の
場
合
に
も
子
供

は
子
供
と
し
て
独
立
の
存
在
を
保
っ
て
い
る
。
両
者
の
関
係
が
も
と
も
と
一
者
と
他
者
と
の
関
係
で
あ
っ
て
、
有

機
的
な
統
一
を
な
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
社
会
の
生
産
力
と
生
産
関
係
と
の
場
合
に
あ
っ
て
は
一

が
他
を
離
れ
て
独
立
な
存
在
を
保
つ
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
が
欲
す
る
か
ら
と
い
っ
て
勝

手
に
我
々
が
そ
の
中
に
住
ん
で
い
る
経
済
組
織
を
脱
ぎ
棄
て
得
る
わ
け
で
な
い
。
社
会
の
生
産
力
と
生
産
関
係
と

は
内
的
な
必
然
的
な
聯
関
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
定
の
生
産
関
係
、
例
え
ば
資
本
主
義
は
、
生

産
力
の
発
達
に
つ
れ
て
、
資
本
主
義
の
埒
内
に
於
て
種
々
な
る
形
態
を
と
る
。
け
れ
ど
も
着
物
は
子
供
の
発
達
に

も
拘
ら
ず
、
つ
ね
に
一
の
同
一
の
形
態
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
着
物
は
子
供
の
生
長
に
応
じ
て
外
部
か
ら
大
き
く
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し
て
ゆ
く
こ
と
が
出
来
、
そ
し
て
彼
が
成
人
と
な
っ
た
と
き
、
我
々
が
一
定
の
大
き
さ
の
着
物
を
作
っ
て
や
れ
ば
、

彼
は
生
涯
そ
の
同
じ
大
き
さ
の
着
物
を
始
終
着
て
い
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
と
き
子
供
と
着
物
と
の
間
の
い
わ

ゆ
る
矛
盾
は
い
わ
ば
永
久
の
調
和
に
到
達
し
た
と
見
做
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
生
産
力
と
生
産
関
係
と
が
か

く
の
如
き
関
係
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
た
だ
改
良
主
義
者
に
口
実
を
与
え
る
の
み
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
云
う
な
ら
ば
、
河
上
博
士
は
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
（『
社
会
問
題
研
究
』
昭
和
四
年
十
月
、

五
二
、五
三
頁	 i

）
―
―
子
供
と
着
物
と
の
関
係
は
一
つ
の
比
喩
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
然
し
な
が
ら
我
々
の
学
問

が
如
何
に
多
く
の
場
合
い
わ
ゆ
る
比
喩
に
よ
っ
て
禍
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
か
か
る
比
喩
こ
そ
科
学
の
俗
流
化
の

根
源
と
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
事
態
そ
の

も
の
の
う
ち
に
弁
証
法
的
な
関
係
が
存
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
弁
証
法
を
説
明
す
べ
き
比
喩
と
し
て
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
、
弁
証
法
が
思
惟
の
外
的
な
諸
形
式
に
関
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
本
来
内

容
そ
の
も
の
の
内
的
な
自
己
運
動
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
重
要
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
子

供
と
着
物
と
の
関
係
は
弁
証
法
的
で
あ
り
得
な
い
。
こ
の
と
き
博
士
は
云
わ
れ
る
、　

―
―
着
物
は
最
初
子
供
の

発
育
に
役
立
つ
有
用
物
で
あ
っ
た
の
に
、
後
に
は
そ
の
発
育
を
阻
害
す
る
有
害
物
（
即
ち
反
対
物
）
に
転
化
す
る

i　
『
社
会
問
題
研
究
』
第
九
七
冊
で
、『
三
木
清
関
連
資
料　

第
一
輯
』
第
一
部
に
収
録
し
て
い
る
。
後
論
の
『
中
央
公
論
』
も
。
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

の
で
あ
る
、
こ
れ
が
事
物
の
運
動
過
程
の
う
ち
に
現
れ
る
弁
証
法
的
転
化
だ
。
し
か
し
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。

着
物
は
子
供
の
生
長
と
内
的
聯
関
に
立
っ
て
み
ず
か
ら
を
必
然
的
に
変
化
さ
せ
つ
つ
有
用
物
か
ら
有
害
物
へ
―
―

有
用
、
有
害
な
ど
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
が
す
で
に
弁
証
法
的
関
係
の
表
現
と
し
て
危
険
な
も
の
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
、
私
も
暫
ら
く
か
か
る
言
葉
を
使
っ
て
お
こ
う
―
―
み
ず
か
ら
運
動
し
、
転
化
し
た
の
で
は
な
い
。
着

物
は
つ
ね
に
同
一
に
と
ど
ま
り
つ
つ
、
単
に
他
と
の
外
的
な
関
係
に
よ
っ
て
か
く
な
っ
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
だ

か
ら
一
旦
有
害
物
と
な
っ
た
着
物
は
、
着
物
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
長
し
た
子
供
に
対
し
て

再
び
有
用
物
と
な
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
着
物
は
着
物
と
し
て
た
だ
量
的
に
増
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
生

長
し
た
子
供
に
と
っ
て
の
有
用
物
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
着
物
は
他
の
も
の
へ
「
移
行
」
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

人
間
に
と
っ
て
有
用
物
と
し
て
自
己
を
回
復
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
単
に
量
的
な
変
化
さ
え
行
わ
れ
さ
え
す
れ

ば
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
な
ん
ら
弁
証
法
的
な
関
係
で
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
例
え
ば
資
本
主
義
と
い
う
経
済

組
織
は
、
生
産
力
の
発
展
と
内
的
必
然
的
な
関
聯
に
於
て
、
カ
ル
テ
ル
、
ト
ラ
ス
ト
、
等
々
の
形
態
を
と
っ
て
来

る
。
か
か
る
過
程
に
於
て
資
本
主
義
は
み
ず
か
ら
他
の
も
の
へ
の
転
化
、
移
行
を
必
然
的
に
成
就
し
つ
つ
あ
る
の

で
あ
る
。
資
本
主
義
の
こ
の
よ
う
な
発
展
に
よ
っ
て
こ
の
社
会
の
内
部
に
於
け
る
矛
盾
は
愈
々
激
し
く
な
る
。
そ

し
て
こ
の
矛
盾
の
克
服
は
資
本
主
義
が
自
己
を
否
定
し
自
己
を
高
次
の
も
の
へ
止
揚
し
、
か
く
て
こ
こ
に
質
的
な
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変
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
し
遂
げ
ら
れ
る
。
か
く
の
如
き
過
程
に
し
て
初
め
て
弁
証
法
的
と
い
わ

れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
に
し
て
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
ま
た
河
上
博
士
の
挙
げ
ら
れ
た
他
の
ひ
と
つ
の
例
が
な

ん
ら
弁
証
法
の
説
明
と
は
な
ら
ぬ
こ
と
を
も
同
様
に
理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
博
士
は
足
立
博
士
の
解
剖
学
か
ら

一
の
弁
証
法
を
作
り
上
げ
、
そ
し
て
足
立
博
士
は
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
劣
っ
て
い
る
と
同
時
に
優
っ
て
い
る
と

い
う
、
矛
盾
を
含
ん
だ
、
一
の
弁
証
法
的
結
論
に
到
達
さ
れ
た
、
と
云
わ
れ
る
。
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
場
合
日
本
人
と
西
洋
人
と
は
一
者
と
他
者
と
の
関
係
に
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
河
上
博
士
の
い
わ

ゆ
る
弁
証
法
的
結
論
な
る
も
の
は
、
単
に
「
比
較
」
と
い
う
が
如
き
外
的
な
関
係
に
於
て
得
ら
れ
る
の
ほ
か
な
い

の
で
あ
る
。
二
つ
の
も
の
が
比
較
さ
れ
る
に
は
つ
ね
に
比
較
の
「
見
地
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
に
は

長
掌
筋
と
長
蹠
筋
と
が
持
ち
出
さ
れ
、
長
掌
筋
の
見
地
に
於
て
は
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
劣
り
、
長
蹠
筋
の
見
地

に
於
て
は
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
優
る
、
と
云
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
別
な
見
地
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
二
つ
の
別
な
見
地
か
ら
立
て
ら
れ
た
二
つ
の
命
題
が
二
つ
の
別
な
結
論
に
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
当

然
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
二
つ
の
命
題
が
決
し
て
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
。
二
つ
の
別
な
見
地
か
ら

立
て
ら
れ
た
命
題
の
間
に
は
内
的
な
、
必
然
的
な
聯
関
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
か
か
る
比
較
の
見
地
を
、
視
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

神
経
、
腋
臭
腺
、
等
々
と
増
し
て
い
っ
て
、
一
切
の
可
能
な
る
見
地
に
於
て
日
本
人
と
西
洋
人
と
を
比
較
し
、
こ

の
と
き
全
部
の
見
地
の
丁
度
半
数
に
於
て
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
劣
り
、
又
他
の
丁
度
半
数
に
於
て
、
日
本
人
は

西
洋
人
に
優
る
、
と
仮
定
し
て
も
、
そ
の
と
き
に
は
日
本
人
と
西
洋
人
と
は
同
等
0

0

で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
の
み
で

あ
っ
て
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
劣
る
と
同
時
に

0

0

0

西
洋
人
に
優
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
も

し
優
劣
の
数
が
同
じ
で
な
い
な
ら
ば
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
対
し
て
、
要
す
る
に
、
劣
っ
て
い
る
か
優
っ
て
い
る

か
の
何
れ
か
で
あ
っ
て
、
劣
る
と
同
時
に
優
る
と
は
正
確
に
は
云
い
得
な
い
。
こ
の
こ
と
は
比
較
と
い
う
が
如
き

関
係
づ
け
に
よ
っ
て
は
単
に
「
差
異
」
従
っ
て
ま
た
「
同
等
」
が
示
さ
れ
得
る
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
矛
盾
は
決
し

て
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
た
か
だ
か
左
右
、
上
下
と
い
う
よ
う
な
関
係

が
示
さ
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
し
か
る
に
左
と
右
と
は
な
ん
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
足
立
博
士
の

仕
事
は
つ
ま
り
比
較
解
剖
学
で
あ
る
。
優
劣
と
い
う
よ
う
な
価
値
的
表
現
を
そ
こ
で
用
い
る
こ
と
を
た
と
い
許
す

に
し
て
も
こ
の
表
現
は
比
較
上
の
こ
と
を
表
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
真
の
矛
盾
を
現
す
も
の
で
は
な
い
。

弁
証
法
的
な
研
究
と
は
、「
一
者
と
他
者
」
と
の
比
較
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
「
統
一
物
」
の
う
ち
に
「
内

在
的
な
」
矛
盾
の
分
析
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
な
ど
も
注
意
し
て
い
る
よ
う
に
、
別
な
も
の
（distinct

）
と
い
う

こ
と
と
矛
盾
す
る
も
の
（opposite

）
と
い
う
こ
と
と
は
混
同
さ
る
べ
き
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
別
な
も
の
は
互
い
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に
他
を
否
定
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
で
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
矛
盾
す
る
も
の
は
一
が

他
を
否
定
し
、
排
斥
す
る
。「
汝
の
死
は
余
の
生
で
あ
る
」（m

ors tua vita m
ea

）
と
い
う
諺
が
こ
こ
に
適
用
さ

れ
る
よ
う
に
見
え
る
。
二
つ
の
別
な
見
地
か
ら
立
て
ら
れ
た
命
題
が
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
形
式
論

理
学
に
於
け
る
矛
盾
律
は
こ
れ
に
対
し
て
な
ん
ら
異
論
を
挟
ま
な
い
。
同
一
物
に
つ
い
て
同
一
の
点
に
関
し
て
肯

定
と
否
定
と
が
同
時
に
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
を
矛
盾
律
は
許
さ
な
い
の
み
で
あ
る
。
か
く
て
河
上
博
士
の
取
り

出
さ
れ
た
例
に
対
し
て
は
、
弁
証
法
そ
の
も
の
に
は
反
対
す
る
形
式
論
理
学
上
の
矛
盾
律
と
雖
も
、
も
と
よ
り
反

対
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
例
そ
の
も
の
が
少
し
も
弁
証
法
的
で
な
い
こ
と
が
明
白
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
云
え
ば
、
河
上
博
士
は
答
え
ら
れ
る
（『
中
央
公
論
』
昭
和
四
年
十
月
号
参
照
）
―
―
長
掌
筋
に

関
し
て
日
本
人
が
西
洋
人
に
劣
る
と
い
う
こ
と
と
、
長
蹠
筋
に
関
し
て
日
本
人
が
西
洋
人
に
優
る
と
い
う
こ
と
と

は
、
全
く
別
な
も
の
に
つ
い
て
の
関
説
で
な
く
、
双
方
と
も
「
西
洋
人
と
の
比
較
に
於
け
る
日
本
人
の
人
種
的
特

徴
」
と
い
う
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
の
立
言
で
あ
る
、
た
だ
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
日
本
人
を
西
洋
人
と
比
較
す
る

た
め
に
抽
出
さ
れ
た
方
面
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
依
然
と
し
て
「
比
較
」
で
あ
り
、
比
較
に
於
け
る
「
特
徴
」
で
あ

る
。
特
徴
は
差
異
の
一
種
で
あ
っ
て
、し
か
る
に
「
差
異
」
と
「
矛
盾
」
と
は
論
理
上
全
く
別
な
範
疇
に
属
す
る
。

そ
し
て
比
較
に
は
比
較
の
「
見
地
」
が
つ
ね
に
必
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
見
地
は
比
較
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

に
と
っ
て
構
成
的
な
意
味
を
有
す
る
。
二
つ
の
別
な
見
地
を
持
ち
出
し
て
お
い
て
、
日
本
人
は
西
洋
人
に
劣
る
と

同
時
に

0

0

0

優
る
、
と
語
っ
て
も
、
そ
れ
は
形
式
論
理
学
の
矛
盾
律
に
逆
う
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
そ
こ
に
は
弁
証
法

的
な
矛
盾
は
な
い
。
日
本
人
と
西
洋
人
と
の
比
較
と
い
う
が
如
き
方
法
に
よ
っ
て
は
、
日
本
人
と
西
洋
人
と
の
間

に
内
在
す
る
矛
盾
は
発
見
さ
れ
な
い
。
況
ん
や
日
本
人
そ
の
も
の
の
う
ち
に
必
然
的
に
含
ま
れ
た
る
矛
盾
の
如
き

は
到
底
見
出
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
河
上
博
士
の
自
己
錯
誤
は
同
じ
遣
り
方
を
一
層
現
実
的
な
領
域
へ
適
用
す

る
と
き
、博
士
の
欲
せ
ら
れ
る
の
と
は
全
く
反
対
の
見
解
の
生
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
社
会
は
西
洋
の
社
会
に
劣
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
い
ま
ひ
と
り
の
人
間
が
日
本
の
社
会
と
西
洋
の

社
会
と
を
種
々
な
る
方
面
か
ら
比
較
し
て
、
日
本
の
社
会
は
甲
の
点
で
は
西
洋
の
社
会
に
劣
っ
て
い
る
と
同
時
に

乙
の
点
で
は
優
っ
て
い
る
、
と
云
う
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
彼
は
果
た
し
て
弁
証
法
論
者
で
あ
り
、

マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
あ
ろ
う
か
。
い
な
、
現
実
に
於
て
か
か
る
人
間
は
社
会
問
題
に
関
し
て
折
衷
主
義
者
で
あ
る

で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
よ
う
な
比
較
の
遣
り
方
は
多
く
の
日
本
主
義
者
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
え
ば
、日
本
人
は
西
洋
人
に
劣
る
と
同
時
に
優
る
と
い
う
河
上
博
士
的
表
現
に
於
て
は
、

「
同
時
に
」
は
本
来
た
だ
か
の	 “und”	

の
意
味
の
も
の
で
あ
っ
て
、
矛
盾
を
成
立
せ
し
め
る
よ
う
な
「
同
時
に
」
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で
は
な
い
。
か
か
る	 “und”	

に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の
が
弁
証
法
的
な
矛
盾
と
統
一
と
を
な
す
こ
と
は

あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

三

さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
の
哲
学
史
の
講
義
の
中
で
弁
証
法
の
最
も
重
要
な
概
念
と
し
て
発
展
と
普
遍
と
の
二
つ
の

も
の
を
特
に
取
り
上
げ
て
述
べ
て
い
る
。
弁
証
法
的
な
科
学
と
は
事
物
を
具
体
的
な
も
の
の
発
展
と
し
て
認
識
す

る
科
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
弁
証
法
を
そ
の
俗
流
化
に
対
し
て
守
る
た
め
に
我
々
は
ま
た
弁
証
法
に
い
う
具
体
の
意

味
を
正
確
に
把
握
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
普
遍
は
河
上
博
士
ら
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
「
公
式
」
ま
た
は
「
公
式

的
な
一
般
理
論
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
普
遍
は
言
う
ま
で
も
な
く
抽
象
的
普
遍
の
意
味
に
解
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
と
き
普
遍
と
特
殊
と
の
関
係
は
外
的
、
形
式
的
で
あ
っ
て
内
的
、
必
然
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

普
遍
は
外
的
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
特
殊
に
対
し
て
い
つ
で
も
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
こ

の
適
用
に
あ
っ
て
は
特
殊
は
顧
慮
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
特
殊
を
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
普
遍
の
適

用
は
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
弁
証
法
に
謂
う
真
の
普
遍
は
か
く
の
如
き
抽
象
的
普
遍
で
な
い
、
そ

れ
は
却
っ
て
具
体
的
普
遍
で
あ
る
。
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

具
体
的
普
遍
に
あ
っ
て
は
、
普
遍
と
特
殊
と
は
統
一
さ
れ
て
お
り
、
特
殊
は
普
遍
の
分
化
発
展
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
と
き
普
遍
と
特
殊
と
の
関
係
は
内
的
で
あ
り
、
必
然
的
で
あ
る
。
こ
の
場
合
両
者
の
関
係
は
、
河

上
博
士
の
云
わ
れ
る
が
如
き
、「
一
般
的
な
公
式
理
論
と
そ
の
具
体
的
な
適
用
と
の
関
係
」（
以
下
『
社
会
問
題
研

究
』
昭
和
四
年
十
月
号
参
照
）
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
適
用
と
い
う
語
は
も
と
も
と
外
的
な
関
係
を
表

す
に
適
わ
し
い
。
公
式
は
そ
れ
が
い
か
程
多
く
の
場
合
特
殊
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
と
し
て
も
、
公
式
は
抽
象
的

普
遍
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
抽
象
的
な
自
己
同
一
に
止
ま
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
の
場
合
公
式
は
そ
の
本
質
に
於
て
自

己
を
変
化
さ
せ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
又
自
己
を
発
展
さ
せ
る
の
で
も
な
い
。
動
か
な
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
ま

さ
に
我
々
は
そ
れ
を
公
式
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
然
る
に
弁
証
法
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
抽
象
的
な
も
の
、
死
せ

る
も
の
、
動
か
ぬ
も
の
で
な
く
、
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
普
遍
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
し
ば
し
ば
云
っ
て

い
る
如
く
、「
生
け
る
も
の
」
で
あ
る
。「
真
理
は
常
に
具
体
的
で
あ
る
」
と
い
う
弁
証
法
の
根
本
命
題
は
、
真
理

は
具
体
的
普
遍
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
れ
は
決
し
て
真
理
は
単
に
特
殊
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
形
式
論
理
学
の
意
味
で
は
具
体
的

な
も
の
は
特
殊
で
あ
る
、
こ
れ
に
反
し
て
弁
証
法
の
意
味
に
於
て
は
具
体
的
な
も
の
は
却
っ
て
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
。
形
式
論
理
学
の
普
遍
は
特
殊
と
内
的
な
統
一
を
な
さ
ず
、
こ
れ
と
外
的
に
対
す
る
も
の
、
従
っ
て
そ
れ
自
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身
特
殊
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
真
の
普
遍
即
ち
具
体
的
普
遍
は
抽
象
的
な
自
己
同
一
に
と
ど
ま
る
こ
と

な
く
、
却
っ
て
自
己
を
特
殊
化
す
る
。
特
殊
は
普
遍
そ
の
も
の
の
発
展
形
態
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
、
普
遍

は
特
殊
を
み
ず
か
ら
の
う
ち
に
含
む
も
の
と
し
て
具
体
的
な
の
で
あ
る
。し
か
る
に
公
式
的
な
普
遍
に
つ
い
て
は
、

河
上
博
士
の
よ
う
に
、「
公
式
理
論
の
特
殊
化
」
と
い
う
こ
と
は
、
弁
証
法
に
い
う
特
殊
化
の
意
味
に
於
て
は
語

ら
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
公
式
理
論
の
特
殊
化
と
い
う
こ
と
は
本
来
た
だ
そ
れ
の
「
適
用
」
と
い
う
意
味
に
於

て
い
わ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
。

か
く
て
例
え
ば
、「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
党
は
唯
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
弁
証
法
的
な
意

味
に
於
て
真
理
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
「
一
個
の
公
式
理
論
」
と
見
做
さ
る
べ
き
で
な
く
し
て
、
真
に

具
体
的
な
、
生
け
る
真
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
恰
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
「
神

は
唯
一
つ
し
か
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
生
け
る
、
具
体
的
な
真
理
で
あ
っ
た
の
と
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
唯
一
な
る
神
は
動
か
ぬ
神
で
な
く
、
自
己
を
分
化
し
、
発
展
さ
せ
る
神
で
あ
る
。
神
は
彼
に

と
っ
て
公
式
で
な
く
、
具
体
的
普
遍
で
あ
っ
た
。
恰
も
そ
の
よ
う
に
、
唯
一
な
る
党
は
絶
え
ず
抽
象
的
な
自
己
同

一
に
と
ど
ま
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
を
特
殊
化
し
、
か
く
特
殊
化
す
る
こ
と
に
於
て
自
己
を
発
展
さ
せ
る
が

故
に
、
そ
れ
が
具
体
的
な
真
理
な
の
で
あ
る
。
普
遍
が
具
体
的
普
遍
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
自
己
を
特
殊
化
し
て
ゆ
く



七
七

弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

に
し
て
も
、
か
か
る
特
殊
化
の
い
ず
れ
の
形
態
に
も
隈
な
く
普
遍
の
精
神
が
ゆ
き
わ
た
り
、
そ
れ
が
悉
く
普
遍
に

よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
真
な
る
も
の
は
そ
こ
で
は
如
何
な
る
肢
体
も
酔
わ
ぬ
こ

と
な
き
バ
ッ
カ
ス
的
陶
酔
で
あ
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
う
。
党
は
も
と
よ
り
客
観
的
情
勢
の
変
化
に
応
じ
て
自

己
を
種
々
な
る
特
殊
な
る
形
態
に
規
定
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。然
し
そ
れ
が
い
か
に
特
殊
な
形
態
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
党
そ
の
も
の
の
発
展
形
態
で
あ
っ
て
、
党
と
は
別
な
、
独
立
な
組
織
で
は
あ
り
得
な
い
。
普

遍
が
抽
象
的
な
、
公
式
的
な
普
遍
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
特
殊
は
普
遍
と
内
的
な
聯
関
な
き
も
の
で
あ
り

得
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

普
遍
に
し
て
も
し
公
式
的
な
普
遍
の
意
味
に
解
さ
れ
、
か
く
て
普
遍
と
特
殊
と
の
間
の
内
的
な
、
必
然
的
な
関

係
が
把
握
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
特
殊
の
尊
重
と
い
う
こ
と
を
力
説
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
な
る
現
実
主
義
、

経
験
主
義
乃
至
は
実
証
主
義
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。こ
れ
は
弁
証
法
と
は
ま
さ
に
反
対
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
は
無
原
理
主
義
と
な
る
の
ほ
か
な
い
。
我
々
は
河
上
博
士
と
共
に
、「
こ
う
い
う
風
に
自
由
自
在
、
融

通
無
碍
な
の
が
マ
ル
ク
ス
主
義
の
戦
術
で
あ
る
」
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
無
原
理
で
あ
り
、
従
っ
て
科
学
的
で
あ
り
得
な
い
は
ず
で
あ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
ヘ
ー
ゲ
ル

の
論
理
学
か
ら
の
彼
の
ノ
ー
ト
に
附
託
し
て
、「
重
要
な
る
も
の
は
、
生
命
な
き
小
骨
片
で
は
な
く
し
て
、
生
け
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る
生
命
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
具
体
的
普
遍
の
意
味
に
し
て
理
解
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
特
殊
の
尊
重
と
い

う
こ
と
は
生
命
な
き
小
骨
片
の
尊
重
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
真
の
特
殊
と
は
単
な
る	 B

esonderheit	

で
な
く
、
却

っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う	Einzelheit	

即
ち
自
己
の
う
ち
へ
反
照
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て	 A

llgem
einheit	

へ
導
き

還
ら
さ
れ
た
る	 B

esonderheit	

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
遍
の
自
覚
に
於
て
は
た
ら
く
特
殊
の
み
が
真
の
特
殊
な

の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
文
芸
復
興
時
代
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
現
象
の
あ
っ
た
こ
と
は
ひ
と
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ

ろ
う
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
云
う
の
は
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
古
典
的
文
化
の
研
究
者
で
あ
り
、
そ
れ
の
復
興
者

で
あ
っ
た
。
全
中
世
を
通
じ
て
最
も
広
い
意
味
で
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
潮
流
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
な
か

っ
た
。
多
く
の
中
世
人
も
ま
た
古
典
的
著
述
家
た
ち
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
等
の
ラ
テ
ン
語
、
彼
等

の
知
識
並
び
に
情
操
を
養
っ
た
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
古
代
の
著
作
家
た
ち
の
中
世
的
模
倣
な
る
も
の
は
、
殆

ど
凡
て
の
言
語
学
上
い
わ
ゆ
る	 G

lossographen	
の
原
理
に
従
っ
て
な
さ
れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、人
々
は
た
だ
個
々

の
も
の
、
個
々
の
美
し
い
ま
た
は
力
強
い
言
葉
や
言
い
廻
し
を
、
そ
れ
が
何
処
に
あ
る
か
に
頓
着
な
く
、
手
当
り

次
第
の
書
物
か
ら
、
字
引
か
ら
、
そ
れ
を
書
い
た
人
の
時
と
人
物
と
に
お
構
ひ
な
く
、
串
刺
に
し
て
集
め
、
そ
れ
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弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化

ら
の
も
の
を
自
分
た
ち
の
、
非
古
典
的
な
ラ
テ
ン
文
章
の
中
へ
補
綴
し
て
自
慢
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
本
来
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
こ
れ
に
反
し
て
、
選
ば
れ
た
古
典
的
模
範
を
一
の
全
体
と
し
て
解
し
、
そ
れ
に
倣
う
こ
と
に

最
初
か
ら
そ
の
努
力
を
向
け
た
。
か
く
て
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
古
典
的
著
作
家
た
ち
の
知
識
と
模
倣
と
は

一
の
新
し
き
文
化
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
現
れ
得
た
。
今
日
弁
証
法
は
わ
が
国
に
於
て
一
般
化
さ
れ
て
い
は
す
る

が
、
そ
の
知
識
と
模
倣
と
が	 G

lossographen	

の
そ
れ
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
甚
だ
遺
憾
で
あ

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
せ
よ
、
マ
ル
ク
ス
に
せ
よ
、
一
の
全
体
と
し
て
こ
れ
を
把
握
す
る
こ
と
を
学
ば
な
い
限
り
、
弁

証
法
の
真
の
理
解
は
到
達
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。



八
〇

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
レ
ー
ニ
ン		

【1929.11

】

一

レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
等
し
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
絶
大
な
る
価
値
を
認
め
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
真
正
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
修
正
主
義
者
と
の
相
違
は
、
後
者
に
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
欠
け
て
お
り
、

従
っ
て
弁
証
法
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。「
教
授
た
ち
は
―
―
と
レ
ー
ニ
ン
は
記
す
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ば

『
死
せ
る
犬
』
と
し
て
取
扱
っ
た
。
彼
等
自
身
が
一
の
観
念
論
を
打
明
け
て
い
る
。
こ
の
観
念
論
は
な
る
ほ
ど
ヘ

ー
ゲ
ル
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
そ
の
差
異
は
自
分
た
ち
の
観
念
論
が
千
倍
も
見
窄
ら
し
く
ま
た
平
凡
な
も

の
で
あ
っ
た
に
あ
る
。
し
か
る
に
弁
証
法
に
対
し
て
は
彼
等
は
た
だ
肩
を
聳
や
か
し
て
軽
蔑
の
態
度
を
と
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
修
正
主
義
者
た
ち
は
彼
等
の
後
ろ
に
つ
い
て
科
学
の
哲
学
的
俗
化
の
沼
の
中
へ
這
っ

て
ゆ
き
、
そ
し
て
『
ず
る
い
』（
そ
し
て
革
命
的
な
）
弁
証
法
を
ひ
と
つ
の
『
単
純
な
』（
そ
し
て
静
的
な
）『
進

化
』
に
よ
っ
て
置
き
代
え
た
。」
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
は
、
レ
ー
ニ
ン
に
と
っ
て
単
に
知
的
な
興
味
の
た
め
の

も
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
は
そ
こ
に
武
器
を
磨
く
手
段
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
死
の
二
年
前
に
書
か
れ
た



八
一

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
レ
ー
ニ
ン

『
戦
闘
的
唯
物
論
の
意
義
に
つ
い
て
』
な
る
論
文
に
於
て
も
、
彼
は
、「
一
の
体
系
的
な
、
唯
物
論
的
見
地
か
ら
出

立
せ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
研
究
を
組
織
す
る
こ
と
」
を
勧
め
た
。
そ
し
て
彼
は
云
っ
て
い
る
、「
ヘ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法
の
か
く
の
如
き
研
究
、
か
く
の
如
き
説
明
、
か
く
の
如
き
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
た
し
か
に
、
極
端
に
困

難
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
方
向
に
於
け
る
最
初
の
試
み
は
疑
い
も
な
く
過
ち
を
も
っ
て
纏
わ
れ
る
で
あ
ろ

う
。
け
れ
ど
も
何
事
も
為
さ
な
い
者
だ
け
が
過
ち
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
唯
物
論
的
に
理
解
さ
れ
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル

の
弁
証
法
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
る
適
用
の
上
に
倚
り
か
か
っ
て
、
我
々
は
こ
の
弁
証
法
を
あ
ら
ゆ
る

方
向
に
向
っ
て
仕
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。＊

」
こ
の
よ
う
に
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
唯
物

論
的
友
の
会
」
を
作
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
蓋
し
弁
証
法
の
体
系
的
な
、
包
括
的
な
展
開
な
く
し
て
は
、
レ
ー
ニ

ン
の
意
見
に
従
え
ば
、
唯
物
論
は
戦
闘
的
、
革
命
的
で
あ
り
得
な
い
。

＊　

Lenin, U
eber R

eligion, H
rsg. v. H

. D
uncker, S. 57.

し
か
の
み
な
ら
ず
、
レ
ー
ニ
ン
は
他
の
者
に
勧
説
す
る
と
こ
ろ
を
み
ず
か
ら
実
行
す
る
。
し
か
も
事
物
の
根
源

に
ま
で
溯
ら
ず
に
は
や
ま
ぬ
彼
は
、
た
だ
解
説
書
を
読
む
こ
と
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
多
忙
な
る
実
践
の
間
に

も
み
ず
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
忠
実
に
且
つ
根
本
的
に
学
ぶ
こ
と
に
努
め
た
。
今
日
の
我
々
は
レ

ー
ニ
ン
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
を
繙
く
に
あ
た
っ
て
作
っ
て
お
い
た
ノ
ー
ト
を
も
っ
て
い
る
。＊

そ
こ
に
は
ヘ
ー
ゲ



八
二

ル
か
ら
の
逐
字
的
な
抜
萃
が
あ
り
、
な
お
レ
ー
ニ
ン
自
身
の
注
釈
及
び
評
語
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
我
々
は
彼
が
如
何
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
み
、
如
何
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
解
し
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

か
ら
の
抜
書
に
は
、
と
き
に
は
何
等
の
評
注
も
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
諸
命
題
が
特
に
レ
ー
ニ

ン
の
注
意
を
ひ
い
た
と
い
う
事
実
は
、
彼
が
そ
れ
ら
の
も
の
を
特
に
重
要
な
も
の
と
見
做
し
た
こ
と
を
既
に
証
す

る
で
あ
ろ
う
。
デ
ボ
ー
リ
ン
は
こ
の
レ
ー
ニ
ン
の
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
の
大
綱
へ
の
緒
言
の
中
で
云
っ
て
い
る
、「
い

ず
れ
に
し
て
も
、
ノ
ー
ト
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
大
部
分
の
抜
萃
文
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
思
想
的
並
び
に
方
法
論
的
財

産
目
録
の
構
成
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
直
ち
に
こ
れ
を
認
証
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
レ
ー
ニ
ン
の
諸

労
作
を
知
っ
て
い
る
者
は
、
一
般
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
彼
の
研
究
、
特
殊
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学

に
対
す
る
研
究
が
こ
れ
ら
の
諸
労
作
の
上
に
如
何
に
反
映
し
て
い
る
か
を
容
易
に
気
づ
い
て
い
る
。『
大
綱
』
の

中
で
公
式
化
さ
れ
た
或
る
も
の
は
、
展
開
さ
れ
た
る
形
態
に
お
い
て
、
後
に
レ
ー
ニ
ン
の
著
作
や
演
説
の
中
に
、

或
る
具
体
的
諸
問
題
の
研
究
と
の
関
聯
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。」

＊　

千
九
百
二
十
五
年
ロ
シ
ヤ
語
の
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
も
と
に
」（
一
―
二
号
）
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
原
文
は
、

今
度
川
内
唯
彦
君
に
よ
っ
て
、『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
の
科
学
大
網
』（
束
京
、叢
文
閣
刊
）
の
名
を
も
っ
て
訳
出
さ
れ
た
。

な
お
『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
理
学
』（
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
緒
論
及
び
第
一
部
）
も
最
近
速
水
敬
二
君
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ



八
三

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
レ
ー
ニ
ン

て
出
た
（
東
京
、
鉄
塔
書
院
刊
）。
私
の
こ
の
小
論
は
、
ひ
と
つ
に
は
こ
れ
ら
二
訳
書
を
紹
介
す
る
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
デ
ボ
ー
リ
ン
は
『
大
綱
』
へ
の
緒
言
に
於
て
記
す
、「
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
関
す
る

レ
ー
ニ
ン
の
覚
書
が
出
た
の
は
、
非
常
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
打
ち
開
け
て
云
え
ば
、
吾
々
自
身
の
列
伍

に
お
い
て
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
も
の
が
好
都
合
で
は
な
い
。
或
る
同
志
は
、
弁
証
法
を
も
含
め
た
マ
ル
ク
ス
主

義
の
単
純
化
と
俗
流
化
に
傾
き
、
第
二
の
同
志
は
、
俗
流
的
・
機
械
的
・
マ
ル
ク
ス
主
義
に
没
頭
し
、
第
三
の
同

志
は
、
自
己
独
特
の
実
証
主
義
に
傾
い
て
進
ん
で
弁
証
法
を
『
ス
コ
ラ
哲
学
』
で
あ
る
と
宣
明
せ
ん
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
四
の
同
志
は
、
単
純
に
観
念
論
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
の
教
義
で
あ
れ
、
そ
の
他
の
教
義
で
あ
れ
変
り
は
な
い

―
―
の
方
へ
移
行
し
て
い
る
。」
こ
れ
ら
の
危
険
は
わ
が
国
に
於
て
も
存
在
し
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に

右
の
二
つ
の
訳
書
の
出
現
は
「
非
常
に
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ
る
。」

そ
こ
で
我
々
の
問
題
は
、
今
の
場
合
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
第
一
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
つ
い
て
の
レ
ー
ニ

ン
の
理
解
の
仕
方
0

0

の
一
般
的
特
徴
を
定
め
る
こ
と
。
第
二
、
か
く
の
如
き
理
解
の
仕
方
に
相
応
し
て
、
レ
ー
ニ
ン

が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
於
て
、
何
を
0

0

特
に
最
も
本
質
的
な
も
の
と
し
て
読
み
取
っ
た
か
、
を
示
す
こ
と
。
そ
し

て
第
三
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
レ
ー
ニ
ン
の
如
く
理
解
し
得
る
可
能
性

0

0

0

が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
そ
の
も
の
の
う
ち
に
謂

わ
ば
内
在
的

0

0

0

に
存
在
す
る
か
否
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。
最
後
の
問
題
は
今
の
場
合
、
我
々
に
と
っ
て
就
中
重

大
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
弁
証
法
を
単
に
「
ス
コ
ラ
哲
学
」
と
し
て
排
斥
す
る
こ
と
を
し
な
い
人
々
の
う
ち
に



八
四

も
、
弁
証
法
は
た
だ
観
念
弁
証
法
と
し
て
意
味
を
有
し
、
こ
れ
に
反
し
て
唯
物
弁
証
法
は
不
可
能
で
あ
り
、
ひ
と

つ
の	 contradictio in adjecto	

で
さ
え
あ
る
、
と
主
張
す
る
者
が
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
問
題
の
研
究
は
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
一
層
深
き
洞
察
を
得
る
た
め
に
役
立

つ
で
あ
ろ
う
。
嘗
て
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
は
云
っ
た
、「
吾
々
は
近
い
将
来
に
、
彼
（
ヘ
ー
ゲ
ル
）
の
哲
学
、
特
に
歴

史
哲
学
に
対
す
る
興
味
が
ま
た
復
活
し
て
来
る
の
を
予
期
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
労
働
運
動
の
一
大
進
歩
は
所
謂

教
養
あ
る
階
級
を
し
て
、
こ
の
運
動
の
旗
幟
と
な
る
と
こ
ろ
の
理
論
に
余
儀
な
く
も
関
心
せ
し
め
て
い
る
が
、
こ

の
一
大
進
歩
は
同
時
に
ま
た
こ
の
階
級
を
し
て
、
こ
の
理
論
の
歴
史
的
起
源
に
関
心
せ
し
め
る
。
ひ
と
た
び
こ
れ

に
関
心
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
彼
等
は
直
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
到
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
彼

等
の
眼
か
ら
見
る
と
、『
復
古
時
代
の
哲
学
者
』
か
ら
現
代
の
最
も
進
歩
的
な
観
念
の
元
祖
に
変
っ
て
行
く
の
で

あ
る
。」「
だ
か
ら
茲
に
前
以
て
予
言
を
下
す
こ
と
が
出
来
る
。
た
と
え
教
養
あ
る
諸
階
級
の
中
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対

す
る
興
味
が
復
活
し
て
も
、
最
早
や
、
こ
れ
ら
の
諸
階
級
は
六
〇
年
前
に
ド
イ
ツ
文
化
の
諸
国
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル

に
対
し
て
抱
い
て
い
た
よ
う
な
深
甚
な
る
同
情
を
も
っ
て
、
彼
を
待
遇
し
な
い
で
あ
ろ
う
と
。
こ
れ
に
反
し
て
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
学
者
共
は
熱
心
に
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
『
批
判
的
再
開
』
に
取
掛
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
物
故
し

た
教
授
の
『
極
端
性
』
や
『
論
理
的
専
断
』
と
闘
う
こ
と
に
於
て
ど
っ
さ
り
博
士
免
状
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ



八
五

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
レ
ー
ニ
ン

う
。＊

」
ま
こ
と
に
労
働
者
運
動
の
飛
躍
的
な
発
展
は
、
わ
が
国
に
於
て
も
、
い
わ
ゆ
る
教
養
あ
る
階
級
を
し
て
マ

ル
ク
ス
主
義
理
論
の
研
究
、
延
い
て
は
そ
の
歴
史
的
源
泉
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
研
究
に
向
わ
せ
た
。
け
れ
ど
も
彼
等

に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
い
ま
だ
何
等
の
理
論
的
収
穫
も
齎
ら
さ
れ
て
い
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
「
自
己
の
理

論
的
破
産
を
再
び
さ
ら
け
出
す
こ
と
が
、
こ
の
種
の
批
判
的
再
閲
か
ら
受
く
る
学
問
上
の
唯
一
の
利
得
で
あ
る
」

か
に
さ
え
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
あ
た
っ
て
、
レ
ー
ニ
ン
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
道
を
求
め
る
こ
と
は

単
に
無
駄
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
極
め
て
有
益
な
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。（
未
完
）【
次

号
に
続
く
と
な
っ
て
い
た
が
、
１
２
月
号
に
は
な
く
、『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
は
そ
こ
で
廃
刊
に
な
る
】

＊　

プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
「
ヘ
ー
ゲ
ル
六
十
年
忌
に
際
し
て
」（
川
内
唯
彦
訳
、プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
『
史
的
一
元
論
』
附
録
、第
二
）

参
照
。
同
じ
論
稿
は
『
ノ
イ
エ
・
ツ
ア
イ
ト
』
に
発
表
さ
れ
た
ド
イ
ツ
文
か
ら
笠
信
太
郎
氏
に
よ
っ
て
訳
さ
れ
て
、

『
ヘ
ー
ゲ
ル
論
』
の
名
を
も
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
川
内
君
の
訳
文
に
従
っ
て
引
用
し
た
。
さ
て
レ
ー

ニ
ン
は
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
を
評
価
し
て
云
う
、「
ひ
と
は
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
が
哲
学
に
つ
い
て
書
い
た
凡
て
の
も
の
を
研

究
す
る
―
―
私
は
研
究
す
る

0

0

0

0

を
力
説
す
る
―
―
こ
と
な
し
に
は
、
明
瞭
な
確
信
を
も
て
る
現
実
的
な

0

0

0

0

コ
ム
ニ
ス
ト

と
な
り
得
な
い
。
蓋
し
そ
れ
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
全
世
界
文
献
の
う
ち
最
上
の
も
の
で
あ
る
。」



八
六

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論	

【1930.1

】

一

マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
な
お
将
来
の
人
で
あ
る
。
彼
の
独
自
な
哲
学
を
初
め
て
展
開
し
た
『
存
在
と
時

間
』
は
一
昨
年
（
一
九
二
七
）
公
に
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
れ
も
初
め
の
半
分
が
出
来
た
だ
け
で
あ
る
。
し

か
し
彼
の
著
作
家
的
活
動
は
今
や
自
己
の
道
を
見
出
し
得
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
今
年
（
一
九
二
九
）
フ
ッ
サ

ー
ル
の
七
十
歳
の
祝
賀
論
文
集
の
た
め
に
彼
は
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
と
い
う
論
文
を
書
き
、
ま
た
最
近
に

は
『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
と
い
う
書
物
を
発
表
し
た
。
こ
の
よ
う
に
極
め
て
活
溌
に
開
始
さ
れ
た
ば
か

り
の
彼
の
活
動
の
行
方
を
こ
こ
に
予
め
見
定
め
て
、
そ
の
業
績
を
評
価
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
我
々
に

許
さ
れ
て
い
な
い
。
年
歯
な
お
壮
な
る
彼
に
我
々
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
も
の
を
期
待
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

南
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ワ
ル
ツ
ワ
ル
ト
の
田
舎
で
人
と
な
っ
た
彼
は
、
郷
里
に
近
い
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
大
学
で
彼

の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
学
歴
を
始
め
た
。
彼
の
就
職
論
文
は
『
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
範
疇
並
び
に
意
味
論
』

（
一
九
一
六
）
と
い
い
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
当
時
リ
ッ
カ
ー
ト
は
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
に
於
て



八
七

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論

教
職
に
あ
っ
た
。
リ
ッ
カ
ー
ト
が
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
へ
移
っ
た
後
、ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
次
第
に
そ
の
影
響
を
脱
し
、

更
に
多
く
の
も
の
を
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
学
ん
だ
。
そ
の
後
彼
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
か
ら
招
聘
さ
れ
て
数
年
間
か

の
地
に
あ
っ
た
が
、
今
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
を
継
い
で
再
び
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
人
と
な
っ
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
弟
子
で
あ
る
。
し
か
し
二
人
の
間
の
関
係
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
で
あ
る

と
い
う
場
合
と
同
じ
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
人
は
そ
の
間
の
影
響
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
教
養
に
於
て
、
そ
の

哲
学
の
精
神
に
於
て
全
く
違
っ
た
傾
向
に
属
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
数
学
か
ら
哲
学
へ
来
た
人
で
あ
る
。
こ

れ
に
反
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
そ
の
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
論
文
が
す
で
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
む
し

ろ
神
学
か
ら
哲
学
へ
は
い
っ
た
人
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
が
彼
の
少
年
時
代
か
ら
の

書
物
で
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
の
点
に
於
て
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
の
古
典
哲
学
の
伝
統
を
継
ぐ
人
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
の
多
く
の
哲
学
者
た
ち
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
と
よ
り
デ
ィ
ル
タ
イ
に
至
る
ま
で
、
神
学
の
研

究
か
ら
哲
学
の
領
域
へ
進
ん
だ
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
出
発
点
に
於
け
る
か
く
の
如
き

相
違
は
ま
た
彼
等
の
哲
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
重
大
な
帰
結
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在

論
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
附
録
と
し
て
も
し
く
は
そ
れ
の
継
続
と
し
て
取
扱
う
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

後
者
に
於
け
る
諸
根
本
概
念
は
殆
ど
凡
て
前
者
に
よ
っ
て
、
或
い
は
新
し
い
意
味
の
も
の
に
転
化
さ
れ
る
か
、
或
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い
は
全
く
排
棄
さ
れ
て
い
る
。

二

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
全
体
と
し
て
特
色
づ
け
る
も
の
は
哲
学
に
於
け
る
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
に
対
す
る
抗

議
で
あ
る
。
即
ち
彼
は
ひ
と
り
の
哲
学
上
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ま
た
宗
教
上
の
プ
ロ
テ

ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
つ
な
が
り
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
従
来
の
哲
学
は
、
神
学
も
ま
た
そ
の
主
要
な
る
傾
向
に

於
て
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
決
定
的
な
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
る
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
仕
事
は
そ
れ
故
に
勢
い
破
壊
的
た
ら
ざ
る
を
得
ず
、
彼
の
存
在
論
の
方
法
は
か
か
る
破
壊
の
為
に
仕
え
る
。
ギ

リ
シ
ア
哲
学
に
於
け
る
最
も
根
本
的
な
概
念
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
二
重
の
も
の
を
、
即
ち
、
一
方
で
は

エ
イ
ド
ス
と
い
わ
れ
る
も
の
、
事
物
の
永
遠
な
る
本
質
を
そ
し
て
他
方
で
は
ヌ
ー
ス
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
換
言
す

れ
ば
そ
れ
に
於
て
こ
の
永
遠
な
る
本
質
が
純
粋
に
且
つ
根
源
的
に
、
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
直
観
を
意
味
す
る
。

ロ
ゴ
ス
の
概
念
は
い
わ
ゆ
る
理
性
の
概
念
と
し
て
近
代
哲
学
へ
伝
え
ら
れ
、
こ
れ
を
支
配
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
と
雖
も
、
こ
の
意
味
に
於
て
、
ひ
と
つ
の
ギ
リ
シ
ア
的
な
、
い
な
、
極
め
て
ギ
リ
シ
ア
的
な
哲
学
で

あ
る
と
み
ら
れ
得
る
。
本
質
の
概
念
は
彼
の
現
象
学
に
あ
っ
て
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論

本
質
は
―
―
事
物
の
本
質
と
い
え
ば
近
代
の
科
学
的
意
識
に
と
っ
て
は
「
法
則
」
を
意
味
す
る
の
に
反
し
て
―
―

事
物
の
イ
デ
ア
的
統
一
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
が
如
き
「
自
体
」
で
あ
る
。
本
質
は
も
と
よ
り
現
象
学
に
於

て
純
粋
に
内
在
的
に
見
ら
れ
、
か
く
て
ノ
エ
マ
と
し
て
特
性
づ
け
ら
れ
て
、
作
用
の
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
ス
即
ち

ノ
エ
シ
ス
と
の
分
つ
べ
か
ら
ざ
る
聯
関
に
お
か
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
意
識
は
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
の
構
造

を
有
す
る
。
彼
の
現
象
学
は
本
来
理
性
の
現
象
学
で
あ
る
。
理
性
は
新
カ
ン
ト
学
派
、
就
中
コ
ー
ヘ
ン
な
ど
に
於

て
、
純
粋
に
論
理
的
な
も
の
と
解
さ
れ
た
の
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
再
び
存
在
論
的
な
も
の
に
戻
し
た
人
で

あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

今
や
理
性
の
批
判
が
到
る
処
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
先
ず
こ
れ
を
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
に
対
す
る
批

判
の
名
に
於
て
遂
行
し
た
。
彼
に
於
て
も
見
ら
れ
る
近
代
自
然
科
学
、
殊
に
進
化
論
の
世
界
観
へ
の
影
響
は
こ
の

批
判
に
と
っ
て
決
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
も
ま
た
こ
の
傾
向
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
ロ

ゴ
ス
即
ち
理
性
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
、
従
来
の
殆
ど
凡
て
の
哲
学
に
と
っ
て
根
本
的
な
、
そ
し
て
な

ん
ら
吟
味
さ
れ
る
こ
と
を
要
し
な
い
自
明
な
前
提
と
な
っ
て
い
た
命
題
が
今
や
根
柢
か
ら
動
揺
さ
せ
ら
れ
つ
つ
あ

る
の
で
あ
る
。
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
な
も
の
で
あ
り
、
絶
対

的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
間
は
自
己
の
存
在
の
確
実
性
を
み
ず
か
ら
に
於
て
も
ち
、
従
っ
て
こ
の
存
在
そ
の
も
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の
に
つ
い
て
具
体
的
に
、
根
源
的
に
問
う
こ
と
を
し
な
い
。
し
か
る
に
ひ
と
た
び
こ
の
信
仰
に
し
て
動
揺
さ
せ
ら

れ
る
な
ら
ば
、
彼
は
自
己
確
実
性
を
失
い
、
自
己
の
現
実
の
存
在
に
つ
い
て
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
ど
こ
ま
で
も

問
う
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
か
か
る
傾
向
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
。
現
今
注
目
す
べ
き

神
学
上
の
運
動
を
展
開
し
つ
つ
あ
る
バ
ル
ト
一
派
の
カ
ル
ヴ
ィ
ン
主
義
者
た
ち
は
こ
の
人
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
人
々
は
考
え
る
、
人
間
は
神
的
な
、
自
己
確
実
な
存
在
で
な
く
、
却
っ
て
神
学
上
原
罪
と
呼
ば
れ
て
来

た
も
の
が
彼
の
こ
の
世
界
に
於
け
る
現
実
の
状
況
で
あ
る
。
彼
等
は
人
間
を
神
の
位
置
に
据
え
る
あ
ら
ゆ
る
思
想

に
決
定
的
に
反
対
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
実
に
こ
の
よ
う
な
傾
向
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
理
性
な
き

現
象
学
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
人
間
は
ロ
ゴ
ス
を
有
す
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
命
題
に
於
て
、
彼
は
ロ

ゴ
ス
を
理
性
と
解
せ
ず
し
て
、
却
っ
て
現
実
の
人
間
の
言
葉
と
解
す
る
。
自
己
確
実
性
を
も
た
ぬ
人
間
の
唯
一
の

根
源
的
な
態
度
は
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
絶
え
ま
な
き
問
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
こ
そ
ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
哲
学
の
出
発
点
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

三

か
く
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
に
と
っ
て
存
在
と
は
人
間
を
意
味
す
る
。「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
現
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論

象
学
本
来
の
要
求
は
最
も
現
実
的
な
存
在
と
し
て
の
人
間
へ
の
接
近
を
要
求
す
る
。
し
か
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
人

間
の
「
本
質
」
を
問
題
に
す
る
の
で
な
く
人
間
の
「
状
況
」
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
的
存
在
は

世
界
に
於
け
る
存
在
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
世
界
と
い
う
の
は
我
々
の
出
会
う
も
の
一
般
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
世

界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
が
そ
れ
と
の
交
渉
に
於
て
世
界
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
世
界
は
有

意
味
性
を
担
っ
て
い
る
。
人
間
は
世
界
に
於
て
如
何
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
的
存
在
と
し
て
あ
る
の
で
あ

る
。
現
実
的
と
は
自
己
を
み
ず
か
ら
に
於
て
開
示
せ
る
も
の
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
人
間
の
自
己
開
示
は
そ
の
直

接
性
に
於
て
は
状
態
性
で
あ
る
。
状
態
性
と
い
う
の
は
普
通
に
気
持
ま
た
は
気
分
と
い
う
の
と
同
じ
で
、
世
界
に

於
て
在
る
こ
と
は
い
つ
で
も
或
る
気
持
に
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
状
態
性
の
う
ち
重
要
な
も
の
と
し
て
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
は
恐
怖
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
る
に
人
間
の
自
己
開
示
は
い
わ
ば
対
自
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
理
解
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
理
解
に
於
て
現
実
的
存
在
は
自
己
自
身
へ
の
関
係
を
み
ず
か
ら
含
ん
で
い
る
。
理
解
は

そ
れ
ぞ
れ
状
態
的
な
理
解
で
あ
る
。
世
界
に
於
て
在
る
こ
と
の
状
態
的
な
理
解
は
話
と
し
て
言
表
さ
れ
る
。
話
に

於
て
人
間
は
自
己
を
共
同
世
界
即
ち
世
間
に
向
っ
て
伝
え
る
。
か
く
て
言
葉
に
於
て
現
実
的
存
在
の
自
己
開
示
は

公
共
的
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
は
現
実
的
存
在
の
自
己
開
示
―
―
こ
れ
が
現
象
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
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―
―
の
過
程
の
叙
述
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の
根
源
と
な
り
、
人
間
の
存
在
の
動
性
の
源
泉
で
あ
る
も
の
は
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
ゾ
ル
ゲ
（
関
心
）
と
呼
ば
れ
る
。
在
る
も
の
は
凡
て
関
心
に
於
て
現
実
的
と
な
り
、
関
心
に
於

て
顕
に
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
関
心
の
う
ち
最
も
根
源
的
な
も
の
は
死
に
対
す
る
関
心
で
あ
る
。
蓋
し
死
は
現
実

的
存
在
の
終
末
と
し
て
こ
の
存
在
そ
の
も
の
に
属
す
る
。
死
の
関
心
に
於
て
如
何
に
交
渉
す
る
か
に
於
て
人
間
の

存
在
は
そ
の
存
在
性
を
最
も
顕
に
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
関
心
の
構
造
か
ら
し
て
時
間
性
を
解
明
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
現
実
的
存
在
の
具
体
的
な
動
性
と
し
て
の
時
間
性
に
あ
っ
て
最
も
根
本
的
な
の
は
未
来

で
あ
る
。
死
の
根
源
性
の
た
め
に
人
間
の
根
本
的
状
態
性
は
不
安
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
ま
た
生
の
自
己

開
示
の
過
程
は
生
の
自
己
逃
避
の
過
程
と
し
て
現
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
の
特
色
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
終
末
観
的
な
も
の
、
換
言
す
れ
ば
生
の

終
末
と
し
て
の
死
か
ら
の
生
の
解
釈
で
あ
る
。
彼
の
現
実
的
存
在
即
ち
人
間
は
か
く
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
で

あ
る
。
我
々
は
彼
の
哲
学
の
先せ
ん
し
ょ
う蹤を
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
や
パ
ス
カ
ル
、
ま
た
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
見
出

す
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
も
の
か
ら
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
的
な
も
の
へ
還
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
フ
ッ
サ

ー
ル
の
現
象
学
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
へ
の
転
向
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
こ
に
現
代
の
理
性
の
哲
学
一
般
に

対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
於
け
る
新
し
き
も
の
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
離
れ
て
み
る
と
き
、
彼
の
現
実
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論

的
存
在
は
社
会
性
を
も
た
ず
、
彼
の
い
う
歴
史
性
も
ま
た
主
観
的
で
あ
っ
て
客
観
的
で
は
な
い
。
こ
こ
に
彼
の
存

在
論
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
と
の
相
違
が
あ
る
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
現
象
学
は
、
理
性
の
現
象
学
で
あ
る
が
故

に
特
に
現
代
的
で
あ
り
得
ず
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
は
主
観
的
個
人
的
で
あ
る
が
た
め
に
優
れ
て
現
代
的
で

あ
り
得
な
い
と
評
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
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資
本
論
の
冒
涜

―
―
二
木
保
幾
教
授
の
論
説	 i

を
読
み
て
―
―		

【1930.2

】

一

マ
ル
ク
ス
経
済
学
は
自
覚
さ
れ
た
方
法
論
を
も
っ
て
武
装
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
こ
の
経
済
学
の
強
味
で
あ
っ

て
、
そ
の
方
法
論
的
な
も
の
に
対
す
る
意
識
な
し
に
そ
れ
を
倒
そ
う
と
す
る
者
は
却
っ
て
み
ず
か
ら
倒
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
わ
が
国
に
於
け
る
マ
ル
ク
ス
価
値
論
の
排
撃
の
幾
多
の
試
み
が
失
敗
に
帰
し
た
後
に
、
方
法

論
に
つ
い
て
特
別
な
関
心
と
教
養
と
更
に
自
信
と
を
有
せ
ら
れ
る
二
木
保
幾
教
授
が
終
に
こ
の
排
撃
の
舞
台
へ
打

っ
て
出
ら
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
な
い
。
し
か
し
マ
ル
ク
ス
は
教
授
の
学
的
功
名
心
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
な

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

二
木
教
授
は
先
ず
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
が
平
均
観
察
を
基
礎
と
す
る
こ
と
を
云
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ
自

体
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
正
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
教
授
は
か
か
る
い
わ
ゆ
る
平
均
観
察
が
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
彼

i　

二
木
氏
の
中
央
公
論
の
論
文
は
『
三
木
清
関
連
資
料　

第
一
輯
』
第
一
部
に
収
録
し
て
い
る
。



九
五

資
本
論
の
冒
涜

の
経
済
学
の
最
も
一
般
的
方
法
論
的
特
色
た
る
客
観
的
社
会
的
立
場
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
充
分
注
意
さ
れ

て
い
な
い
。
反
対
に
教
授
は
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
場
に
立
っ
て
平
均
を
理
解
さ
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

平
均
は
教
授
に
於
て
は
、個
物
を
も
っ
て
現
実
的
な
も
の
と
し
そ
れ
か
ら
出
発
し
て
作
ら
れ
た
構
成
物
に
過
ぎ
ぬ
。

従
っ
て
そ
れ
は
第
二
次
的
な
も
の
若
く
は
第
三
次
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
平
均
は
も
と
よ
り
特
殊
な
歴
史
的

規
定
を
み
ず
か
ら
に
於
て
具
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
て
は
マ
ル
ク
ス
の
い
う
価
値
は
影
の
如
き
存
在
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
い
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
は
云
っ
て
い
る
、「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
洒
落
【W

itz

機
智
】
は
、
生
産

の
な
ん
ら
意
識
的
な
、
社
会
的
な
統
制
が
先
天
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
ま
さ
に
存
し
て
い
る
。
理
性
的

な
も
の
そ
し
て
自
然
必
然
的
な
も
の
は
た
だ
盲
目
的
に
作
用
す
る
平
均
と
し
て
の
み
自
己
を
貫
徹
す
る
。＊

」
こ
の

簡
単
な
言
葉
の
う
ち
に
マ
ル
ク
ス
の
い
う
平
均
の
意
味
は
最
も
明
瞭
に
表
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
平
均
は
盲

目
的
な
平
均
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
う
ち
に
、
そ
の
生
産
が
無
統
制
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け

一
層
強
く
、
自
己
を
貫
徹
し
つ
つ
あ
る
現
実
で
あ
る
。
か
か
る
自
然
必
然
的
な
平
均
こ
そ
こ
の
社
会
に
於
け
る
理

性
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
マ
ル
ク
ス
に
と
っ
て
価
値
は
影
の
如
き
抽
象
物
で
な
く
、
却
っ
て
資
本

家
社
会
の
諸
対
象
の
ま
さ
に
「
対
象
性
」
そ
の
も
の
を
形
作
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

＊　

ク
ー
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
、
五
四
頁
【to K

ugelm
ann 1868.7.11

】。
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マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
商
品
の
価
値
を
形
成
す
る
実
体
は
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
で
あ
り
、
こ
の
価
値
の
量
は
こ

の
労
働
の
量
に
よ
っ
て
測
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
い
わ
ゆ
る
平
均
観
察
は
如
何
に
は
た
ら
い
て
い
る
か
。「
と
こ
ろ
で

商
品
の
価
値
は
人
間
的
労
働
そ
の
も
の
を
、
人
間
的
労
働
一
般
の
支
出
を
表
示
す
る
。」
と
彼
は
云
う
。「
そ
れ
は
特

殊
な
発
達
を
し
て
い
な
い
あ
ら
ゆ
る
普
通
の
人
間
が
、
平
均
的
に
彼
の
身
体
的
有
機
体
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
と
こ

ろ
の
、
単
純
な
労
働
力
の
支
出
で
あ
る
。
単
純
な
平
均
労
働
そ
の
も
の
は
、
異
な
っ
た
国
々
と
異
な
っ
た
文
化
諸
時

代
と
で
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
性
質
を
変
ず
る
が
、
し
か
し
一
の
現
存
の
社
会
で
は
与
え
ら
れ
て
い
る
。
複
雑
労
働
は

自
乗
さ
れ
た
ま
た
は
む
し
ろ
倍
加
さ
れ
た
単
純
労
働
と
し
て
の
み
妥
当
し
、
か
く
て
複
雑
労
働
の
よ
り
小
な
る
分
量

は
単
純
労
働
の
よ
り
大
な
る
分
量
に
等
し
く
な
る
。
こ
の
還
元
が
絶
え
ず
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
経
験
が
示
し
て
い

る
。＊
」
価
値
の
実
体
を
な
す
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
は
単
純
な
平
均
労
働
と
し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の

と
き
平
均
は
抽
象
的
な
構
成
物
と
考
え
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
一
定
の
社
会
に
於
て
は
「
与
え
ら
れ
て
」

お
り
、「
経
験
が
示
す
」
と
こ
ろ
の
客
観
的
な
現
実
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク
ス
は
他
の
箇
所
で
更
に
明
瞭
な

言
葉
を
も
っ
て
語
る
、「
商
品
の
交
換
価
値
を
そ
れ
ら
の
も
の
に
含
ま
れ
る
労
働
時
間
で
測
定
す
る
た
め
に
は
、
種
々

な
る
諸
労
働
そ
れ
自
体
が
、
無
差
別
な
、
一
様
な
、
単
純
労
働
に
、
簡
単
に
云
え
ば
、
質
的
に
は
同
じ
で
あ
り
従
っ

て
た
だ
量
的
に
の
み
区
別
さ
れ
る
労
働
に
、
還
元
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。」「
か
か
る
還
元
は
一
の
抽
象
の
よ



九
七

資
本
論
の
冒
涜

う
に
思
わ
れ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
社
会
的
生
産
過
程
の
な
か
で
日
々
成
し
遂
げ
ら
れ
る
一
の
抽
象
で
あ
る
。
凡
て
の

商
品
の
労
働
時
間
へ
の
解
消
は
、
凡
て
の
有
機
体
の
原
素
へ
の
解
消
に
比
し
て
、
決
し
て
よ
り
大
な
る
程
度
の
抽
象

で
は
な
い
が
ま
た
同
時
に
そ
れ
と
同
じ
程
度
に
於
て
の
実
在
的
な
る
抽
象
で
あ
る
。＊
＊」

＊　

岩
波
文
庫
版
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
分
冊
五
四
頁
。【
第
一
章
第
二
節
「
商
品
に
表
現
さ
れ
た
労
働
の
二
重
性
」
半
ば
】

＊
＊　

河
上
・
宮
川
訳
『
経
済
学
批
判
』
九
頁
。【
第
一
章
「
商
品
」】

こ
こ
で
ま
た
我
々
は
マ
ル
ク
ス
が
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
と
い
う
場
合
の
「
抽
象
的
」
が
如
何
な
る
意
味
の
も

の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
知
る
こ
と
が
出
来
る
。彼
が
こ
の
概
念
を
平
均
労
働
の
概
念
を
も
っ
て
表
現
し
た
の
は
、

一
面
に
於
て
、
こ
こ
に
い
う
抽
象
的
が
決
し
て
非
現
実
的
な
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼

は
、「
一
般
的
な
人
間
労
働
と
い
う
こ
の
抽
象
物
は
、
与
え
ら
れ
た
る
社
会
の
平
均
的
個
人
の
各
々
が
為
し
得
る

平
均
労
働
に
於
て
、現
実
に
存
在
す
る
。」と
述
べ
て
い
る
。
総
じ
て
弁
証
法
に
於
け
る
諸
範
疇
並
び
に
諸
概
念
は
、

そ
れ
ら
の
も
の
が
社
会
的
歴
史
的
事
実
に
相
応
す
る
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
が
抽
象
的
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
現
実
的
で
あ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
反
対
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
社
会
的
歴
史
的
存
在
そ
の
も
の
が
、
そ
の
発
展
の
過
程
に
於
て
、
か
く
の
如
き
抽
象
的
な
範
疇
ま
た
は
概
念

に
よ
っ
て
現
実
的
に
表
現
さ
れ
得
る
が
如
き
事
実
を
み
ず
か
ら
抽
象
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
抽
象
は
何
よ
り
も



九
八

「
社
会
的
生
産
過
程
の
う
ち
で
日
々
成
し
遂
げ
ら
れ
る
抽
象
」
で
あ
り
、「
実
在
的
な
る
抽
象
」
で
あ
る
。
か
か
る

存
在
そ
の
も
の
に
於
け
る
存
在
の
抽
象
が
歴
史
の
う
ち
に
行
わ
れ
て
い
る
が
故
に
、
弁
証
法
的
な
抽
象
的
な
理
論

は
、
理
論
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
現
実
的
で
あ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
諸
範
疇
及
び
諸
概

念
は
凡
て
こ
の
よ
う
な
性
質
を
担
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
二
木
教
授
は
こ
の
こ
と
に
つ
い

て
な
ん
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
そ
し
て
教
授
は
、マ
ル
ク
ス
は
「
価
値
を
一
の
類
概
念
と
し
て
規
定
し
た
」

と
云
い
、
ま
た
そ
の
商
品
は
「
商
品
の
類
概
念
で
あ
る
」
と
云
わ
れ
る
。
類
概
念
と
い
う
言
葉
は
形
式
論
理
学
の

言
葉
で
あ
っ
て
、
弁
証
法
的
な
概
念
構
成
と
は
ま
さ
に
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア
ト
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立

場
に
於
て
構
成
さ
れ
た
る
、
非
現
実
的
な
、
従
っ
て
非
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。

社
会
的
歴
史
的
な
立
場
は
マ
ル
ク
ス
経
済
学
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
。こ
れ
を
離
れ
て
そ
れ
の
ひ
と
つ
の
概
念
、

ひ
と
つ
の
範
疇
と
雖
も
理
解
さ
れ
な
い
。
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
ま
た
は
平
均
労
働
が
現
実
的
で
あ
る
の
は
も
と

よ
り
一
定
の
社
会
的
条
件
の
も
と
に
於
て
で
あ
る
。
か
か
る
抽
象
性
ま
た
は
平
均
性
に
於
け
る
労
働
は
、
そ
れ
自

体
が
や
は
り
歴
史
的
諸
関
係
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
個
人
が
容
易
に
一
の
労
働
か
ら
他
の
労
働
に
移
っ
て

ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
労
働
の
一
定
種
類
が
個
人
に
と
っ
て
偶
然
で
あ
り
従
っ
て
無
関
心
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

一
の
社
会
形
態
に
相
応
す
る
。」
そ
れ
は
、
資
本
主
義
社
会
に
於
て
の
如
く
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
労
働
生
産
物
の



九
九

資
本
論
の
冒
涜

全
面
的
な
譲
渡
に
よ
り
、
そ
れ
ら
の
生
産
物
に
現
れ
た
現
実
的
な
種
々
な
る
種
類
の
労
働
が
極
め
て
発
展
せ
る
一

個
の
「
総
体
性
」
を
形
作
る
に
至
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
量
的
な
事
実

を
全
体
的
に
考
察
す
る
と
き
に
於
て
の
み
、
マ
ル
ク
ス
の
い
う
平
均
の
意
味
は
把
握
さ
れ
得
る
。
そ
の
と
き
我
々

は
、
ロ
ー
ザ
の
云
っ
た
如
く
、「
こ
の
平
均
は
、
単
に
一
の
理
論
上
の
思
想
形
象
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ

て
ま
た
一
の
実
在
的
な
、
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
。＊

」
こ
と
を
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
は
こ

の
よ
う
な
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
を
説
明
し
て
い
う
、「
裁
縫
労
働
と
織
物
労
働
と
は
質
的
に
異
な
る
神
経
的
活

動
で
は
あ
る
が
、
両
者
と
も
に
、
人
間
の
脳
髄
、
筋
肉
、
神
経
、
手
、
等
々
の
生
産
的
な
支
出
で
あ
り
、
且
つ
か

か
る
意
味
に
於
て
両
者
と
も
に
人
間
労
働
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
人
間
の
労
働
力
を
支
出
す
る
に
つ
い
て
の
二
つ
の

異
な
れ
る
形
態
た
る
に
過
ぎ
な
い
。」
こ
の
こ
と
か
ら
二
木
保
幾
教
授
は
極
め
て
奇
抜
な
結
論
を
引
き
出
さ
れ
る
。

曰
く
、「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
抽
象
は
価
値
の
社
会
的
性
質
を
す
ら
も
抽
象
し
去
っ
て
い
る
。」
即
ち
教
授
に
よ
れ
ば
、

「
然
し
人
間
の
脳
髄
、
筋
肉
等
々
の
生
産
的
行
使
は
総
べ
て
の
形
態
の
有
用
労
働
に
共
通
し
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、

此
の
共
通
性
に
は
社
会
的
性
質
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
其
れ
は
生
理
的
関
係
で
あ
っ
て
社
会
的
関
係
で
は

な
い
。」
然
し
な
が
ら
マ
ル
ク
ス
の
考
察
の
仕
方
は
、教
授
の
そ
れ
と
は
逆
に
、か
か
る
い
わ
ゆ
る
「
生
理
的
関
係
」

そ
の
も
の
を
社
会
的
に
見
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
マ
ル
ク
ス
は
労
働
者



一
〇
〇

の
か
か
る
身
体
的
な
生
理
的
な
労
働
力
を
そ
れ
自
身
ま
た
一
個
の
商
品
と
し
て
観
察
す
る
。
そ
し
て
「
労
働
力
の

価
値
は
、
凡
て
の
他
の
商
品
と
同
じ
く
、
こ
の
特
殊
な
商
品
の
生
産
に
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
再
生
産
に
必
要
な
る

労
働
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。」
と
彼
は
考
え
る
。
第
二
に
、
彼
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
か
か
る
い
わ
ゆ

る
生
理
的
関
係
は
た
だ
特
定
の
社
会
的
歴
史
的
条
件
の
も
と
に
於
て
の
み
、
一
般
的
な
労
働
と
し
て
、
社
会
的
意

味
を
担
う
、
と
説
く
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
手
工
業
的
な
、
そ
こ
で
は
労
働
が
個
人
に
統
合
し
て
或
る
特
殊
性
に

成
長
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
如
き
生
産
関
係
に
あ
っ
て
は
、
も
と
よ
り
社
会
的
意
味
を
も
ち
得
な
い
。
第
三
に
、
こ
の

よ
う
な
生
理
的
関
係
な
る
も
の
は
、
生
理
的
関
係
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
―
―
そ
れ
は
生
理
学
に
属
す
る
で

あ
ろ
う
―
―
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
生
産
的
な
「
労
働
力
」
と
し
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く

の
如
く
に
し
て
マ
ル
ク
ス
は
実
に
抽
象
的
な
人
間
的
労
働
を
も
っ
て
諸
商
品
に
共
通
な
「
社
会
的
実
体
」
と
呼
ん

で
い
る＊
＊。
二
木
教
授
に
対
し
て
な
お
マ
ル
ク
ス
は
次
の
言
葉
を
記
し
て
い
る
。「
商
品
体
の
感
性
的
に
粗
い
対
象

性
と
は
正
反
対
に
、
商
品
体
の
価
値
対
象
性
の
中
に
は
自
然
的
物
材
の
一
分
子
だ
に
入
り
込
ん
で
い
な
い
。
だ
か

ら
我
々
は
如
何
に
個
々
の
商
品
を
捻
り
廻
し
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
は
到
底
価
値
物
と
し
て
把
握
さ
れ
得
な
い
。
け

れ
ど
も
我
々
が
も
し
、
商
品
は
同
一
の
社
会
的
単
位
の
、
人
間
労
働
の
、
表
現
で
あ
る
限
り
に
於
て
の
み
価
値
対

象
性
を
有
す
る
こ
と
、そ
れ
故
に
そ
の
価
値
対
象
性
は
純
粋
に
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
す
な
ら
ば
、



一
〇
一

資
本
論
の
冒
涜

商
品
の
価
値
対
象
性
は
た
だ
商
品
と
商
品
と
の
社
会
的
関
係
に
於
て
の
み
現
れ
得
る
も
の
な
る
こ
と
も
ま
た
自
明

で
あ
る
。」	 i

し
か
る
に
二
木
保
幾
氏
の
マ
ル
ク
ス
解
釈
を
一
般
的
に
特
色
づ
け
る
も
の
は
そ
の
非
社
会
的
な
、従
っ

て
ま
た
非
歴
史
的
な
見
方
で
あ
る
。

＊　

益
田
・
高
山
訳
、
ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
『
資
本
蓄
積
論
』
一
〇
頁
。

＊
＊　

岩
波
文
庫
版
『
資
本
論
初
版
鈔
』
二
七
頁
。

二

さ
て
二
木
教
授
の
マ
ル
ク
ス
価
値
論
に
対
す
る
第
一
の
疑
問
な
る
も
の
は
こ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
マ
ル
ク
ス

が
交
換
さ
れ
る
二
種
類
の
商
品
は
価
値
に
於
て
相
等
し
い
も
の
だ
と
云
う
こ
と
を
前
提
し
、
然
か
も
此
の
前
提
を

勿
論
証
明
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。」
こ
の
疑
問
は
も
と
よ
り
な
ん
ら
新
し
き
も
の
で
な
く
、
人
々

に
よ
っ
て
屡
々
繰
り
返
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
教
授
の
文
章
の
う
ち
に
は
二
つ
の
も
の
が
含
ま
れ

て
い
る
、
即
ち
、
等
価
物
同
志
の
交
換
と
い
う
こ
と
を
マ
ル
ク
ス
は
「
前
提
し
」、
そ
し
て
彼
は
こ
の
前
提
を
も

ち
ろ
ん
「
証
明
し
て
い
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、そ
れ
は
或
る
意
味
で
は
「
前

i　
『
資
本
論
』
第
一
章
第
三
節
「
価
値
形
態
ま
た
は
交
換
価
値
」
の
第
二
段
落
。



一
〇
二

提
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
そ
れ
は
「
現
実
」
で
あ
り
、
現
実
で
あ
る
限
り
そ
れ
は
指
示
さ
れ
れ
ば
よ
い
の

で
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
証
明
を
要
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
そ
れ
は
如
何
な
る
意
味
に
於
て
一
の
現
実
で
あ
る

か
。
マ
ル
ク
ス
は
商
品
生
産
を
も
っ
て
「
そ
こ
で
は
盲
目
的
に
作
用
す
る
無
規
則
性
の
平
均
法
則
と
し
て
の
み
規

則
が
自
己
を
貫
徹
し
得
る
と
こ
ろ
の
生
産
の
仕
方
」
と
し
て
特
色
づ
け
て
い
る
。
彼
の
価
値
法
則
は
か
く
の
如
き

商
品
生
産
社
会
に
於
け
る
平
均
法
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
。「
平
均
に
於
て
等
価
物
同
志
が
交
換
さ
れ
且
つ
各
人
は

た
だ
商
品
を
も
っ
て
の
み
商
品
を
買
う
。」
と
彼
は
云
う
。
し
か
る
に
平
均
は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
単
に

一
の
理
論
上
の
思
想
形
象
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
却
っ
て
ま
た
一
の
実
在
的
な
、
客
観
的
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ

は
た
だ
個
々
の
事
実
に
捉
は
れ
る
こ
と
な
く
、
大
量
的
な
、
社
会
的
な
観
察
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
得

る
現
実
で
あ
る
。
等
価
物
同
志
の
交
換
が
現
実
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
普
通
に
人
々
は
価
格
の

み
を
も
っ
て
事
実
で
あ
る
と
見
做
し
て
い
る
。
価
格
か
ら
価
値
へ
進
む
と
い
う
こ
と
は
、
レ
ー
ニ
ン
の
語
を
用
い

れ
ば
、「
偶
然
的
な
個
々
別
々
の
関
係
か
ら
正
常
的
な
大
量
関
係
に
進
む
」
こ
と
で
あ
る
。＊

そ
れ
は
同
時
に
事
物

の
現
象
形
態
か
ら
そ
の
本
質
に
貫
き
入
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
本
質
は
純
粋
な
も
の
で
あ
る
。「
そ
の
純
粋
な
姿

に
於
て
は
、
商
品
交
換
は
等
価
物
同
志
の
交
換
で
あ
る
。」
然
し
な
が
ら
「
事
物
は
現
実
に
於
て
純
粋
に
は
起
ら

な
い
」
と
い
う
意
味
に
於
て
、
そ
し
て
そ
の
意
味
に
於
て
の
み
は
、
等
価
物
同
志
の
交
換
と
い
う
こ
と
は
な
お
一



一
〇
三

資
本
論
の
冒
涜

の
「
前
提
」
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
前
提
と
し
て
勝
手
気
侭
な
も
の
で
あ
る
の
で
な

く
、
却
っ
て
ま
さ
に
現
実
的
な
前
提
で
あ
る
。

＊　

河
上
訳
『
レ
ー
ニ
ン
の
弁
証
法
』
一
二
頁
。

こ
こ
で
次
の
こ
と
が
云
っ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
事
物
を
そ
の
純
粋
な
本
質
に
於
て
考
察
す
る
た
め
に
は
抽

象
が
必
要
で
あ
る
。
経
済
現
象
の
形
態
の
背
後
に
隠
れ
て
い
る
実
質
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
理
論
経
済
学

は
抽
象
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
抽
象
な
く
し
て
一
般
に
科
学
は
あ
り
得
な
い
。「
抽
象
す
る
こ
と
は
全
く
原
則

的
な
方
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
経
済
関
係
の
内
部
的
秩
序
を
研
究
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
と
レ
ー
ニ
ン
も
云
っ
て
い
る
。
具
体
的
な
現
象
は
直
接
に
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

例
え
ば
、
価
格
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
も
し
我
々
が
価
格
の
本
質
を
把
握
し
、
そ
れ
を
支
配
す
る
法
則
を
見

出
そ
う
と
し
て
、
具
体
的
な
価
格
か
ら
直
接
に
出
発
す
る
と
す
れ
ば
、
我
々
は
な
ん
ら
の
結
果
に
も
到
達
す
る
こ

と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
「
具
体
物
が
具
体
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
多
く
の
諸
規
定
の
総
括
で
あ
り
、
従

っ
て
多
様
の
統
一
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。＊

」
マ
ル
ク
ス
の
此
言
葉
は
全
く
弁
証
法
の
精
神
に
於
て
語
ら
れ
て
い
る
。

即
ち
、
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
事
実
、
真
に
実
際
な
、
一
切
の
現
象
は
、
通
常
な
ん
ら
か
の
一
個
の
法
則
の
作
用
の
結

果
で
は
な
く
し
て
、
一
系
列
の
法
則
及
び
極
め
て
雑
多
な
る
影
響
の
交
錯
、
並
び
に
そ
の
相
互
制
約
の
結
果
で
あ



一
〇
四

る
。
か
く
て
例
え
ば
、
価
格
は
価
値
法
則
の
現
れ
で
あ
る
。
し
か
し
資
本
主
義
社
会
に
あ
っ
て
は
価
格
の
大
い
さ

は
平
均
利
潤
の
法
則
の
影
響
の
も
と
に
変
動
す
る
。
な
お
現
存
社
会
に
於
け
る
資
本
主
義
的
要
素
と
非
資
本
主
義

的
要
素
と
の
相
互
関
係
も
ま
た
価
格
の
大
い
さ
に
対
し
て
働
ら
き
か
け
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
需
要
供
給
の
相
互

関
係
、
等
々
の
も
の
が
之
に
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
凡
て
の
要
素
の
結
合
の
結
果
が
資
本
主
義
社
会

に
於
け
る
価
格
な
の
で
あ
る
。
い
ま
も
し
か
か
る
事
柄
に
し
て
完
全
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
二
木
保
幾
教
授
の

論
文
の
全
体
の
構
成
が
如
何
に
非
方
法
的
で
あ
り
、
従
っ
て
非
科
学
的
で
あ
る
か
が
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
具

体
的
な
も
の
を
「
多
様
の
統
一
」
と
し
て
、「
多
く
の
諸
規
定
の
総
括
」
と
し
て
初
め
て
「
結
果
せ
し
め
る
」
と

い
う
、
資
本
論
の
弁
証
法
的
構
成
に
つ
い
て
、
教
授
は
何
事
も
理
解
さ
れ
ざ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
却
っ
て
教

授
は
マ
ル
ク
ス
資
本
論
の
中
か
ら
た
だ
勝
手
に
随
意
の
箇
所
を
取
り
出
し
、
そ
こ
に
取
り
出
さ
れ
た
具
体
物
ま
た

は
複
雑
な
範
疇
を
ば
そ
の
組
成
要
素
に
綺
麗
に
分
解
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
マ
ル
ク
ス
価
値
論
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る

矛
盾
に
つ
い
て
云
々
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
清
潔
は
、
一
般
に
科
学
の
、
特
に
弁
証
法
的
な
科
学
の

憎
む
と
こ
ろ
で
あ
る
。
弁
証
法
的
な
科
学
は
た
だ
一
歩
一
歩
と
「
抽
象
か
ら
具
体
へ
上
昇
す
る
方
法
」＊
＊

に
よ
っ
て

の
み
把
握
さ
れ
得
る
。一
切
を
一
緒
に
混
合
す
る
と
こ
ろ
に
は
も
と
よ
り
な
ん
の
方
法
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

＊　

河
上
・
宮
川
訳
『
経
済
学
批
判
序
説
』
三
七
頁
。
な
お
村
正
【
村
田
正
】
訳
、
コ
ー
ン
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
経
済
学



一
〇
五

資
本
論
の
冒
涜

の
方
法
論
』
三
四
頁
以
下
参
照
。

＊
＊　

前
掲
箇
所
、
三
八
頁
。

し
か
る
に
か
く
の
如
く
事
物
の
本
質
を
純
粋
に
見
出
す
た
め
に
マ
ル
ク
ス
経
済
学
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
な
役
割

を
演
じ
て
い
る
と
こ
ろ
の
一
の
方
法
論
的
な
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
平
衡
の
公
準
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。＊

。

マ
ル
ク
ス
学
説
の
解
説
に
あ
た
っ
て
普
通
に
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
も
の
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
我
々
は
二
木
教
授
の
疑
問
な
る
も
の
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
生
産
関
係
の
資
本
主
義
的
体
系
を

理
論
的
に
把
握
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
生
産
関
係
の
存
在
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
体
系
に
し
て
現
存
し
て

い
る
以
上
、
社
会
的
諸
欲
望
は
、
充
分
に
か
不
充
分
に
か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
満
足
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
る
に
資
本
主
義
社
会
の
よ
う
に
、
社
会
的
分
業
を
伴
う
社
会
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
事
実
は
全
体
系
の

う
ち
に
一
定
の
平
衡
が
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
理
論
経
済
学
の
問
題
は
こ
の

よ
う
な
平
衡
の
法
則
を
発
見
す
る
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
問
題
を
次
の
よ
う

に
提
出
し
た
。
平
衡
は
存
在
し
て
い
る
、
如
何
に
し
て
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
。
平
衡
は
破
壊
さ
れ
て
い
る
、
如

何
に
し
て
そ
れ
が
再
建
さ
れ
る
か
。
こ
れ
が
平
衡
の
公
準
と
呼
ば
れ
る
方
法
論
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
理
論

経
済
学
を
ま
さ
に
理
論
経
済
学
と
し
て
成
立
せ
し
め
る
一
の
前
提
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
前
提
た
る
や
同
時
に
ま



一
〇
六

た
一
の
事
実
で
あ
る＊
＊。

社
会
的
体
系
を
平
衡
の
見
地
か
ら
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
か
の
予
定
調
和

の
思
想
と
は
な
ん
の
か
か
わ
り
も
な
き
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
考
察
は
こ
の
社
会
的
体
系
の
「
存
在
」
の
事

実
並
び
に
こ
の
体
系
の
「
発
展
」
の
事
実
か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
る
、
そ
し
て
こ
の
体
系
に
発
展
が
あ
る
と
い
う

こ
と
は
そ
の
平
衡
が
静
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
実
に
可
動
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
種
々
な
る
生
産
部
面
が
か
よ
う
に
絶
え
ず
平
衡
せ
ん
と
す
る
傾
向
は
、
こ
の
平

衡
の
間
断
な
き
撤
廃
に
対
す
る
反
動
た
る
こ
と
を
示
す
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
作
業
場
の
内
部
に
於
け
る
分
業
に
あ
っ

て
は
先
天
的
に
且
つ
計
画
的
に
規
律
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
が
、
社
会
の
内
部
に
於
け
る
分
業
に
あ
っ
て
は
こ
の

規
律
は
、
た
だ
内
的
な
、
無
言
の
、
市
場
価
格
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
の
変
動
の
う
ち
に
認
め
得
る
と
こ
ろ
の
、
商
品

生
産
者
の
無
規
律
な
気
侭
を
制
御
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
必
然
性
と
し
て
も
後
天
的
に
は
た
ら
く
の
み
で
あ
る
。
＊
＊
＊」

平
衡
の
原
則
も
ま
た
商
品
生
産
社
会
を
制
御
し
、
支
配
し
つ
つ
あ
る
一
の
暗
黙
な
自
然
必
然
的
な
も
の
、
理
性
的

な
も
の
で
あ
る
。

＊　

佐
野
文
夫
訳
、
ブ
ハ
リ
ン
『
転
形
期
の
経
済
学
』
一
八
二
頁
以
下
参
照
。

＊
＊　

ロ
ー
ザ
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
『
資
本
蓄
積
論
』
第
一
編
第
一
章
参
照
。

＊
＊
＊　
『
資
本
論
』（
エ
ン
ゲ
ル
ス
版
）
第
一
巻
三
二
一
頁
。【
第
一
二
章
第
四
節
「
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
テ
ュ
ア
内
部
の..

分
業
」】



一
〇
七

資
本
論
の
冒
涜

平
衡
の
原
則
が
こ
の
よ
う
に
自
然
必
然
的
な
も
の
、
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、「
抽
象
的
に
観
察
す
る

こ
と
、
即
ち
簡
単
な
る
商
品
流
通
の
内
在
的
諸
法
則
か
ら
流
出
せ
る
に
あ
ら
ざ
る
諸
事
情
を
度
外
視
す
る
こ
と
」

が
可
能
で
あ
り
、こ
の
可
能
性
が
同
時
に
現
実
性
を
担
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
見
地
か
ら
見
る
な
ら
ば
、

マ
ル
ク
ス
の
価
値
法
則
が
一
の
平
衡
法
則
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
有
名
な
彼
の
文
章
が
そ
の
こ

と
を
示
す
。「
種
々
な
る
欲
望
に
相
応
す
る
生
産
物
の
量
は
、
社
会
的
全
労
働
の
種
々
な
る
且
つ
分
量
的
に
規
定

さ
れ
た
る
量
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
子
供
も
知
っ
て
い
る
。
社
会
的
労
働
を
一
定
の
割
合
に
配
分
す
る

こ
と
の
か
か
る
必
然
性
は
、
決
し
て
社
会
的
生
産
の
一
定
の
形
態
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ

た
だ
そ
の
現
象
の
仕
方
を
変
じ
得
る
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
分
り
き
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
自
然
法
則
は
総

じ
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
歴
史
的
に
異
な
っ
た
状
態
の
も
と
で
変
じ
得
る
の
は
、
か
の
法
則
が
自
己
を

貫
徹
す
る
と
こ
ろ
の
形
態
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
社
会
的
労
働
の
聯
関
が
個
人
の
労
働
生
産
物
の
私
的
交
換
と

し
て
行
わ
れ
て
い
る
社
会
状
態
の
も
と
で
は
、
労
働
の
こ
の
比
例
的
な
配
分
が
実
現
さ
れ
る
そ
の
形
態
は
、
ま
さ

に
こ
れ
ら
生
産
物
の
交
換
価
値
で
あ
る
。＊

」
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
は
こ
こ
か
ら
出
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

ク
ー
ゲ
ル
マ
ン
へ
の
手
紙
、
五
三
、五
四
頁
。



一
〇
八

三

い
ま
も
し
右
に
い
う
平
衡
の
公
準
の
意
味
に
し
て
正
し
く
理
解
さ
れ
た
な
ら
ば
、
二
木
保
幾
教
授
の
疑
問
の
第

二
及
び
第
三
の
も
の
―
―
そ
こ
で
は
単
に
二
つ
の
論
点
が
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
も
の
が

無
雑
作
に
混
ぜ
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
―
―
の
多
く
は
消
滅
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、

「
商
品
の
そ
の
価
値
に
於
け
る
交
換
ま
た
は
売
却
は
合
理
的
な
も
の
、
そ
の
平
衡
の
自
然
的
法
則
で
あ
る
。
こ
れ

か
ら
出
発
し
て
、
こ
れ
と
の
相
違
を
説
明
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
逆
に
こ
の
相
違
か
ら
そ
の
法
則
そ
の
も
の
を
説
明

す
べ
き
で
な
い
。＊

」
彼
の
意
味
は
こ
う
で
あ
る
。
価
値
の
問
題
を
純
粋
に
提
示
し
且
つ
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
価

格
の
変
動
か
ら
眼
を
背
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
々
は
つ
ね
に
需
要
供
給
に
関
説
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
価
値
の
問
題

を
解
こ
う
と
す
る
（
二
木
教
授
も
そ
の
例
で
あ
る
）。
し
か
る
に
需
要
供
給
の
相
互
関
係
の
変
動
は
た
だ
価
値
と

価
格
と
の
背
離
を
説
明
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
価
値
自
体
を
説
明
し
得
る
も
の
で
な
い
。
商
品
の
価
値
の
何
物
で

あ
る
か
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
需
要
と
供
給
と
が
平
衡
を
保
つ
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
た
上
で
問
題

を
把
握
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
云
う
、「
需
要
と
供
給
と
は
事
実
に
於
て
は
決
し
て
一
致
し
な
い

…
…
…
し
か
し
経
済
学
に
あ
っ
て
は
そ
れ
は
一
致
す
る
と
仮
定
さ
れ
る
、
何
故
で
あ
る
の
か
。
諸
現
象
を
そ
の
合

法
則
的
な
、
そ
の
概
念
に
相
応
す
る
姿
に
於
て
観
察
せ
ん
が
た
め
、
云
い
換
え
れ
ば
そ
れ
を
需
要
供
給
の
変
動
に



一
〇
九

資
本
論
の
冒
涜

よ
っ
て
惹
き
起
さ
れ
る
仮
象
か
ら
独
立
に
観
察
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。＊
＊」
こ
こ
に
平
衡
の
公
準
の
方
法
論
的
意
味

は
見
紛
う
べ
く
も
な
く
明
ら
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
二
木
教
授
は
平
衡
の
か
か
る
方
法
論

的
意
味
に
つ
い
て
な
ん
ら
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
教
授
は
「
需
要
供
給
の
平
衡
状
態
に
あ

る
価
値
は
需
要
供
給
の
関
係
の
み
で
は
説
明
さ
れ
得
な
い
が
、
然
し
ま
た
此
の
関
係
か
ら
離
れ
て
も
説
明
さ
れ
得

な
い
。」
と
云
わ
れ
る
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
需
要
供
給
の
関
係
か
ら
離
れ
て
説
明
さ
れ
得
な
い
の

は
個
々
の
具
体
的
な
価
格
で
あ
っ
て
、
決
し
て
価
値
自
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

＊　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
部
一
六
七
頁
。

＊
＊　

前
掲
箇
所
一
六
九
頁
。

同
じ
よ
う
に
し
て
二
木
保
幾
教
授
の
他
の
疑
問
、
い
な
混
乱
も
ま
た
説
明
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
教
授
は
先
ず

資
本
論
の
「
第
一
巻
と
第
三
巻
と
の
間
に
於
け
る
著
し
い
相
違
は
競
争
が
第
三
巻
に
於
て
は
重
大
な
役
割
を
演

じ
て
い
る
」
と
こ
ろ
に
あ
る
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
か
ら
次
の
よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。「
競
争

が
先
ず
一
生
産
部
門
に
於
て
成
就
す
る
こ
と
は
…
…
市
場
価
値
…
…
の
構
成
で
あ
る
。
然
し
種
々
な
る
生
産
部

門
の
間
に
於
け
る
資
本
の
競
争
は
初
め
て
生
産
価
格
を
成
立
さ
せ
る
…
…
。
生
産
価
格
の
成
立
に
は
、
市
場
価
値

の
其
れ
よ
り
も
、
資
本
主
義
的
生
産
方
法
の
よ
り
高
き
発
達
を
必
要
と
す
る
。＊

」（
二
木
教
授
の
引
用
の
ま
ま
）。



一
一
〇

続
い
て
教
授
は
云
う
、「
斯
く
し
て
一
方
に
於
て
は
、
若
し
価
値
と
市
場
価
値
と
を
全
く
同
一
の
も
の
だ
と
す
れ

ば
、
第
一
巻
に
於
け
る
価
値
は
競
争
に
依
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
他
方
に
於

て
は
、
価
値
が
理
論
的
に
も
亦
歴
史
的
に
も
生
産
価
格
に
先
行
す
る
か
の
如
き
観
を
呈
す
る
。」
価
値
は
果
た
し

て
、
教
授
の
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
競
争
に
よ
っ
て
「
構
成
」
さ
れ
る
、
と
マ
ル
ク
ス
は
こ
の
箇
所
に
記
し
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
教
授
の
誤
解
は
こ
の
場
合
ひ
と
つ
の
誤
訳
か
ら
来
て
い
る
も
の
の
如
く

で
あ
る
。
二
木
氏
が
こ
こ
に
「
構
成
」
と
訳
さ
れ
る
言
葉
は
原
語
で
は	 H

erstellung	

で
あ
っ
て
、
英
訳
本
に
は	

establishm
ent	

と
あ
る
。
建
設
す
る
、
出
来
上
ら
せ
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
マ
ル
ク
ス

が
労
働
は
価
値
の
実
体
を
「
形
成
す
る
」
と
い
う
と
き
、
彼
は	 bilden	

と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
英
訳
本
で

は	 create	

ま
た
は	 form

	

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
に
は
構
成
す
る
と
訳
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
教
授
の

引
用
さ
れ
た
文
章
は
省
略
な
く
訳
さ
ね
ば
分
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
教
授
は
故
意
に
か
、
不
用
意
に
か
省

略
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ま
こ
れ
を
訳
せ
ば
こ
う
で
あ
る
。「
競
争
が
先
ず
一
の
生
産
部
面
に
於
て
成
し
遂

げ
る
の
は
、
諸
商
品
の
種
々
な
る
個
別
的
価
値
か
ら
（
そ
れ
を
均
衡
化
し
て
、
三
木
注
）
等
一
な
る
市
場
価
値
及

び
市
場
価
格
を
建
設
す
る
こ
と
で
あ
る
。」
同
じ
所
で
マ
ル
ク
ス
は
ま
た
「
種
々
な
る
個
別
的
価
値
が
一
の
社
会

的
価
値
に
、
上
述
の
市
場
価
値
に
、
均
衡
化
さ
れ
て
い
る
た
め
に
は
、
同
じ
種
類
の
商
品
の
生
産
者
間
の
競
争
と
、



一
一
一

資
本
論
の
冒
涜

彼
等
が
共
通
に
そ
の
商
品
を
供
給
す
る
一
市
場
の
存
在
と
を
必
要
と
す
る
。」
と
も
云
っ
て
い
る
。
―
―
こ
の
文

章
も
ま
た
教
授
に
よ
っ
て
故
意
に
か
、
不
用
意
に
か
、
省
略
的
に
記
さ
れ
て
い
る
。
―
―
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
の
意

は
明
ら
か
で
あ
る
。
競
争
は
諸
商
品
の
種
々
な
る
個
別
的
価
値
の
均
衡
ま
た
は
平
衡
を
も
た
ら
す
。
か
か
る
平
衡

の
見
地
か
ら
見
ら
れ
る
な
ら
ば
、
市
場
価
値
は
「
平
均
価
値
」
と
し
て
見
ら
れ
得
る
。
こ
こ
に
我
々
は
何
よ
り
も

か
の
平
衡
の
公
準
を
思
い
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
資
本
論
に
於
け
る
研
究
は
平
衡
の
体
系
の
解
剖
を
も

っ
て
始
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
第
に
複
雑
な
要
素
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
来
る
。
体
系
は
動
揺
し
て
可
動
的
な

も
の
と
な
る
。
し
か
し
激
烈
な
平
衡
破
壊
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
体
系
は
全
体
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
る
。
平
衡

の
破
壊
に
よ
っ
て
新
た
な
、
謂
わ
ば
一
層
高
級
な
平
衡
が
現
れ
て
来
る
。
平
衡
の
法
則
を
認
め
た
後
に
初
め
て
、

更
に
進
ん
で
体
系
の
動
揺
の
問
題
を
提
出
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
マ
ル
ク
ス
は
平
衡
を
破
壊
す
る
だ
け
で
な
く
そ

れ
を
再
建
す
る
と
こ
ろ
の
こ
の
運
動
の
法
則
を
把
握
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、

市
場
価
格
の
法
則
が
動
揺
の
法
則
で
あ
る
よ
う
に
、「
競
争
の
法
則
は
破
壊
さ
れ
た
平
衡
の
間
断
な
き
再
建
の
法

則
」
で
あ
る＊
＊。

従
っ
て
競
争
は
、
そ
れ
が
価
値
の
「
実
体
」
を
構
成
す
る
も
の
の
如
く
見
る
こ
と
二
木
教
授
の
如

く
す
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
競
争
は
平
衡
を
再
建
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
価
値
法
則
と
価
格
の
法
則
と
の
聯

関
に
対
す
る
見
通
し
を
与
え
る
も
の
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。



一
一
二

＊　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
部
一
五
九
頁
。

＊
＊　

ブ
ハ
リ
ン
前
掲
書
一
八
四
頁
。

私
は
二
木
保
幾
教
授
の
論
文
の
中
心
的
論
点
へ
進
ん
で
ゆ
こ
う
。教
授
の
結
論
は
こ
の
場
合
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
要
す
る
に
資
本
論
第
一
巻
か
ら
第
三
巻
の
前
半
に
至
る
ま
で
平
均
観
察
を
一
貫
さ
せ
て
来
た
マ
ル
ク
ス
の
価
値

論
は
、
第
三
巻
の
後
半
に
於
け
る
較
差
地
代
論
に
於
て
『
市
場
価
値
』
は
最
劣
等
耕
作
地
即
ち
限
界
耕
作
地
の
個

別
的
な
生
産
価
格
或
は
個
別
的
な
価
値
即
ち
限
界
生
産
価
格
或
は
限
界
価
値
に
統
制
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
に
至
っ

て
、
竟つ
い

に
較
差
地
代
を
剰
余
価
値
の
分
野
以
外
に
押
し
や
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
云
う
一
の
矛
盾
に
陥
っ
た
。
此
の

矛
盾
は
畢
竟
平
均
観
察
と
限
界
原
理
と
の
矛
盾
に
外
な
ら
な
い
。
然
か
も
此
の
矛
盾
を
生
ぜ
し
め
て
い
る
一
の
条

件
は
較
差
地
代
を
剰
余
価
値
か
ら
導
か
ん
と
す
る
こ
と
其
れ
で
あ
る
。」
こ
の
文
章
そ
の
も
の
が
極
め
て
不
厳
密

で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
、
教
授
の
云
わ
れ
る
如
く
、「
較
差
地
代
を
剰
余
価
値
か
ら
導
こ
う
と
す
る
」
の
で
あ
ろ

う
か
。
精
密
に
云
え
ば
、マ
ル
ク
ス
は
較
差
地
代
を
平
均
利
潤
以
上
の
「
超
過
利
潤
」
か
ら
説
明
し
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
理
論
の
構
成
に
於
て
は
、
凡
て
の
資
本
に
対
す
る
平
均
利
潤
が
前
提
さ
れ
、
従
っ
て
ま
た
生
産
物
は

凡
て
生
産
価
格
を
も
っ
て
売
却
さ
れ
る
も
の
と
仮
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
は
「
最
劣
等
地
の
生
産
価
格

に
よ
っ
て
市
場
価
格
は
規
定
さ
れ
る
」
と
云
う
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
、「
地
代
の
研
究
に
於
け



一
一
三

資
本
論
の
冒
涜

る
困
難
は
、
農
業
資
本
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
る
剰
余
生
産
物
及
び
そ
れ
に
照
応
し
た
る
剰
余
価
値
一
般
を
説
明
す

る
こ
と
に
存
す
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
問
題
は
す
で
に
一
切
の
生
産
資
本
が
作
り
出
す
剰
余
価
値
の
分
析
を
も
っ

て
解
決
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
困
難
は
む
し
ろ
、
相
異
な
っ
た
各
資
本
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
剰
余
価
値
が
平
均

利
潤
に
均
等
化
し
た
後
に
、
即
ち
各
資
本
が
そ
れ
ぞ
れ
の
相
対
的
大
小
に
比
例
し
て
総
剰
余
価
値
（
社
会
的
総
資

本
が
一
切
の
生
産
部
面
か
ら
作
り
出
し
た
剰
余
価
値
）
の
分
配
を
受
け
た
後
に
、
な
お
残
る
と
こ
ろ
の
、
土
地
に

投
ぜ
ら
れ
た
資
本
が
地
代
の
形
で
土
地
所
有
者
に
支
払
う
剰
余
価
値
超
過
分
な
る
も
の
は
、
そ
も
そ
も
何
処
か
ら

出
て
来
る
か
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る
点
に
存
し
て
い
る
。
蓋
し
剰
余
価
値
が
右
の
よ
う
に
均
等
化
さ
れ
た
後
に

於
て
は
、苟
く
も
分
配
し
得
べ
き
一
切
の
剰
余
価
値
は
す
で
に
分
配
し
尽
さ
れ
た
か
の
如
く
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

…
…
要
す
る
に
地
代
分
析
上
の
全
困
難
は
、
平
均
利
潤
以
上
に
出
づ
る
農
業
利
潤
超
過
分
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ

る
。
そ
れ
は
剰
余
価
値
を
で
は
な
く
農
業
独
特
の
超
過
剰
余
価
値
を
、
従
っ
て
ま
た
『
総
生
産
物
』
を
で
は
な
く

他
の
産
業
部
門
の
純
生
産
物
以
上
に
出
づ
る
農
業
上
の
純
生
産
物
超
過
分
を
説
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。」
地
代
の

問
題
の
核
心
が
何
処
に
横
た
わ
っ
て
い
る
か
は
全
く
明
瞭
に
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に

よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
平
均
観
察
な
る
も
の
が
そ
こ
で
は
用
を
な
さ
ぬ
こ
と
も
同
時
に
明
白
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら

こ
の
こ
と
は
価
値
法
則
、
従
っ
て
ま
た
価
格
の
法
則
が
そ
こ
で
は
全
然
排
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
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で
な
く
、
却
っ
て
地
代
の
問
題
が
謂
わ
ば
一
層
高
次
の
問
題
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
い
ま
較
差
地
代

に
関
し
て
、
超
過
利
潤
、
そ
れ
故
に
ま
た
超
過
剰
余
価
値
を
説
明
す
る
た
め
に
、
二
木
教
授
の
い
わ
ゆ
る
限
界
原

理
な
る
も
の
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
価
値
法
則
に
な
ん
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
。
我
々
は
複
雑
な
も
の
か
ら
単
純
な
も
の
を
説
明
す
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
複
雑
な
も
の
は
単
純
な
諸

規
定
の
総
括
と
し
て
示
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
較
差
地
代
の
問
題
は
平
均
利
潤
の
問
題
を
前
提
し
た
上
で
、
し
か
る

後
に
初
め
て
問
題
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
較
差
地
代
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
二
木
教
授

が
想
像
さ
れ
る
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
非
社
会
的
な
、
生
産
関
係
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
一
の
自
然
的
事
実
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
の
意
味
に
於
て
純
粋
に
社
会
的
な
マ
ル
ク
ス
価
値
論
に
一
の
矛
盾
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
ろ
う
か
。

却
っ
て
反
対
で
あ
る
。マ
ル
ク
ス
は
二
木
教
授
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
表
に
続
い
て
ま
さ
に
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
。

「
こ
れ
即
ち
、
資
本
主
義
的
な
生
産
の
仕
方
の
基
礎
の
上
に
於
て
競
争
を
通
じ
て
自
己
を
貫
徹
す
る
と
こ
ろ
の
市

場
価
値
に
よ
る
決
定
で
あ
っ
て
、
か
か
る
決
定
の
た
め
に
一
の
虚
偽
の
社
会
的
価
値
が
作
り
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は

土
地
生
産
物
が
支
配
を
う
け
る
と
こ
ろ
の
市
場
価
値
の
法
則
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
生
産
物
、
従
っ
て
ま
た

土
地
生
産
物
の
市
場
価
値
決
定
は
、
必
然
的
に
生
産
物
の
交
換
価
値
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
し
て
土
地
と
そ

の
豊
饒
度
間
の
差
異
に
は
立
脚
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
一
の
社
会
的
行
為
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

こ
の
社
会
的
行
為
は
、
無
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資
本
論
の
冒
涜

意
識
的
且
つ
無
意
図
的
に
、
社
会
的
に
遂
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。＊

」
も
し
二
木
教
授
に
し
て
、
マ
ル
ク
ス
の
表

を
写
し
取
ら
れ
た
つ
い
で
に
、
こ
の
文
章
を
注
意
深
く
読
ま
れ
た
な
ら
ば
、
教
授
の
論
文
は
恐
ら
く
出
来
上
ら
な

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
次
の
こ
と
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。「
自
然
力
は
剰
余
利
潤
の
源
泉
で
は
な
く
、
む
し

ろ
た
だ
こ
の
も
の
の
自
然
基
礎
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
労
働
の
生
産
力
を
例
外
的
に
高
め
る
自
然

基
礎
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
ま
た
較
差
地
代
は
、
そ
の
本
質
に
於
て
、
な
ん
ら
農
業
の
み
に

特
殊
な
も
の
で
な
い
と
見
ら
れ
得
る
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
。「
単
な
る
較
差
地
代
は
理
論
的
に
な

ん
ら
の
困
難
を
も
も
た
な
い
。
そ
れ
は
如
何
な
る
工
業
的
生
産
部
面
に
於
て
も
、
平
均
条
件
よ
り
も
よ
り
善
い
条

件
の
も
と
で
は
た
ら
く
如
何
な
る
資
本
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
剰
余
利
潤
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

農
業
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
が
異
な
っ
た
種
類
の
土
地
の
自
然
的
豊
饒
度
の
異
な
っ
た
度
合
い
と
い
う
が
如
き
堅
固

な
且
つ
（
比
較
的
に
）
固
定
的
な
基
礎
に
も
と
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
故
を
も
っ
て
、
固
定
化
す
る
と
い
う
ま
で
で

あ
る
。＊
＊」

か
く
て
い
わ
ゆ
る
限
界
原
理
な
る
も
の
が
マ
ル
ク
ス
に
あ
っ
て
は
如
何
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
か
を
知

り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
同
時
に
我
々
は
資
本
論
の
全
構
成
を
貫
い
て
い
る
も
の
が
要
す
る
に
か
の
平
衡
の
公

準
と
い
う
一
の
方
法
論
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　
『
資
本
論
』
第
三
巻
第
一
部
二
〇
〇
頁
。
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＊
＊　
『
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
往
復
書
簡
集
』
第
三
巻
八
二
頁
。

教
授
の
疑
問
な
る
も
の
は
そ
の
他
若
干
残
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
凡
て
教
授
の
マ
ル
ク
ス
理
解
の
単

な
る
不
清
潔
か
ら
来
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
は
い
ま
そ
れ
を
一
々
掃
除
す
る
暇
も
な
く
、
ま
た
指
定
さ
れ

た
紙
数
も
尽
き
た
か
ら
、こ
れ
で
一
応
打
切
ろ
う
。
原
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
も
は
や
述
べ
ら
れ
た
筈
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
学
説
に
於
け
る
「
平
均
」
の
意
味
は
明
ら
か
に
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
限
界
原
理
が
こ
れ
に
抵
抗
し
得
る
も

の
で
な
い
こ
と
は
示
さ
れ
た
と
思
う
。
秩
序
と
清
潔
と
の
必
要
な
の
は
単
に
生
活
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
実
に
科

学
に
於
て
そ
う
で
あ
る
。
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近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法

近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法	

	

【1930.2

】

	

一
定
の
科
学
的
意
識
は
社
会
の
一
定
の
形
態
に
相
応
せ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
社
会
の
内
部
に
於
て
生
産
さ

れ
、
且
つ
そ
れ
の
発
展
は
社
会
の
こ
の
形
態
の
許
す
範
囲
内
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
か
く
て
例
え
ば
中
世
的

封
建
的
社
会
に
於
け
る
科
学
は
、
も
と
よ
り
そ
の
個
々
の
点
に
つ
い
て
は
注
目
す
べ
き
発
展
を
有
し
た
に
も
拘
ら

ず
、
全
体
と
し
て
、
な
お
中
世
的
ま
た
は
封
建
的
と
呼
ば
れ
得
る
特
徴
を
具
え
て
い
る
。
そ
の
社
会
の
構
造
が
そ

の
世
界
観
の
構
造
を
規
定
し
、
こ
の
も
の
が
そ
の
時
代
の
科
学
を
土
台
づ
け
る
と
共
に
そ
れ
の
運
動
の
限
界
を
劃

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。＊

同
じ
よ
う
に
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
科
学
も
、
言
う
ま
で
も
な
く
そ
の
個
々
の
部
分

に
於
て
は
絶
え
ず
新
し
い
発
展
を
示
し
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
社
会
の
構
造
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
こ
の
発
展

に
対
す
る
終
極
的
な
制
限
が
設
け
ら
れ
、
か
く
て
全
体
と
し
て

0

0

0

0

0

は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
と
い
わ
る
べ
き
特
徴
を
現
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
こ
の
社
会
に
し
て
変
化
さ
れ
な
い
限
り
、
ど
う
し
て
も
動
か
す
事
の
出
来
ぬ
限
界
が

科
学
自
身
に
と
っ
て
も
存
在
す
る
。
か
か
る
限
界
を
も
っ
て
区
切
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
科

学
は
そ
れ
み
ず
か
ら
に
於
て
一
の
全
体
的
な
特
性
を
担
わ
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
自
然
科
学
に
と
っ
て
も
社
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会
科
学
に
と
っ
て
も
原
理
的
に
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
な
く
、
例
え
ば
自
然
科
学
の
如
き

に
あ
っ
て
は
、
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
於
け
る
自
然
科
学
の
成
立
と
共
に
、
そ
れ
の
不
変
不
動
な
る
基
礎
が

確
立
せ
ら
れ
、
か
く
て
そ
の
後
は
も
は
や
こ
の
同
一
の
基
礎
の
上
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

永
久
の
未
来
に
向
っ
て
断
え
ざ
る
発
展

が
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
許
さ
れ
難
い
。
か
く
考
え
る
の
は
、
科
学
の
歴
史
を

十
分
に
長
い
時
間
に
亙
っ
て
観
察
し
な
い
こ
と
に
も
と
づ
く
。
そ
れ
は
ま
た
、
我
々
の
立
つ
科
学
を
永
遠
化
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
ま
た
な
ん
ら
か
の
意
味
で
現
在
の
社
会
を
永
遠
化
す
る
こ
と
に
結
び
つ
く
。

我
々
が
中
世
の
自
然
科
学
を
回
顧
し
て
そ
の
全
体
と
し
て
の
特
徴
を
容
易
に
見
出
し
得
る
が
如
く
、
我
々
の
後
に

来
る
者
は
我
々
の
時
代
の
自
然
科
学
を
回
顧
し
て
そ
こ
に
容
易
に
そ
の
全
体
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
特
質
を

発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
意
識
も
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
実
の
社
会
が
弁
証
法
的
に
転

化
す
る
が
如
く
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
事
柄
を
こ
こ
に
若
干
の
見
地
か
ら
概
観
的
に
示
す
で
あ

ろ
う
。

＊　

拙
稿
「
如
何
に
し
て
科
学
の
発
展
は
可
能
で
あ
る
か
」（『
思
想
』
本
年
一
月
号
）〔
本
全
集
第
三
巻
「
科
学
の
発

展
の
制
限
と
そ
の
飛
躍
」〕
参
照
。

近
代
的
な
科
学
的
意
識
を
構
成
す
る
最
も
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
が
「
実
証
的
精
神
」
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
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な
い
。
し
か
る
に
実
証
的
精
神
が
近
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
生
長
と
共
に
生
長
し
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
同
様

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
十
五
、十
六
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
発
見
及
び
発
明
の
時
代
は
市
民
的
社
会
に
於
け
る
諸
変
化

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
い
た
。
都
市
の
産
業
労
働
に
於
け
る
、
商
業
に
於
け
る
、
医
術
に
於
け
る
、
こ
の
社
会
の

進
展
せ
る
実
践
的
な
諸
目
的
は
、
到
る
処
新
し
い
課
題
を
人
間
の
科
学
的
思
惟
に
課
し
た
。
そ
の
増
大
し
つ
つ
あ

る
都
市
の
不
安
な
人
口
が
改
良
さ
れ
た
る
生
産
手
段
、
一
層
急
速
な
る
海
上
交
易
を
要
求
し
た
こ
の
社
会
は
、
古

き
大
学
に
於
け
る
ス
コ
ラ
哲
学
的
な
方
法
を
も
っ
て
は
も
は
や
何
事
も
始
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
た
だ
実

験
の
、
計
算
の
、
経
験
の
道
に
於
て
の
み
、
思
惟
は
生
の
諸
要
求
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
今
や
、
そ
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
近
代
的
な
課
題
が
発
生
し
た
る
そ
の
同
じ
新
し
い
市
民
的
社
会
の
う
ち
に
、

ま
た
そ
れ
の
解
決
の
近
代
的
な
手
段
も
横
た
わ
っ
て
い
た
。
蓋
し
こ
の
社
会
の
う
ち
に
於
て
今
や
、
労
働
す
る
手

と
科
学
的
精
神
と
の
古
代
的
な
分
離
と
は
反
対
に
、
産
業
労
働
と
科
学
的
思
惟
と
の
創
造
的
な
結
合
は
形
成
さ
れ

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。＊

ま
こ
と
に
「
産
業
労
働
と
科
学
的
思
惟
と
の
創
造
的
な
結
合
」
こ
そ
が
近
代
に
於
け
る
自

然
科
学
の
飛
躍
的
な
発
展
を
初
め
て
可
能
に
し
た
。理
論
と
実
践
と
の
統
一
は
そ
こ
に
根
源
的
に
存
在
し
て
い
た
。

近
代
の
自
然
科
学
と
共
に
生
長
し
た
る
実
証
的
精
神
は
、
本
来
、
か
く
の
如
き
統
一
の
上
に
立
て
る
科
学
的
意
識

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
労
働
の
自
然
に
対
す
る
支
配
と
人
間
の
思
惟
と
の
結
合
か
ら
し
て
実
証
的
精
神
は
生
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れ
た
の
で
あ
る
。
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
云
え
る
よ
う
に
、「
単
な
る
自
然
と
し
て
の
自
然
で
は
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
且
つ
最
も
重
要
な
基
礎
で
あ
る
。」
そ
れ
だ
か
ら
技
術
は
自
然

科
学
に
於
て
純
粋
に
理
論
的
な
科
学
の
後
か
ら
随
っ
て
来
る
単
な
る
「
応
用
」
に
過
ぎ
ぬ
と
云
う
が
如
き
も
の
で

あ
り
得
な
い
。
か
の
「
実
験
」
は
自
然
に
対
す
る
技
術
的
な
干
渉
の
極
限
の
場
合
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
理
論

物
理
学
の
如
き
に
於
て
も
な
お
実
験
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
こ
に
も
理
論
と
実

践
と
の
統
一
は
最
後
ま
で
要
求
さ
れ
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

こ
の
よ
う
に
歴
史
家
デ
ィ
ル
タ
イ
は
要
約
し
て
云
っ
て
い
る
。V

gl. W
. D

ilthey, G
esam

m
elte Schriften, B

d. II, 

S. 257

―258.　

な
お
拙
稿
「
科
学
批
判
の
課
題
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』）〔
本
全
集
第
三
巻
〕
参
照
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
自
然
科
学
の
実
証
的
精
神
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
於
て
は
完
全
に
実
現
さ
れ
得
な
い
こ

と
が
注
意
さ
れ
る
。
蓋
し
実
践
は
現
実
的
に
は
社
会
的
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
産
業

的
実
践
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
於
け
る
産
業
的
実
践
は
凡
て
利
潤
取
得
の
目
的
の

も
と
に
従
属
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
直
接
に
は
い
わ
ゆ
る
応
用
科
学
乃
至
は
工
学
の
自
由
な
る
発
展
に
ひ
と
つ

の
重
大
な
制
限
を
設
け
る
こ
と
に
な
り
、
且
つ
間
接
に
は
理
論
の
実
験
的
検
証
の
自
由
な
道
を
阻
み
、
か
く
て
い

わ
ゆ
る
理
論
科
学
と
応
用
科
学
と
の
分
離
を
喚
び
起
し
、
理
論
と
実
践
と
の
疎
隔
の
た
め
に
可
能
な
る
道
を
与
え
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近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
「
純
粋
に
」
理
論
的
な
、「
物
質
な
き
」
自
然
科
学
な
る
も
の
が
生
産
さ
れ
る
に
到
る

の
で
あ
る
。
否
、
我
々
は
進
ん
で
、
今
日
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
内
部
に
於
て
自
然
科
学
は
一
の
矛
盾
の
存
在
に
な

っ
た
、
と
さ
え
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
自
然
科
学
は
生
産
手
段
と
結
び
つ
い
て
生
産
力
の
発
達
の
最
も

重
要
な
動
因
で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
発
達
し
た
る
生
産
力
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
生
産
関
係
と
最
も
顕
著
な
矛
盾

に
陥
る
こ
と
に
な
っ
た
。
従
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
社
会
組
織
の
存
続
に
し
て
意
欲
さ
れ
る
限
り
、
自
然
科
学
は

勢
い
み
ず
か
ら
の
発
達
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
抑
圧
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
今
日
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
は
自
然
科
学

に
向
っ
て
、
そ
れ
が
本
来
の
実
証
的
精
神
を
放
棄
し
、
少
な
く
と
も
稀
薄
に
し
、
そ
の
理
論
を
実
践
か
ら
分
離
す

る
よ
う
に
勧
説
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
ま
さ
に
哲
学
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
た
め
に
こ
の
勧
説
の
任

務
を
引
受
け
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
は
最
初
に
は
自
然
科
学
の
実
証
的
精
神
を
自
己
の
う
ち
へ
取
り
入
れ
る
こ
と
に
努
め
た
。
こ

の
努
力
は
大
陸
の
発
見
、
海
路
の
発
見
等
の
た
め
に
経
済
上
の
飛
躍
的
な
発
展
を
遂
げ
た
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
先
ず

行
わ
れ
た
。
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の
哲
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
経
験
論
の
哲
学
は
実
証
的
精
神
を
自
己

の
う
ち
に
生
か
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
根
本
的
に
は
、
そ
れ
が
実
証
的
精
神
の
本
質
は
、
自
然
科
学

に
あ
っ
て
も
、
理
論
と
実
践
と
の
統
一
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
得
な
か
っ
た
に
よ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
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が
出
来
る
。
そ
の
後
或
い
は
経
験
論
、
或
い
は
実
証
論
、
或
い
は
経
験
批
判
論
、
等
々
、
の
名
を
も
っ
て
呼
ば
れ

る
一
切
の
哲
学
も
ま
た
、
経
験
的
ま
た
は
実
証
的
な
ど
の
名
に
も
拘
ら
ず
、
畢
竟
凡
て
が
心
理
主
義
乃
至
主
観
主

義
、
懐
疑
論
乃
至
不
可
知
論
、
等
々
、
の
も
の
に
陥
っ
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
一
々
と
り
あ
げ
て
述
べ
る
ま
で
も
な

く
、
少
し
で
も
哲
学
の
歴
史
を
知
っ
て
い
る
者
に
は
分
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
悉
く
実
証
的
精
神

を
そ
の
本
質
に
於
て
自
己
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
唯
物
論
の

哲
学
に
あ
っ
て
さ
え
究
極
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
ら
の
唯
物
論
も
ま
た
感
性
を
活
動
的
な
も
の
と
し

て
把
握
せ
ず
、
そ
れ
を
人
間
的
実
践
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
現
代
の
哲
学
の
主
流
派
が
一
致
し
て
経
験
論
、
実
証
論
、
等
々
を
、
非
難
す
る
の
は
正
当
で
あ
る
と
云

わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
誤
謬
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
れ
と
同
時
に
、
近
代
の
科
学
的
意
識
の
本
質
た
る
実
証

的
精
神
そ
の
も
の
を
放
棄
し
て
、
む
し
ろ
古
代
的
、
中
世
的
科
学
の
方
向
へ
後
退
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
簡
単
に
示
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
嘗
て
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
も
そ
の
理
論
哲
学
の
根
本
問
題
は
「
経

験
」
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
現
代
の
新
カ
ン
ト
学
派
に
於
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
科
学
と
哲
学
と
の
結
合

を
最
も
熱
心
に
説
い
た
コ
ー
ヘ
ン
に
あ
っ
て
さ
え
、「
カ
ン
ト
の
経
験
の
理
論
」
は
遂
に
「
純
粋
思
惟
の
論
理
学
」

に
ま
で
導
い
て
ゆ
か
れ
た
。
彼
は
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
に
、
も
と
よ
り
彼
自
身
の
解
釈
に
従
っ
て
で
は
あ
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近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
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る
け
れ
ど
も
、
そ
の
源
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
。「
認
識
の
対
象
」
と
い
え
ば
、
近
代
の
科
学
的
意
識
に
と
っ
て
は
、

直
ち
に
存
在
ま
た
は
事
実
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
に
反
し
て
、
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
価
値
」
で
あ

る
。
価
値
は
事
実
で
な
く
、
存
在
す
る
も
の
の
如
何
な
る
も
の
で
も
な
い
。
却
っ
て
価
値
は
妥
当
す
る
と
主
張
さ

れ
る
。
更
に
眼
を
転
ず
る
な
ら
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
厳
密
科
学
と
し
て
の
哲
学
」
を
打
ち
建
て
よ
う
と
し
て
い

る
。
彼
が
恰
も
彼
を
も
っ
て
哲
学
が
始
ま
る
か
の
如
き
誇
負
と
確
信
と
を
も
っ
て
述
べ
る
哲
学
は
如
何
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。
厳
密
科
学
と
い
え
ば
、
近
代
的
な
科
学
的
意
識
は
直
ち
に
実
証
的
な
且
つ
計
量
的
な
科
学
の
こ
と

を
想
い
起
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
、
い
わ
ゆ
る
現
象
学
は
な
ん
ら
「
事
実
の
認
識
」
を
求

め
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
ま
さ
に
「
本
質
の
直
観
」
に
関
係
し
て
い
る
。
本
質
と
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
イ
デ
ア
も
し

く
は
形
相
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
厳
密
科
学
と
し
て
の
哲
学
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
近
代
的
な

意
味
に
於
け
る
科
学
を
い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
プ
ラ
ト
ン
的
な
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
（
科
学
）
を
意
味
す
る
と

解
せ
ら
れ
る
。＊

蓋
し
プ
ラ
ト
ン
に
従
え
ば
、
イ
デ
ア
の
認
識
の
み
が
真
の
科
学
即
ち
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
で
あ
る
こ

と
が
出
来
る
。
こ
れ
に
反
し
て
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
は
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
は
な
く
、
む
し
ろ
単
に
ド
ク
サ
（
意

見
）
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
代
の
諸
哲
学
が
事
実
と
現
実
と
に
終
始
し
よ
う
と
す
る
実

証
的
精
神
と
の
或
る
反
対
、
少
な
く
と
も
或
る
距
離
に
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
中
心
の
位
置
を
占
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め
て
い
る
の
は
、
も
は
や
経
験
的
存
在
で
な
く
、
或
い
は
純
粋
思
惟
で
あ
り
、
純
粋
意
識
で
あ
り
、
或
い
は
価
値

で
あ
り
、
本
質
で
あ
る
。
今
や
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
は
近
代
的
な
科
学
的
意
識
を
発
展
せ
し
め
る
こ
と
な
く
、
む
し

ろ
そ
れ
に
対
す
る
桎
梏
に
化
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

＊　

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
「
哲
学
の
本
質
並
び
に
哲
学
的
認
識
の
道
徳
的
制
約
に
つ
い
て
」（
戸
田
・
坂
田
・
三

木
訳
『
哲
学
と
は
何
か
』
二
一
六
頁
【
三
一
七
頁
】
以
下
【
シ
ェ
ー
ラ
ー
『
哲
学
の
本
質
』「
二
、哲
学
的
な
精
神
の
態
度
」

「
惟
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
」
以
下
】）
参
照
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
厳
密
科
学
と
し
て
の
哲
学
」
と
い
う
論
文
の
翻
訳
も
こ

の
訳
書
の
中
に
収
め
ら
れ
て
あ
る
。

自
然
科
学
か
ら
区
別
さ
れ
て
歴
史
科
学
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
科
学
も
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
成
立

と
共
に
飛
躍
的
な
進
歩
を
な
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
か
か
る
進
歩
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
か
の
「
歴
史
的
意
識
」

の
獲
得
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
意
識
は
ま
た
近
代
的
な
科
学
的
意
識
に
属
し
て
い
る
。
近
代

に
於
け
る
歴
史
的
意
識
の
決
定
的
な
発
展
は
中
世
と
近
世
と
の
境
界
を
な
す
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
と

見
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
に
於
て
歴
史
的
諸
科
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
方
法
で
あ
る＊

と
こ
ろ
の
解
釈
学
が

作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
解
釈
学
の
成
立
の
事
情
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。「
十
六
世

紀
の
歴
史
的
批
判
は
そ
の
最
も
強
き
諸
衝
動
を
興
起
し
つ
つ
あ
る
古
典
学
か
ら
受
け
取
っ
た
。
し
か
る
に
そ
れ
は
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近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法

実
に
同
時
に
歴
史
的
生
活
の
諸
要
求
に
よ
っ
て
条
件
付
け
ら
れ
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
け
る
現
存
の
諸
権
力

の
、
法
王
政
及
び
帝
王
政
の
動
揺
、
新
し
い
王
侯
の
独
立
性
及
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
の
興
起
は
歴
史
的
批
判

を
要
求
し
、
そ
し
て
そ
れ
の
発
展
に
対
す
る
最
も
強
き
諸
衝
動
を
包
含
し
て
い
た
。
蓋
し
問
題
の
旧
諸
権
力
を
そ

の
起
源
に
従
っ
て
研
究
し
、そ
の
権
利
要
求
を
攻
撃
し
も
し
く
は
擁
護
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。＊
＊」

こ
の
よ
う
に
し
て
例
え
ば
戦
闘
的
な
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
フ
ッ
テ
ン
は
教
会
に
対
す
る
闘
争
の
彼
の
武
器
を

中
世
史
と
い
う
兵
器
廠
か
ら
持
っ
て
来
た
。
法
王
の
世
俗
的
な
権
力
の
起
源
に
関
す
る
、
法
王
の
伝
記
及
び
教
会

の
制
度
並
び
に
教
義
の
発
達
史
に
つ
い
て
の
書
物
な
ど
も
現
れ
た
。こ
の
時
代
に
解
釈
学
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。

聖
書
は
直
接
に
は
理
解
出
来
な
い
と
い
う
の
が
教
会
の
見
解
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
こ
の
理
解
を
規
定
し
、
補
足

す
べ
き
原
理
と
し
て
「
伝
統
」
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
宗
教
改
革
は
か
か
る
伝
統
の
原
理
を
承
認
せ
ず
、
聖

書
の
そ
の
ま
ま
の
理
解
の
可
能
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
ル
タ
ー
や
メ
ラ
ン
ヒ
ト
ン
、
並
び
に
カ
ル
ヴ

ィ
ン
は
理
解
の
方
法
た
る
解
釈
学
を
既
に
著
し
く
進
歩
さ
せ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

＊　

拙
稿
「
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
」（『
史
的
観
念
論
の
諸
問
題
』）〔
本
全
集
第
二
巻
〕
参
照
。

＊
＊　

D
ilthey, op. cit., S. 113.

既
に
マ
ル
ク
ス
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
が
商
品
生
産
の
社
会
に
相
応
し
た
る
宗
教
形
態
で
あ
る
こ
と
を
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述
べ
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
如
き
も
、
も
と
よ
り
違
っ
た
立
場
に
立
ち
な
が
ら
、
宗
教
改
革
の
精
神
と

近
代
資
本
主
義
の
精
神
と
が
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
の
初
に
あ
た
っ
て

歴
史
的
意
識
が
伝
統
の
批
判
及
び
破
壊
と
い
う
進
歩
的
な
、
革
命
的
な
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
注
目
さ
る
べ
き
で

あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
後
の
発
展
に
於
て
歴
史
的
意
識
は
、
誰
で
も
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
却
っ
て
伝
統
の
維
持

及
び
尊
重
と
い
う
保
守
的
な
、
退
歩
的
な
意
味
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
歴
史
的
意
識
は
主
と
し
て
こ
の
よ

う
な
転
化
し
た
意
味
に
於
て
哲
学
の
う
ち
に
結
合
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
歴
史
的
意
識
の
本
来
の
意
味
は

次
第
に
失
わ
れ
て
、
哲
学
は
か
か
る
結
合
に
於
て
伝
統
主
義
乃
至
保
守
主
義
と
な
り
終
っ
た
。
或
い
は
む
し
ろ
歴

史
的
意
識
は
哲
学
上
の
「
歴
史
主
義
」
に
変
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
歴
史
主
義
と
は
一
切
の
事
物
の
歴
史
的
相
対
性
を

主
張
す
る
と
こ
ろ
の
単
な
る
相
対
主
義
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
歴
史
的
意
識
の
歴
史
主
義
へ
の
か
く
の
如
き

転
化
は
も
と
も
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
歴
史
的
意
識
の
も
っ
て
い
た
ひ
と
つ
の
重
大
な
制
限
か
ら
由
来
す
る
も
の
と

見
ら
れ
得
よ
う
。
こ
こ
で
は
歴
史
的
意
識
が
そ
も
そ
も
宗
教
改
革
と
主
と
し
て
結
び
つ
い
て
現
れ
た
こ
と
か
ら
も

知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
革
命
的
で
あ
っ
た
と
き
に
も
な
お
観
念
闘
争
的
で
あ
り
、
従
っ
て
真
に
実
践
的
で
な

か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
は
科
学
的
方
法
的
に
は
単
に
「
解
釈
学
」
で
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
解
釈
学
的
な

も
の
と
し
て
歴
史
的
意
識
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
於
て
は
真
に
弁
証
法
的
な
も
の
に
ま
で
発
展
し
得
な
か
っ
た
の
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で
あ
る
。＊

＊　

拙
稿
「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』）〔
本
全
集
第
三
巻
〕
参
照
。

か
く
て
現
代
の
諸
哲
学
が
歴
史
主
義
を
ば
単
な
る
相
対
主
義
と
し
て
非
難
す
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
。
そ
れ
ら

の
哲
学
の
誤
謬
は
そ
れ
ら
の
も
の
が
そ
れ
と
同
時
に
、
近
代
的
な
科
学
的
意
識
の
本
質
た
る
歴
史
的
意
識
そ
の
も

の
を
も
放
棄
し
て
、
単
な
る
絶
対
主
義
、
永
遠
主
義
の
立
場
に
走
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
現
代
の
諸
哲
学
の
う
ち
歴
史
科
学
に
対
し
て
最
も
多
く
の
関
心
を
有
す
る
も
の
と
称
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
ド
イ

ツ
西
南
学
派
の
哲
学
に
於
て
も
変
り
は
な
い
。
リ
ッ
カ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
歴
史
科
学
の
認
識
は
凡
て
価
値
に
関
係

さ
せ
て
の
認
識
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
価
値
そ
の
も
の
は
絶
対
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の
と
し
て
掲
げ
ら
れ
る
。

そ
れ
故
に
彼
に
あ
っ
て
は
歴
史
的
な
も
の
の
問
題
も
ま
た
遂
に
は
超
歴
史
的
な
も
の
の
領
域
へ
引
き
入
れ
ら
れ
て

し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。＊

＊　

詳
細
な
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
歴
史
主
義
の
問
題
」（『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
昭
和
四
年
七
月
号
）〔
本

全
集
第
三
巻
「
歴
史
主
義
と
歴
史
」〕
に
於
て
述
べ
て
お
い
た
か
ら
、
こ
こ
に
は
繰
り
返
さ
な
い
。

こ
こ
に
一
般
的
な
結
論
が
あ
る
。
曰
く
、現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
諸
哲
学
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
於
て
生
産
さ
れ
、

発
展
さ
せ
ら
れ
た
る
最
も
貴
重
な
る
財
産
で
あ
る
と
こ
ろ
の
近
代
的
な
科
学
的
意
識
を
今
や
み
ず
か
ら
放
棄
し
つ
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つ
あ
る
の
で
あ
り
、
否
、
放
棄
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
あ
っ
て
は
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
は
対
立
し
た
科
学
と
し
て
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
歴
史
科
学
は
歴
史
科
学
と
し
て
は
な
お
十
分
に
実
証
的
精
神
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
な
い
。
歴
史
的
意

識
は
そ
の
最
も
発
達
し
た
形
態
に
於
て
す
ら
な
お
か
つ
宗
教
的
乃
至
形
而
上
学
的
内
容
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
か
か
る
内
容
の
表
現
で
あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
構

成
的
で
あ
る
と
し
て
一
層
実
証
的
で
あ
ろ
う
と
欲
し
た
人
々
と
雖
も
こ
の
傾
向
を
い
ま
だ
脱
し
て
い
な
い
。
例
え

ば
ド
ロ
イ
セ
ン
は
、
そ
の
功
績
多
き
『
ヘ
レ
ニ
ス
ム
ス
の
歴
史
』
の
第
二
篇
へ
の
序
文
に
於
て
「
歴
史
の
神
学
」

に
つ
い
て
書
き
、「
我
々
の
科
学
の
最
高
の
課
題
は
実
に
神
義
論
で
あ
る
」
と
ま
で
云
っ
て
い
る
。「
歴
史
は
一
の

賢
明
に
し
て
仁
慈
な
る
神
の
世
界
秩
序
に
対
す
る
信
仰
に
固
執
す
る
、
こ
の
世
界
秩
序
た
る
や
、
単
に
若
干
の
信

仰
あ
る
者
、
ま
た
一
の
選
ば
れ
た
る
人
類
ば
か
り
で
な
く
、
却
っ
て
全
人
類
を
、
一
切
の
創
造
さ
れ
た
る
も
の
を

包
括
す
る
。
そ
し
て
歴
史
が
こ
の
信
仰
、『
即
ち
ひ
と
の
見
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
に
つ
い
て
疑
わ
ぬ
と
い
う
一
の

信
頼
』
を
、
歴
史
は
こ
の
信
仰
の
無
限
な
る
内
容
を
ば
有
限
な
人
間
的
な
仕
方
に
於
て
、
思
惟
と
概
念
の
諸
範
疇

に
於
て
、
絶
え
ず
新
た
に
、
絶
え
ず
よ
り
狭
く
限
界
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
表
し
よ
う
と
試
み
る
と
い
う
認
識
を

も
っ
て
、
追
い
求
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
た
ゞ
そ
の
と
こ
ろ
に
歴
史
は
自
己
を
科
学
と
し
て
知
る
の
で
あ
る
。＊

」
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こ
の
他
我
々
は
到
る
処
に
於
て
歴
史
的
意
識
が
い
つ
で
も
神
学
的
ま
た
は
形
而
上
学
的
観
念
を
も
っ
て
纏
わ
れ
て

い
る
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
る
に
反
対
に
、「
歴
史
を
科
学
の
位
置
に
ま
で
高
め
る
」
こ
と
を
求
め

る
と
こ
ろ
の
人
々
は
、
歴
史
を
も
っ
て
一
個
の
自
然
科
学
に
転
化
し
よ
う
と
欲
し
た
。
有
名
な
『
イ
ギ
リ
ス
文
明

史
』
の
著
者
バ
ッ
ク
ル
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。「
私
は
人
間
の
歴
史
に
と
っ
て
、
他
の
研
究
家
た
ち
に
よ

っ
て
自
然
科
学
の
種
々
な
る
部
門
に
と
っ
て
な
さ
れ
た
の
と
何
か
同
じ
こ
と
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
類
し
た
こ

と
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
自
然
に
関
し
て
は
、
見
た
と
こ
ろ
最
も
不
規
則
な
、
気
侭
な
出
来
事
が
説

明
さ
れ
、
そ
し
て
或
る
不
変
な
且
つ
一
般
的
な
諸
法
則
と
一
致
せ
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
る
。
…
…
も
し
人
間
の

出
来
事
に
し
て
同
じ
よ
う
な
処
理
法
に
従
わ
さ
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
同
じ
よ
う
な
結
果
を
期
待
す
る
あ
ら
ゆ
る

権
利
を
も
つ
の
で
あ
る
。＊
＊」
い
ま
も
し
バ
ッ
ク
ル
の
云
う
が
如
く
、
歴
史
科
学
に
し
て
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
時
代
に

於
け
る
人
間
的
な
出
来
事
の
「
不
変
な
且
つ
一
般
的
な
諸
法
則
」
を
発
見
し
得
た
と
す
る
な
ら
ば
、そ
の
と
き
各
々

の
時
代
の
歴
史
的
特
殊
性
は
全
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
従
っ
て
歴
史
科
学
は
そ
れ
が
ま
さ
に
歴
史
を
研
究
す

る
と
い
う
本
来
の
任
務
か
ら
全
く
離
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
の
み
な
ら
ず
バ
ッ
ク
ル

の
主
張
の
根
柢
に
は
事
実
或
い
は
経
験
に
つ
い
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
ま
た
は
実
証
論
の
見
方
が
横
た
わ
っ
て

い
る
。
し
か
る
に
歴
史
的
事
象
が
恰
も
歴
史
的
事
象
で
あ
る
所
以
の
も
の
は
、
そ
こ
に
は
な
ん
ら
か
の
仕
方
に
於
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て
先
な
る
も
の
の
後
な
る
も
の
に
よ
る
止
揚
の
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
は
も
と
よ
り
単
な
る
個
々
の
事

実
で
は
な
い
。
そ
の
間
に
は
聯
関
が
規
則
的
に
あ
る
と
い
う
だ
け
で
も
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
止
揚
の

関
係
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊　

V
gl. J. G

. D
roysen, G

rundriss der H
istorik. H

rsg. v. Erich R
othacker, 1925, S. 91.

＊
＊　

H
. T. B

uckle, H
istory of C

ivilization in England, Vol. 1

（The W
orld’s C

lassics

）p. 6.

と
こ
ろ
で
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
の
こ
の
よ
う
な
対
立
的
な
、
分
離
的
な
関
係
は
現
代
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学

に
よ
っ
て
単
純
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
再
び
リ
ッ
カ
ー
ト
の
哲
学
が
こ
の
傾
向
を
代
表
す
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ッ
カ

ー
ト
に
よ
れ
ば
、
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
は
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
っ
た
方
法
論
的
形
式
を
有
す
る
二
個
の
独
立

な
科
学
と
し
て
明
確
に
、
単
純
に
分
離
し
て
対
立
す
る
。
こ
の
よ
う
な
主
張
の
哲
学
的
根
拠
を
求
め
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
カ
ン
ト
的
な
自
律
の
思
想
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
各
々
の
文
化
活
動
の
そ
れ
ぞ

れ
の
領
域
の
自
律
的
な
独
立
性
を
説
く
カ
ン
ト
的
な
思
想
そ
の
も
の
の
社
会
的
根
拠
を
探
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
近

代
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
の
経
済
的
機
構
の
自
由
主
義
的
構
造
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
法
律

上
、
政
治
上
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
自
由
主
義
の
う
ち
に
も
表
現
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
市
民
的
社
会
を
「
原
子

論
の
体
系
」（System

 der A
tom

istik

）
と
し
て
特
徴
付
け
た
。＊

そ
れ
は
「
独
立
な
る
諸
個
人
」
の
「
外
的
な
秩
序
」
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に
よ
る
結
合
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
的
構
造
に
相
応
し
て
、
い
ず
れ
の
文
化
活
動
も
、
従
っ
て
い
ず
れ
の
科

学
も
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
独
立
な
、
自
律
的
な
、
自
由
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
プ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
以
前

の
如
何
な
る
社
会
に
於
て
も
文
化
領
域
が
相
互
に
み
ず
か
ら
の
自
律
性
を
主
張
し
、
維
持
し
得
る
も
の
と
見
做
さ

れ
た
こ
と
は
嘗
て
な
か
っ
た
。
例
え
ば
中
世
に
於
て
は
宗
教
が
最
高
の
位
置
に
あ
り
、
科
学
も
芸
術
も
凡
て
み
ず

か
ら
進
ん
で
こ
れ
に
従
属
し
た
。
こ
の
と
き
哲
学
の
如
き
も
「
神
学
の
僕
」
と
な
る
こ
と
を
却
っ
て
自
己
の
最
高

の
品
位
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
道
徳
的
価
値
は
科
学
的
価
値
に
対
し
て
、芸
術
的
価
値
は
政
治
的
価
値
に
対
し
て
、

銘
々
独
立
な
、
自
律
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
主
張
は
、
ま
さ
に
か
の
原
子
論
的
な
思
想
で
あ
っ
て
、
本

来
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
で
あ
る＊
＊。
自
然
科
学
と
歴
史
科
学
と
を
単
純
に
分
離
し
、
対
立
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
哲
学

も
ま
た
原
理
的
に
は
同
じ
傾
向
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
。

＊　

H
egel, Encyclopädie	 §	 523. D

erselbe, Philosophie des R
echts	 §	 157.

＊
＊　

昨
年
盛
に
論
議
さ
れ
た
る
芸
術
的
価
値
と
政
治
的
価
値
と
の
二
元
論
的
思
想
も
ま
た
同
じ
傾
向
の
も
の
で
あ
る
。

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
科
学
的
哲
学
的
意
識
の
内
部
に
於
て
か
く
の
如
く
結
合
し
得
な
か
っ
た
も
の
、
い
な
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
次
第
に
放
棄
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
単
に
相
続
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
且
つ
統
一
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
は
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
学
た
る
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。
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唯
物
弁
証
法
は
実
証
的
精
神
と
歴
史
的
意
識
と
を
正
統
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
経
験
論
や
実
証
論

等
に
陥
る
こ
と
な
く
し
て
実
証
的
精
神
を
、
ま
た
単
な
る
歴
史
主
義
乃
至
相
対
主
義
な
ど
に
陥
る
こ
と
な
く
し
て

歴
史
的
意
識
を
、
そ
の
あ
る
べ
き
本
来
の
意
味
に
於
て
継
承
す
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
は
経
験
を
唯
一
の
出
発
点
と

し
、
経
験
的
事
実
を
全
面
的
に
研
究
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
事
実
を
限
り
な
く
拾
い
集
め
る
こ
と

に
満
足
す
る
の
で
な
く
、
重
要
な
の
は
い
つ
で
も
事
実
の
「
魂
」
で
あ
る
。
そ
し
て
唯
物
弁
証
法
に
あ
っ
て
は
実

証
的
精
神
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
た
と
こ
ろ
の
理
論
と
実
践
と
の
統
一
は
自
覚
的
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
マ
ル
ク

ス
主
義
の
唯
物
論
は
近
代
の
実
証
的
精
神
の
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
弁
証
法
は
ま
た
近
代
の
歴
史
的
意
識
の

表
現
で
あ
る
。
蓋
し
弁
証
法
は
事
物
を
生
成
に
於
て
、
歴
史
に
於
て
考
察
す
る
方
法
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か

も
こ
の
と
き
歴
史
的
意
識
は
保
守
主
義
の
名
で
な
く
し
て
、
却
っ
て
革
命
的
な
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ

ア
科
学
に
於
て
は
歴
史
的
意
識
は
真
に
実
践
的
で
な
く
、
従
っ
て
ま
た
真
に
革
命
的
で
あ
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
し
て
、
唯
物
弁
証
法
は
近
代
科
学
の
実
証
的
精
神
と
歴
史
的
意
識
と
を
継
承
し
、
し
か
も
二
つ
の
も
の
を

別
々
に
分
離
さ
せ
て
お
く
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
両
者
は
唯
物
弁
証
法
に
於
て
結
合
さ
れ
、
統
一
さ
れ
て
い
る
と

云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

さ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
社
会
に
於
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
生
産
力
を
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
生
産
関
係
を
代
表
す
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近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法

る
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
自
然
科
学
は
直
接
に
生
産
力
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア

ジ
ー
は
自
然
科
学
を
本
来
の
意
味
で
初
め
て
生
産
し
た
階
級
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
理
論
の
産
業
的
実
践
を
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
の
階
級
に
配
当
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
こ
の
階
級
を
自
己
に
対
立
し
抗
争
す
る
も
の
と
し
て
形
成

し
た
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
一
面
か
ら
見
れ
ば
近
代
の
自
然
科
学
的
実
践
の
産
物
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
闘

争
す
る
階
級
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
の
科
学
的
研
究
は
主
と
し
て
生
産
関
係
に
向
け
ら
れ
る
。
か
く
て
自
然
科
学

が
特
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
科
学
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
日
の
社
会
科
学
は
特
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
科
学
で
あ

る
と
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
蓋
し
今
日
不
足
し
て
い
る
の
は
生
産
力
で
は
な
い
。
生
産
力
は
十
分
に
発
達

し
、
あ
り
あ
ま
る
ほ
ど
の
富
が
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
に
拘
ら
ず
、
貧
困
が
も
は
や
堪
え
難
き
も
の
に
ま
で
増
大
し
、

拡
張
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
今
日
の
最
も
緊
急
な
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
る

問
題
を
解
決
す
べ
き
社
会
科
学
が
特
に
今
日
の
科
学
で
あ
る
。
従
来
の
唯
物
論
が
社
会
や
歴
史
に
関
し
て
は
な
お

観
念
論
の
う
ち
に
と
ゞ
ま
っ
て
い
た
の
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
特
に
そ
れ
ら
の
も
の
の
中
へ
唯
物
弁
証
法

を
持
ち
込
む
こ
と
を
企
て
る
と
こ
ろ
の
科
学
で
あ
る
。
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ニ
ー
チ
ェ	

	

【1930.3

】

前
世
紀
の
精
神
的
発
展
は
、
普
通
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
観
念
論
の
時
期
に
つ
い
で
自
然
科

学
的
唯
物
論
的
時
期
が
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
世
紀
の
終
か
ら
再
び
理
想
主
義
的
観
念
論
的
時
期
が
復
興
し
始
め
て

い
る
。
十
九
世
紀
の
主
な
る
階
段
を
現
す
名
は
、
そ
れ
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
―
―
ヘ
ッ
ケ
ル
―
―
オ
イ
ケ
ン
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
こ
の
図
式
に
這
入
ら
な
い
人
間
を
知
っ
て
い
る
、
―
―
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
、
ニ
ー
チ
ェ
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ス
ト
リ
ン
ド
ベ
ル
ク
。
彼
等
の
活
動
は
十
九
世
紀
に
於
け
る
最
も
本

質
的
な
る
精
神
的
現
象
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
中
心
的
な
る
人
格
か
ら
し
て
こ
の
世
紀
の
形
象
を
描

き
出
す
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
克
服
と
い
う
こ
と
は
最
も
普
遍
的
な
、
且
つ
最
も
特
性
的
な
現
象
で
あ
っ
た
。
前
世
紀
の
後

半
か
ら
二
十
世
紀
の
初
頭
へ
か
け
て
の
注
目
す
べ
き
思
想
及
び
精
神
運
動
は
、す
べ
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
克
服
を
、

意
識
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
ま
た
は
無
意
識
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
目
指
し
て
努
力
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
る

こ
と
が
出
来
る
。
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
が
そ
う
で
あ
る
。
オ
ス
ト
ワ
ル
ト
や
ヘ
ッ
ケ
ル
な
ど
の
自
然
科
学
的
一
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ニ
ー
チ
ェ

元
論
の
思
想
も
ま
た
そ
の
中
に
数
え
ら
れ
得
よ
う
。
或
い
は
ま
た
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
か
ら
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
唯
物
論
哲
学
も
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
な
ど
を
も
そ
れ
に
属
せ
し

め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
れ
ら
の
及
び
そ
の
他
の
諸
傾
向
は
、
種
々
な
る
仕
方
に
於
け
る
、
種
々
な
る
程
度
に
於

け
る
、
そ
し
て
種
々
な
る
意
味
に
於
け
る
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
克
服
乃
至
は
そ
れ
に
対
す
る
努
力
で
あ
る
。
い
ま

我
々
の
問
題
に
な
る
の
は
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ニ
ー
チ
ェ
そ
の
人
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
人
格
に
於
て
象
徴
さ
れ
た
出
来
事
は
、
と
き
と
し
て
誤
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
く
孤
立
し
て

い
る
も
の
で
は
な
い
。
我
々
は
そ
の
平
行
現
象
と
し
て
ゼ
ー
レ
ン
・
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
よ

う
。
こ
の
出
来
事
は
無
限
に
豊
富
な
る
変
容
に
於
て
、
そ
し
て
屡
々
ひ
と
を
驚
か
す
に
足
る
が
如
き
同
一
な
る
定

式
に
於
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
の
核
心
を
な
す
と
こ
ろ
の
内
容
は
、
普
遍
的
な
る
、
絶
対
的
な
る

意
味
体
験
の
喪
失
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
嘗
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
表
現
し
た
よ
う
な
世
界
を
統
括
す
る
意
味
、
ま
た

カ
ン
ト
が
確
立
し
た
よ
う
な
世
界
の
う
ち
に
実
現
さ
る
べ
き
意
味
、
こ
の
よ
う
な
謂
わ
ば
「
自
明
な
る
」
意
味
は

も
は
や
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
人
々
は
む
し
ろ
意
味
を
求
め
る
、し
か
し
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
故
に
不
安
と
焦
躁
と
が
時
代
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
。

ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
と
っ
て
は
普
遍
的
な
、絶
対
的
な
意
味
は
与
え
ら
れ
て
い
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ゲ
ー
テ
と
は「
絶
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対
的
な
体
験
」（das absolute Erlebnis

）
を
な
お
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
は
「
無
」
が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
そ

し
て
或
る
物
へ
の
、
絶
対
的
な
体
験
へ
の
跳
躍
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
と
を
区
別
す
る
も

の
は
、
絶
対
的
な
体
験
の
所
与
性
（G

egebenheit

）
と
課
題
性
（A

ufgegebenheit

）
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ

ワ
ー
と
ヘ
ッ
ベ
ル
と
は
そ
の
中
問
に
立
っ
て
い
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
、
こ
の
無
の
体
験
と
い
う
新
し
い
実
体
を

ヘ
ー
ゲ
ル
の
手
段
を
も
っ
て
ひ
と
つ
の
宇
宙
的
な
る
意
味
聯
関
に
持
ち
来
す
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

か
く
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
は
な
お
体
系
を
も
つ
こ
と
が
出
来
た
、
そ
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ

ー
、
ヘ
ッ
ベ
ル
は
な
お
普
遍
的
悲
劇
を
創
作
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
時
代
の
連
続
が
断
絶
さ
れ
る
の
は
、
文
学
の

上
で
は
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
イ
ス
ト
に
於
て
で
あ
り
、
哲
学
の
上
で
は
ニ
ー
チ
ェ
に
於
て
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
人
も
な
お
絶
対
的
な
体
験
を
憧
憬
し
、
追
求
す
る
こ
と
に
見
切
り
を
つ
け
な
か
っ
た
点

で
等
し
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
彼
等
は
悲
劇
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ

ー
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
二
つ
の
意
味
を
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
最
も
積

極
的
な
意
味
に
於
け
る
も
の
、
即
ち
そ
こ
で
は
存
在
と
意
味
と
の
統
一
、
内
容
と
形
式
と
の
融
合
の
体
験
、
換
言

す
れ
ば
、
絶
対
的
な
体
験
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
や
ヘ
ー
ゲ
ル
を
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
と
呼
ぶ
場
合
が
そ
れ
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ニ
ー
チ
ェ

で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
に
は
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と
ク
ラ
シ
イ
ク
と
を
対
立
さ
せ
る
意
味
で
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク

が
い
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
両
者
の
綜
合
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で

は
も
と
よ
り
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
も
ヘ
ッ
ベ
ル
も
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
二
に
最
も
普
通
の

意
味
に
於
け
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
ク
ラ
シ
イ
ク
と
対
立
す
る
。
か
の
積
極
的
な
、
絶
対
的
な
体

験
は
そ
こ
で
は
消
滅
し
て
い
る
か
、
若
く
は
単
に
憧
憬
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
在
る
の
は
む
し
ろ
意

味
に
充
て
る
文
化
形
式
一
般
の
欠
乏
の
体
験
で
あ
る
。
絶
対
的
な
も
の
は
現
実
の
存
在
を
も
つ
こ
と
な
く
、
現
実

の
存
在
は
絶
対
的
な
も
の
を
失
っ
て
い
る
。
絶
対
的
な
体
験
の
現
実
態
と
欠
乏
態
、
こ
れ
が
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
二

つ
の
意
味
を
規
定
す
る
。
二
つ
の
概
念
規
定
の
根
源
と
な
る
も
の
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
絶
対
的
な
体
験
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
第
二
の
意
味
は
論
理
的
に
は
た
だ
第
一
の
意
味
を
予
想
し
て
の
み
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
現
実

態
の
概
念
な
し
に
は
そ
の
欠
乏
態
の
意
味
は
規
定
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
普
通
に
謂
う
と
こ
ろ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
は
論
理
的
に
は
三
つ
の
段
階
を
も
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
（der poetische R

om
antiker

）、
憂
鬱
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ

ー
（der m

elancholische R
om

antiker

）、
悲
劇
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
（der tragische	 R

om
antiker

）、
が
そ
れ
で

あ
る
。
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
は
現
実
の
う
ち
に
存
在
を
も
つ
こ
と
な
く
、
何
等
か
の
想
像
の
う
ち
に
満
足
し
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て
生
き
る
。
憂
鬱
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
は
彼
の
現
実
の
存
在
の
欠
乏
を
不
幸
と
し
て
体
験
す
る
。
悲
劇
的
ロ
マ
ン

テ
ィ
カ
ー
は
こ
の
存
在
の
欠
乏
を
克
服
し
よ
う
と
烈
し
く
、
し
か
し
ま
た
空
し
く
試
み
る
の
で
あ
る
。
ロ
マ
ン
テ

ィ
ク
の
こ
れ
ら
の
諸
類
型
に
共
通
な
る
運
命
は
、
人
間
の
游
離
（die Entw

urzelung	 des M
enschen

）
で
あ
る
、

換
言
す
れ
ば
、
人
間
は
如
何
な
る
「
宇
宙
的
な
意
味
」
を
も
も
っ
て
い
な
い
。
か
く
て
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー

は
自
己
の
主
観
性
の
う
ち
に
引
き
込
ん
で
、
そ
こ
に
彼
の
想
像
を
架
空
の
宇
宙
に
築
き
上
げ
る
。
憂
鬱
な
ロ
マ
ン

テ
ィ
カ
ー
も
ま
た
彼
の
主
観
性
の
う
ち
に
閉
じ
籠
っ
て
、
全
体
の
自
己
に
対
す
る
疎
遠
を
い
た
ま
し
く
も
体
感
す

る
。
悲
劇
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
は
存
在
の
た
め
に
苦
闘
す
る
。
彼
は
前
二
者
の
隠
遁
と
消
極
的
態
度
に
対
し
て

闘
争
す
る
。
悲
劇
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
は
、
自
己
を
、
即
ち
彼
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
否
定
し
、
彼
の
運
命
を
克

服
し
よ
う
と
す
る
。
も
し
こ
れ
が
成
功
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
も
は
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
で
は
な
い
、
も
し
そ
れ
が

成
功
し
な
い
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
が
彼
を
ま
さ
に
悲
劇
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
に
す
る
の
で
あ
る
。

さ
て
存
在
の
欠
乏
（Existenzlosigkeit

）
と
い
う
こ
と
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
的
思
索
を
動
か
す
と
こ
ろ
の
衝

動
で
あ
っ
た
。
世
界
の
う
ち
い
ず
こ
に
あ
っ
て
も
故
郷
を
も
た
ぬ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
彼
の
精
神
生
活
に
於
け

る
根
源
的
な
感
情
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
己
を
「
故
郷
な
き
者
」
に
数
え
る
。
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
に
も
ま
た

現
実
の
存
在
の
欠
乏
は
属
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
彼
等
は
彼
等
の
想
像
に
よ
っ
て
到
る
処
を
故
郷
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ニ
ー
チ
ェ

に
変
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
こ
と
に
「
故
郷
」（H

eim
at

）
な
る
語
は
彼
等
の
好
ん
だ
言
葉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

遠
き
も
の
、
見
知
ら
ぬ
も
の
の
一
切
が
彼
等
に
と
っ
て
故
郷
と
な
る
。「
我
々
は
い
ず
こ
へ
行
く
か
。
―
―
い
つ

で
も
家
に
向
っ
て
。」
と
い
う
の
は
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
の
有
名
な
句
で
あ
る
。
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
哲
学
を
郷
愁
と

し
て
説
明
し
た
。
彼
に
と
っ
て
は
自
然
の
秘
密
と
し
て
故
郷
の
恋
人
が
顕
に
な
る
。
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
は

甘
き
幻
影
と
美
し
き
仮
象
、
夢
と
魔
術
と
を
愛
し
、
そ
こ
に
真
理
の
国
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が

ら
ニ
ー
チ
ェ
は
か
く
の
如
き
遁
れ
路
を
知
ら
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
真
理
を
求
め
た
、
―
―
こ
れ
が
「
彼
の
ひ
っ
か

か
っ
た
道
徳
の
最
後
の
係
蹄
」
で
あ
る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
云
っ
て
い
る
。
彼
は
真
理
を
求
め
た
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
を
真
実
に

0

0

0

求
め
た
。
そ
し
て
彼
は
自
己
の
存
在
が
宇
宙
的
な
意
味
を
奪
わ
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
。
彼
は
な

に
よ
り
も
「
孤
独
」
を
体
験
す
る
。
孤
独
は
存
在
の
欠
乏
の
積
極
的
な
る
体
験
で
あ
る
。
こ
れ
の
肯
定
が
恰
も
彼

を
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
か
ら
区
別
す
る
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。「
我
々

の
精
神
は
結
合
の
実
体
で
あ
る
。」「
精
神
と
は
内
的
な
社
会
性
で
あ
る
。」
と
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
記
す
。
友
達
と

恋
人
と
の
関
係
が
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
の
生
活
の
真
理
内
容
を
意
味
す
る
。
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
こ
に

虚
偽
を
見
る
、
真
理
と
は
却
っ
て
孤
独
で
あ
る
。
彼
は
「
真
実
の
苦
悩
」（das Leiden der W

ahrhaftigkeit

）
を

と
る
。
真
実
の
苦
悩
を
み
ず
か
ら
進
ん
で
身
に
引
受
け
る
人
間
に
つ
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
云
う
、「
彼
は
彼
の
勇
気



一
四
〇

に
よ
っ
て
彼
の
地
上
の
幸
福
を
否
定
す
る
、
彼
は
彼
の
愛
す
る
人
間
に
対
し
て
さ
え
、
彼
の
母
胎
た
る
諸
制
度
に

対
し
て
さ
え
、
敵
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
賢
者
は
冷
き
空
気
の
中
を
か
け
り
昇
り
ゆ
く
鷲
で
あ
り
、
そ
こ
で
は

一
切
の
も
の
が
遠
く
遠
く
に
あ
る
と
こ
ろ
の
、凍
え
る
空
の
う
ち
に
突
き
立
つ
山
頂
に
於
け
る
孤
独
の
人
で
あ
る
。

「
距
離
の
情
熱
」
こ
そ
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
る
生
活
の
真
理
内
容
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
普
通
に
ニ
ー
チ
ェ
に
於
け
る
貴
族
主
義
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
源
の
如
何
な
る
も
の
で
あ
る

か
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
も
の
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
は
、
自
己
の
存
在
に
於
け
る
宇
宙
的
な
意
味
の
喪

失
の
体
験
で
あ
る
、
こ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
に
あ
っ
て
自
己
の
大
衆
か
ら
の
距
離
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
、
し
か
し
彼
は

こ
の
失
わ
れ
た
自
己
を
取
戻
そ
う
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
情
熱
を
も
っ
て
戦
う
。
今
や
彼
は
ひ
と
り
の
戦
士
と
し
て
現

れ
る
。
ひ
と
は
ニ
ー
チ
ェ
を
此
れ
ま
た
は
彼
れ
の
事
柄
に
対
す
る
戦
士
と
し
て
見
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
戦
士

自
体
、
戦
士
一
般
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
、
け
だ
し
ニ
ー
チ
ェ
の
唯
一
の
目
的
は
失
わ
れ
た
絶
対
的
な

0

0

0

0

体
験
、

宇
宙
的
な

0

0

0

0

意
味
、
こ
の
全
体
0

0

を
再
び
戦
い
と
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
諸
君
は
云
う
、
ま
さ
に
善
き
物
こ

そ
が
戦
争
を
さ
え
神
聖
に
す
る
、
と
。
私
は
諸
君
に
云
う
、
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

物
を
神
聖
に
す
る
の
は
善
き
戦
争
で
あ
る
、

と
。
戦
争
と
勇
気
と
は
隣
人
愛
よ
り
も
一
層
多
く
偉
大
な
事
柄
を
な
し
て
来
た
。」
絶
対
的
な
体
験
の
奪
還
の
た

め
の
戦
争
と
い
う
こ
と
が
恰
も
彼
の
貴
族
主
義
、
或
い
は
ま
た
個
人
主
義
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
の
根
源
で
あ
る
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ニ
ー
チ
ェ

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
於
て
普
通
の
意
味
に
於
け
る
貴
族
主
義
も
し
く
は
個
人
主
義
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て

い
る
。
恰
も
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
な
ど
の
謂
う
社
会
性
か
ら
社
会
主
義
の
出
て
来
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
社
会
と
は

詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
に
と
っ
て
社
交
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
私
は
会

話
の
な
か
で
最
も
多
く
創
作
す
る
」、
と
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
云
っ
た
、
そ
し
て
ド
ロ
テ
ア
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
彼

に
つ
い
て
、「
あ
な
た
が
彼
の
三
十
巻
の
書
物
を
読
ま
れ
る
と
き
に
も
、
あ
な
た
が
一
度
彼
と
一
緒
に
お
茶
を
飲

ま
れ
る
と
き
ほ
ど
よ
く
は
彼
を
理
解
な
さ
ら
な
い
の
で
す
」、
と
書
い
て
い
る
。

さ
て
ニ
ー
チ
ェ
の
業
績
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
誰
も
の
考
察
に
這
入
っ
て
来
る
と
こ
ろ
の
最
初
の
著
作
は
『
悲

劇
の
誕
生
』
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
み
ず
か
ら
こ
の
も
の
を
「
一
の
不
可
能
な
る
書
物
」（ein unm

ögliches	 B
uch

）

と
呼
ん
で
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
れ
は
人
間
思
想
の
歴
史
に
於
て
全
く
類
例
を
見
ぬ
書
物
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は

「
た
だ
季
に
先
ん
じ
て
、
緑
に
ま
さ
る
緑
の
自
己
の
体
験
か
ら
し
て
築
き
上
げ
ら
れ
た
」
書
物
で
あ
る
。
我
々
は

そ
こ
に
単
に
文
化
批
評
家
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
を
見
る
べ
き
で
な
く
、
自
己
の
存
在
の
獲
得
の
た
め
に
戦
い
つ
つ

あ
る
人
を
同
時
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
。
多
く
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
と
同
じ
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
は
な
に
よ
り
も
先

ず
芸
術
家
で
あ
り
、
美
学
者
で
あ
っ
た
。
殊
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
同
じ
く
彼
は	 A

esthetiker	

と
し
て
の
自
己

を
第
一
に
清
算
し
た
。
審
美
家
と
し
て
彼
は
文
化
を
も
っ
て
、
ひ
と
つ
の
民
族
の
一
切
の
生
活
表
現
に
於
け
る
統
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一
と
し
て
把
握
し
た
、
多
様
の
う
ち
に
於
け
る
こ
の
統
一
は
我
々
が
型
式
（Stil

）
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
文
化
の
概
念
は
も
と
も
と
審
美
的
範
疇
の
う
ち
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
ニ
ー
チ

ェ
は
、「
文
化
と
は
ひ
と
つ
の
民
族
の
一
切
の
生
活
表
現
に
於
け
る
芸
術
的
型
式
の
統
一
で
あ
る
」
と
考
え
る
の

で
あ
る
。『
悲
劇
の
誕
生
』
に
於
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
、
こ
の
本
来
の
文
化
民
族
の
文
化
の
発
展
が
論
ぜ
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
は
、「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
」
と
「
ア
ポ
ロ
的
」
と
い
う
一
対
の

概
念
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
こ
れ
ら
の
対
立
的
な
る
も
の
は
自
然
そ
の
も
の
の
中
か
ら
湧
き
出
で
る
対
立

で
あ
り
、
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
民
族
の
芸
術
の
う
ち
に
於
て
は
た
ら
く
限
り
、
そ
れ
ら
は
「
自
然
の
芸
術
衝
動
」
と

名
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ア
ポ
ロ
は
仮
象
の
、
造
形
の
、
節
度
の
神
で
あ
り
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
は
夢0

の

う
ち
に
最
も
純
粋
に
現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
仮
象
の
う
ち
に
、
形
象
の
多
彩
な
る
交
替
の
う
ち
に
、
意

志
は
眠
ら
さ
れ
て
、
生
は
鎮
め
ら
れ
、
馴
ら
さ
れ
て
我
々
の
上
を
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
。
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
る
も

の
は
陶
酔
0

0

の
う
ち
に
最
も
純
粋
に
自
己
を
啓
示
す
る
、
こ
の
と
き
我
々
は
本
源
的
な
る
も
の
と
一
と
な
っ
て
い
る

の
を
感
じ
、
ま
た
こ
の
と
き
理
智
は
眠
り
、
意
志
は
荒
れ
狂
っ
て
、
そ
し
て
生
は
崇
高
な
る
表
現
に
到
達
す
る
の

で
あ
る
。ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
一
対
の
概
念
の
導
き
の
も
と
に
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
発
展
を
六
つ
の
時
期
に
区
別
し
た
。

我
々
は
い
ま
そ
れ
に
立
入
っ
て
述
べ
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
こ
こ
に
は
た
だ
次
の
こ
と
を
注
意
し
て
お
こ
う
。
普
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ニ
ー
チ
ェ

通
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
も
っ
て
そ
の
最
盛
時
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ

は
こ
れ
に
反
し
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
共
に
そ
の
没
落
期
が
始
っ
た
と
見
做
し
た
。
彼
は
特
に
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も

の
、
即
ち
音
楽
の
精
神
か
ら
産
れ
た
悲
劇
の
作
者
達
に
於
て
文
化
の
発
展
は
そ
の
最
高
頂
に
達
し
た
と
考
え
る
。

哲
学
に
つ
い
て
云
え
ば
、
悲
劇
的
時
代
の
哲
学
者
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
、
殊
に
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
に
於
て
そ
の
頂
上

を
見
る
。デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
智
慧
は
世
界
の
本
質
が
苦
悩
に
み
ち
た
無
意
識
的
な
本
源
意
志
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、

こ
の
形
而
上
学
的
厭
世
観
は
悲
劇
の
神
秘
的
象
徴
に
於
て
表
現
さ
れ
た
。
し
か
る
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
は
そ
の
明

晰
、
冷
静
、
意
識
、
そ
の
楽
天
観
を
も
っ
て
、
無
意
識
的
な
本
質
を
真
に
現
し
得
る
と
こ
ろ
の
神
秘
的
象
徴
的
な

る
も
の
の
解
消
者
で
あ
り
、
破
壊
者
で
あ
る
。「
善
く
あ
る
た
め
に
は
、
凡
て
は
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
ソ

ク
ラ
テ
ス
の
倫
理
的
合
理
主
義
は
云
う
、
そ
し
て
そ
れ
と
平
行
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、「
美
し
く
あ
る
た

め
に
は
、
凡
て
は
意
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」、
と
い
う
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
美
的
ソ
ク
ラ
テ
ス
主
義
が
現
れ
た
の

で
あ
り
、
か
く
て
ギ
リ
シ
ア
文
化
は
下
り
坂
を
辿
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
一
層
重
要
な
こ
と
は
、
ア
ポ
ロ
的
及
び
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
の
概
念
に
於
て
、
か
の
「
絶
対
的
な
体

験
」、即
ち
存
在
と
意
味
、形
式
と
内
容
と
の
統
一
の
体
験
の
破
壊
が
既
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

自
己
の
存
在
の
肯
定
は
、
形
式
な
き
内
容
そ
の
も
の
、
謂
わ
ば
意
味
な
き
存
在
そ
の
も
の
に
於
て
求
め
ら
れ
る
に
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到
っ
た
。
最
高
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
と
っ
て
は
形
而
上
学
こ
そ
が
存
在
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
反
ロ
マ
ン

テ
ィ
カ
ー
た
る
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
そ
れ
は
却
っ
て
存
在
か
ら
の
逃
避
に
見
え
た
、な
ぜ
な
ら
彼
に
は
も
は
や
、

形
而
上
学
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
意
味
と
存
在
、
内
容
と
形
式
と
の
統
一
、
融
合
と
い
う
絶

対
的
な
体
験
が
欠
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。「
自
己
を
紛
ら
し
慰
め
る
た
め
の
種
々
な
る
手
段
が
あ
る
。
し
か
し

な
が
ら
抽
象
的
思
惟
ほ
ど
力
強
く
人
間
を
自
己
自
身
か
ら
遠
ざ
け
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
殆
ど
ひ
と
つ
も
な
い
、
な

ぜ
な
ら
そ
れ
は
た
だ
出
来
る
限
り
非
人
格
的
に
振
舞
う
こ
と
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。」
論
理
や
規
範
、
一
般

に
形
式
的
な
も
の
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
闘
争
は
、
個
人
は
概
念
の
非
人
格
的
な
聯
関
の
う
ち
に
解
消
さ
る
べ
き

で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
概
念
聯
関
が
生
け
る
、
存
在
す
る
個
人
の
う
ち
に
そ
の
根
源
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

体
験
に
相
応
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
哲
学
は
こ
の
意
味
に
於
て
、
概
念
を
生
そ
の
も
の
の
う
ち
か
ら
導
き
出
し
、

そ
れ
を
生
そ
の
も
の
に
於
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
、
哲
学
上
最
も
重
要
な
傾
向
を
代
表
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま

た
彼
は
こ
の
見
方
の
創
設
者
の
う
ち
の
最
も
有
力
な
ひ
と
り
で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
同
時
に
こ
の
見
方
が
ニ
ー

チ
ェ
に
あ
っ
て
は
絶
対
的
な
体
験
の
破
壊
と
い
う
悲
劇
を
通
し
て
到
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
存
在
と
存
在
の
意
味
と
は
分
た
れ
ず
に
あ
っ
た
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
彼
を
し
て

普
遍
的
体
系
家
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。
今
や
存
在
と
意
味
と
は
分
離
し
て
い
る
。
か
く
て
意
味
は
そ
れ
自
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ー
チ
ェ

身
だ
け
で
、
詩
的
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
に
於
て
、
お
伽
噺
的
な
詩
に
於
て
生
き
る
。
こ
の
と
き
存
在
も
ま
た
そ
れ

自
身
だ
け
で
、
実
証
主
義
に
於
て
、
人
間
動
物
的
存
在
に
於
て
生
き
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ま
た
こ
の
後
の
道
を
辿
っ

た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
過
程
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
よ
う
。

ギ
リ
シ
ア
文
化
を
解
明
す
べ
き
概
念
に
関
し
て
は
既
に
語
ら
れ
た
。
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
、
他
の

多
く
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
に
と
っ
て
と
同
じ
く
、
ギ
リ
シ
ア
の
文
化
は
過
去
の
文
化
一
般
の
意
味
を
も
っ
て
い

た
。
次
の
問
題
は
、
今
は
我
々
は
如
何
な
る
文
化
を
も
つ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ド
イ
ツ
文
化

が
、
ド
イ
ツ
の
武
器
の
勝
利
、
ド
イ
ツ
帝
国
の
建
設
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
自
己
満
足
と
自
己
誇
負

と
の
た
め
に
危
険
に
瀕
し
て
い
る
の
を
見
た
。
文
化
と
は
ひ
と
つ
の
民
族
の
一
切
の
生
活
表
現
に
於
け
る
芸
術
的

型
式
の
統
一
で
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
民
族
は
斯
く
の
如
き
統
一
を
有
す
る
か
、
と
い
う
問
に
対
し
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は

否
定
を
も
っ
て
答
え
る
。
む
し
ろ
ド
イ
ツ
に
は
「
一
切
の
型
式
の
渾
沌
た
る
錯
綜
」
が
支
配
し
て
い
る
、
ド
イ
ツ

人
は
そ
の
世
界
観
か
ら
そ
の
服
装
、
そ
の
生
活
様
式
に
至
る
ま
で
、
種
々
な
る
時
代
及
び
国
々
に
依
属
し
て
い
て
、

独
創
的
な

0

0

0

0

ド
イ
ツ
文
化
を
な
お
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
一
層
悪
い
こ
と
に
は
、
彼
等
は
あ
ら
ゆ
る
型
式
の
こ

の
混
乱
に
安
ん
じ
て
、
こ
の
似
而
非
文
化
を
も
っ
て
理
想
的
文
化
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
。
こ
こ
に
必
然
的

に
文
化
人
の
ひ
と
つ
の
類
型
が
生
じ
、
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
も
の
を
「
教
養
の
俗
人
」（B

ildungsphilister

）
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と
呼
ん
で
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
有
名
な
著
作
家
に
し
て
イ
エ
ス
の
伝
記
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ダ
ヴ
ィ
ッ
ト
・

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
於
て
教
養
の
俗
人
の
最
も
純
粋
な
代
表
者
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
、こ
の
人
の
著
作『
旧

き
及
び
新
し
き
信
仰
』
を
教
養
の
俗
人
主
義
の
聖
書
で
あ
る
と
し
た
。
宗
教
に
於
て
は
、
ひ
と
は
そ
の
「
教
養
」

の
た
め
に
、
教
義
や
教
会
を
棄
て
た
が
、
し
か
も
宗
教
な
く
し
て
生
き
る
こ
と
が
出
来
ず
し
て
、
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル

風
の
普
遍
的
な
世
界
理
性
と
い
う
抽
象
的
概
念
に
彼
の
信
仰
を
寄
せ
た
。
芸
術
に
於
て
は
、
ひ
と
は
そ
こ
に
悲
劇

的
な
生
の
真
面
目
の
啓
示
を
求
め
ず
し
て
、
却
っ
て
ま
さ
に
諧
謔
と
娯
楽
と
を
求
め
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ニ

ー
チ
ェ
が
教
養
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
単
に
知
的
な
、
そ
し
て
そ
の
完
成
と
し
て
特
に
学
問
的
な
教
養
を
意
味
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
教
養
が
生
活
を
指
導
す
る
と
き
に
は
、
力
と
深
さ
と
は
失
わ
れ
て
、
一
切
は
中
庸
化

さ
れ
、
凡
庸
化
さ
れ
る
。
学
問
は
生
の
力
を
鈍
ら
せ
、
痲
痺
さ
せ
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
た
。
か
く
特
性
づ
け
ら
れ

た
今
の
時
代
を
模
型
的
な
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
発
展
過
程
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
悲
劇
の
時
期
で

は
な
く
し
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
、
理
論
的
楽
天
的
な
、
学
問
を
神
化
す
る
、
大
量
な
教
養
を

求
め
る
と
こ
ろ
の
、
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
的
な
文
化
時
期
で
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
更
に
次
の
問
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
文
化
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
ニ
ー
チ
ェ
の
謂
う
文
化
概
念
の
意
味
を
想
い
起
す
な
ら
ば
、
こ
の
問
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
種
類
の
人
間
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が
あ
ら
ゆ
る
生
活
表
現
の
う
ち
に
於
け
る
求
め
ら
れ
た
統
一
を
促
進
す
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
に
な
る
。
教

養
の
俗
人
は
か
か
る
統
一
に
対
し
て
極
端
な
正
反
対
を
な
す
が
故
に
、
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
典
型
人
は
ま
た
恰

も
教
養
の
俗
人
に
対
す
る
他
の
極
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
教
養
の
俗
人
の
正
反
対
の
も
の
は
ま

さ
し
く
天
才
0

0

で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
前
者
の
典
型
を
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
に
於
て
見
た
よ
う
に
、
後
者
の
模
範
を
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
に
於
て
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。『
教
育
家
と
し
て
の
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
』

と
い
う
書
は
こ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
天
才
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
文
化
発
展
の
本
来
の
担
い
手

で
あ
る
も
の
は
、
天
才
的
な
政
治
家
、
天
才
的
な
学
者
の
如
き
も
の
で
な
く
て
、
却
っ
て
、
芸
術
家
、
哲
学
者
及

び
聖
者
と
い
う
三
つ
の
種
類
の
人
間
の
み
で
あ
る
。
如
何
に
ニ
ー
チ
ェ
が
悟
性
認
識
に
基
礎
を
お
く
教
養
を
軽
く

評
価
し
た
か
と
い
う
こ
と
は
、
彼
が
こ
こ
で
も
既
に
哲
学
者
を
も
っ
て
、
純
粋
な
る
学
問
を
目
的
と
す
る
も
の
で

な
く
し
て
、
却
っ
て
「
物
の
尺
度
、
金
目
及
び
重
量
に
対
し
て
の
立
法
者
」
で
あ
る
と
考
え
た
こ
と
か
ら
も
窺
い

知
り
得
よ
う
。
―
―
現
代
に
於
て
も
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
や
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
に
よ
っ
て
唱
え
ら

れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
学
問
と
し
て
で
な
く
、「
予
言
」（Prophetie

）
と
し
て
の
哲
学
、
い
わ
ゆ
る
予
言
的
哲
学
の

考
え
は
ニ
ー
チ
ェ
に
於
て
最
も
力
強
く
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
―
―
し
か
る
に
天
才
と
い
う
文
化
の
最
高
頂
は

同
時
に
文
化
の
究
極
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
天
才
の
生
産
と
い
う
こ
と
が
一
切
の
文
化
の
課
題
で
あ
る
の
で
あ
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る
。
偉
大
な
る
芸
術
家
、
偉
大
な
る
哲
学
者
、
偉
大
な
る
聖
者
の
生
産
の
う
ち
に
文
化
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、

政
治
の
発
達
、
社
会
的
立
法
、
啓
蒙
的
教
養
の
普
及
に
よ
っ
て
大
衆
を
幸
福
な
ら
し
め
る
こ
と
が
文
化
で
は
な
い

の
で
あ
る
。
民
衆
は
目
的
で
な
く
、手
段
、天
才
に
路
を
拓
く
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
国
家
と
雖
も
ま
た
た
だ
「
天

才
の
足
場
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
る
に
民
衆
、
即
ち
凡
庸
人
に
向
っ
て
、
世
界
は
彼
等
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
く
、

い
な
、
彼
等
自
身
と
雖
も
自
己
の
た
め
、
ま
た
は
彼
等
凡
庸
人
の
仲
間
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
く
し
て
、
却
っ
て

凡
て
は
悉
く
例
外
人
、
少
数
の
天
才
の
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
如
何
に
し
て
確
信
せ
し
め
る

こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
偉
人
に
対
す
る
狂
熱
的
な
愛
の
火
を
燃
や
し
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
の
無
価
値
に
対
す
る
眼
を
開
か
し
め
、
自
己
を
卑
下
し
て
引
き
さ
が
り
、「
最
も
稀
な

る
、
最
も
価
値
あ
る
類
」
の
た
め
に
奉
仕
し
よ
う
と
い
う
衝
動
と
熱
望
と
を
い
だ
か
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
凡
庸
人
が
最
初
の
「
文
化
の
洗
礼
」
を
受
け
た
と
き
に
は
、
第
二
の
も
の
、
即
ち
一
切
の

力
を
も
っ
て
天
才
の
再
生
産
の
た
め
に
積
極
的
に
活
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
必
然
的
に
随
っ
て
来
る
。
か
く
の
如

く
偉
大
な
る
も
の
に
対
す
る
愛
に
充
ち
た
感
激
に
よ
っ
て
の
み
人
類
を
文
化
の
最
高
の
任
務
の
た
め
に
贏か

ち
得
る

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
愛
と
こ
の
仕
事
に
目
覚
め
し
め
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
を
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
は

教
育
す
べ
き
者
で
あ
る
、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考
え
た
。
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ニ
ー
チ
ェ
は
天
才
の
支
配
に
於
て
理
想
的
文
化
を
見
た
。
か
か
る
芸
術
的
、
哲
学
的
、
宗
教
的
天
才
は
、
彼
に

よ
っ
て
、
或
い
は
美
的
な
範
疇
の
も
と
に
、
最
も
全
体
的
な
る
が
故
に
最
も
完
成
し
た
類
型
と
し
て
把
握
さ
れ
た

に
せ
よ
、
或
い
は
ま
た
ダ
ー
ウ
ィ
ン
的
生
物
学
的
範
疇
の
も
と
に
、
一
層
高
き
種
族
へ
の
極
限
の
型
、
過
渡
の
型

と
し
て
把
握
さ
れ
た
に
せ
よ
（
後
に
彼
は
「
超
人
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
表
現
し
た
）、
或
い
は
ま
た
倫
理
的

な
範
疇
の
も
と
に
、「
物
の
裁
判
官
及
び
価
値
測
定
者
」
と
し
て
理
解
さ
れ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
見
解
の
根
柢

に
は
す
べ
て
、
形
而
上
学
的
な
る
根
源
本
質
は
人
類
の
範
囲
内
で
は
天
才
に
於
て
そ
の
究
極
の
目
的
、
そ
の
最
後

の
意
図
を
追
求
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
確
信
が
つ
ね
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
天
才
崇
拝
と
天
才
文
化
と
を
促

進
す
る
者
は
、
世
界
過
程
の
流
の
中
に
泳
ぐ
者
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に
は
文
化
の
形
而
上
学
的
な
意
味
に
対
す
る

確
信
が
あ
る
。
嘗
て
は
宇
宙
の
一
切
の
存
在
の
う
ち
に
横
た
わ
っ
て
い
た
絶
対
的
な
体
験
を
、
こ
の
と
き
ニ
ー
チ

ェ
は
た
だ
特
に
例
外
人
た
る
天
才
に
於
て
の
み
体
験
し
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
彼
は
天
才
に
於
て
彼
の
求
め

て
や
ま
ぬ
絶
対
的
な
体
験
を
見
出
し
得
る
と
信
じ
た
。

如
何
な
る
文
化
が
在
る
べ
き
で
あ
る
か
が
論
ぜ
ら
れ
た
後
に
、
次
の
問
題
は
、
か
く
の
如
き
在
る
べ
き
文
化
の

萌
芽
は
今
既
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
恰
も
リ
ヒ
ア
ル
ト
・
ワ
グ
ナ
ー
に
於

て
実
に
そ
れ
を
発
見
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
見
做
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
に
よ
れ
ば
、「
私
に
と
っ
て
、
親
し
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く
見
た
ワ
グ
ナ
ー
の
現
象
は
、
先
ず
消
極
的
に
は
、
我
々
は
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
を
今
日
に
至
る
ま
で
理
解
し
て
い

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
し
て
逆
に
我
々
は
か
し
こ
に
於
て
我
々
の
ワ
グ
ナ
ー
現
象
に
対
す
る

唯
一
の
類
似
を
見
出
す
の
で
あ
る
。」
何
故
に
そ
う
で
あ
る
か
。
ワ
グ
ナ
ー
の
芸
術
の
う
ち
に
我
々
は
初
め
て
悲

劇
に
於
け
る
音
楽
と
動
作
と
の
偶
然
的
で
な
く
却
っ
て
必
然
的
な
結
合
を
再
び
見
る
の
で
あ
り
、
謂
わ
ば
「
音
楽

の
精
神
か
ら
の
悲
劇
の
再
生
」
を
も
つ
の
で
あ
る
。
詩
と
音
楽
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の

と
の
結
合
は
、
ワ
グ
ナ
ー
に
あ
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
詩
人
に
於
け
る
と
同
じ
く
、
完
全
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

一
切
の
見
得
る
も
の
は
聞
き
得
る
も
の
に
ま
で
自
己
を
深
め
、
一
切
の
聞
き
得
る
も
の
は
見
得
る
も
の
と
し
て
現

れ
よ
う
と
努
力
す
る
。
ワ
グ
ナ
ー
は
今
の
時
代
の
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
で
あ
る
。
彼
こ
そ
は
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
時

代
の
反
対
者
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
悲
劇
的
時
代
の
復
活
者
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
い
ま
や
ニ
ー
チ
ェ
が
ひ
と
つ
の
重
大
な
危
機
に
立
っ
て
い
る
の
を
見
る
。
こ
の
危
機
が
何

で
あ
る
か
を
洞
察
す
る
こ
と
は
困
難
で
な
い
。
絶
対
的
な
体
験
は
、
ま
さ
に
そ
の
絶
対
性
の
故
に
、
た
だ
宇
宙
的

な
規
模
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
詩
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
は
ま
こ
と
に
か
く
の
如
き
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
る
に
ニ
ー
チ
ェ
に
あ
っ
て
は
、
彼
は
本
来
絶
対
的
な
体
験
を
求
め
な
が
ら
、
も
は
や
宇
宙
的
な
規
模

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
第
一
に
、
彼
の
漸
く
見
出
し
得
た
も
の
は
天
才
で
あ
り
、
例
外
人
で
あ
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ニ
ー
チ
ェ

る
。
そ
れ
の
み
で
な
い
、
第
二
に
、
彼
の
見
出
し
得
た
も
の
は
単
に
芸
術
的
な
も
の
、
一
般
に
非
合
理
的
な
も
の

で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
制
限
が
絶
対
的
体
験
の
内
部
に
喰
い
入
る
と
き
、
絶
対
的
な
体
験
は
、
絶
対
的
な
体
験
と

し
て
、
お
の
ず
か
ら
破
壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
破
壊
は
絶
対
的
な
体
験
の
自
己
分
裂
と
し
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
し
か
る
に
こ
の
自
己
分
裂
は
、
恰
も
存
在
と
存
在
の
意
味
と
の
分
裂
を
結
果
す
る
で

あ
ろ
う
。
存
在
の
回
復
の
た
め
に
あ
ら
ゆ
る
苦
闘
を
す
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
た
ニ
ー
チ
ェ
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
と
き
凡
て
が
単
な
る
存
在
の
側
に
お
か
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々
は
こ
こ
に
実
証
主
義
者
ニ
ー
チ
ェ
を

見
出
す
の
で
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
や
ワ
グ
ナ
ー
の
影
響
を
離
れ
て
、
主
と
し
て
レ
イ
と
の
交
際
に
よ
っ
て
ミ
ル

そ
の
他
の
イ
ギ
リ
ス
の
実
証
主
義
の
影
響
の
も
と
に
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
我
々
は
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
が
同
時
に
フ

ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
ド
イ
ツ
の
音
楽
と
芸
術
と
か
ら
、

彼
は
イ
ギ
リ
ス
及
び
フ
ラ
ン
ス
の
心
理
学
と
道
徳
論
と
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。「
審
美
家
」
は
破
滅
し
て
、

も
し
く
は
自
己
を
征
服
し
て
こ
こ
に
「
倫
理
家
」（Ethiker
）
が
生
れ
る
。
我
々
は
ま
さ
に
同
じ
魂
の
発
展
の
道

程
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
つ
い
て
も
語
る
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。

先
ず
哲
学
に
つ
い
て
云
え
ば
、
哲
学
は
何
等
か
特
殊
な
、
思
弁
的
ま
た
は
芸
術
的
な
方
法
を
も
つ
の
で
は
な
い
。
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そ
れ
は
む
し
ろ
自
然
科
学
及
び
精
神
科
学
と
同
一
な
る
、
即
ち
ニ
ー
チ
ェ
に
従
え
ば
、
一
方
で
は
分
析
的
な

0

0

0

0

、
他

方
で
は
歴
史
的
な

0

0

0

0

方
法
を
使
用
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
一
方
で
は
、
道
徳
的
な
、
宗
教
的
な
、
美
的
な
及
び
文

化
的
な
刺
戟
の
「
化
学
」
が
、
そ
し
て
他
方
で
は
「
歴
史
的
な
哲
学
的
思
索
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と

は
統
一
を
直
接
に
所
有
し
て
い
る
と
信
ず
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
到
る
処
結
び
目
を
解
い
て
行
っ
て
、
次
第
に
小

な
る
要
素
に
分
つ
べ
き
で
あ
る
。
道
徳
的
感
情
に
つ
い
て
も
統
一
と
い
う
語
の
も
と
に
現
さ
れ
る
事
態
が
統
一
で

な
く
し
て
、
却
っ
て
「
千
の
源
と
支
流
と
か
ら
成
る
流
」
で
あ
る
こ
と
を
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
ま
た
、
以

前
は
ニ
ー
チ
ェ
の
文
化
哲
学
の
基
礎
概
念
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
（
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
と
ア
ポ
ロ
的
、
天
才
と
俗

人
、
個
人
と
群
衆
な
ど
の
如
き
）、
対
立
を
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
い
ま
は
彼
自
身
そ
れ
を
警
戒
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
説
く
。
な
ぜ
な
ら
歴
史
的
考
察
は
、
一
切
の
現
象
を
連
続
的
な
進
化
の
産
物
と
し
て
、
無
限
に
多
く
の
小
契

機
の
漸
次
的
な
集
積
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
教
え
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、「
天
才
の

権
利
と
特
殊
能
力
」
に
対
す
る
信
仰
は
ま
た
「
迷
信
」
と
し
て
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て

ニ
ー
チ
ェ
は
以
前
の
彼
の
思
想
に
属
し
た
と
こ
ろ
の
芸
術
的
な
文
化
理
論
と
天
才
崇
拝
説
と
を
放
棄
す
る
ま
で
に

到
る
。
連
続
性
の
原
理
が
妥
当
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
無
限
に
多
く
の
力
の
総
和
と
し
て
把
握
す
べ
き
で
あ
る
な

ら
ば
、
蟻
も
、
即
ち
群
衆
も
ま
た
文
化
発
展
に
於
て
分
前
を
与
え
ら
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
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ニ
ー
チ
ェ

い
、
ニ
ー
チ
ェ
は
い
ま
や
人
類
の
発
展
が
増
大
し
ゆ
く
自
己
意
識
に
於
て
、
生
が
明
晰
と
知
識
と
を
増
加
し
ゆ
く

こ
と
に
於
て
成
立
す
る
と
説
く
の
で
あ
る
。
進
み
ゆ
く
発
展
の
精
神
は
啓
蒙
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て

強
大
な
る
啓
蒙
家
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
よ
り
も
、
厳
密
に
学
問
的
な
精
神
レ
イ
は
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ

ー
よ
り
も
、
文
化
を
促
進
す
る
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

道
徳
の
問
題
に
移
ろ
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
現
在
の
道
徳
は
生
成
し
た
も
の
、
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

発
展
の
結
果
で
あ
り
、
単
純
な
も
の
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
結
合
さ
れ
た
量
で
あ
る
。
道
徳
の
根
源
と
な
る
も
の

は
有
用
性
で
あ
る
。
有
用
な
も
の
が
善
と
さ
れ
る
。
し
か
る
に
こ
の
有
用
性
の
根
本
動
機
は
現
在
で
は
忘
れ
ら
れ
、

道
徳
の
起
源
は
我
々
の
眼
か
ら
見
失
わ
れ
る
に
到
っ
て
い
る
。
道
徳
の
う
ち
重
要
な
の
は
自
由
と
責
任
の
概
念
で

あ
る
。
し
か
る
に
凡
て
の
科
学
に
よ
っ
て
因
果
律
の
無
制
限
な
る
妥
当
性
が
承
認
さ
れ
て
い
る
以
上
、
人
間
の
意

志
の
活
動
に
関
し
て
の
み
そ
の
除
外
例
を
認
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
従
っ
て
人
間
の
意
志
が
自
由
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
自
由
な
る
意
志
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
は
ま
た
責
任
も
存
在
す
る
こ

と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
故
に
ま
た
我
々
は
人
間
の
意
志
を
善
ま
た
は
悪
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
で
は
斯
く
の
如
き
価
値
判
断
の
対
象
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
意
志
で
な
く
し
て
、
意
志
が
必
然

的
に
追
求
す
る
と
こ
ろ
の
目
的
で
で
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
も
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
か
な
ら
ば
、
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こ
の
目
的
は
到
る
処
同
一
で
あ
る
、
即
ち
意
志
す
る
主
体
の
自
身
の
利
益
、
自
身
の
快
楽
、
み
ず
か
ら
の
自
己
保

存
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
凡
て
の
も
の
は
価
値
を
等
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
志
の
目
的
に
つ
い

て
評
価
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
の
主
体
は
同
様
に
善
で
あ
る
か
若
く
は
同
様
に
悪
で
あ
る
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

し
て
、
も
し
意
欲
の
う
ち
に
何
等
か
の
区
別
が
な
お
も
存
在
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
区
別
の
根
源
は
ひ
と
え

に
、
知
性
が
種
々
な
る
対
象
の
う
ち
に
於
て
有
用
な
る
も
の
を
認
識
す
る
と
こ
ろ
の
明
瞭
さ
の
程
度
の
中
に
横
た

わ
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
知
性
の
領
域
に
は
ま
た
価
値
の
、即
ち
論
理
的
価
値
の
区
別
が
あ
る
。

真
と
偽
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
意
志
が
同
一
の
も
の
、
即
ち
快
楽
を
意
志
す
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
理

知
は
、
い
ず
こ
に
こ
の
目
的
た
る
快
楽
を
一
般
に
ま
た
個
々
の
場
合
に
於
て
求
む
べ
き
で
あ
る
か
を
同
様
に
明
ら

か
に
認
識
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
苟
も
人
格
の
間
に
価
値
の
区
別
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

た
だ
論
理
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
得
る
ば
か
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
主
観
的
道
徳
的
な
る
価
値
評
価
は
知
的
な
る

価
値
判
断
に
解
消
さ
れ
る
。
功
利
主
義
と
主
知
主
義
と
の
結
合
―
―
そ
れ
の
代
表
者
と
し
て
ひ
と
は
ソ
ク
ラ
テ
ス

を
思
う
こ
と
も
出
来
る
―
―
は
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
に
於
て
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
も
は
や
こ
れ
以
上
に
立
入
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
際
最
も
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
審
美
家
か
ら
し

て
倫
理
家
に
ま
で
発
展
し
た
ニ
ー
チ
ェ
に
於
て
、
今
や
価
値
の
問
題
が
、
殊
に
価
値
の
体
系
の
問
題
が
次
第
に
主
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ニ
ー
チ
ェ

な
る
関
心
と
な
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
や
問
題
は
、
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
次
の
如

く
で
あ
る
、「
ひ
と
は
こ
れ
ま
で

0

0

0

0

行
為
に
如
何
な
る
価
値
を
属
せ
し
め
た
か
、
と
い
う
問
か
ら
分
離
さ
れ
て
、
か

く
か
く
の
よ
う
に
以
前
か
ら
行
為
さ
れ
て
い
る
の
は
如
何
な
る
価
値
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
問
が
の
こ
る
の

で
あ
る
。
―
―
こ
れ
ま
で
の

0

0

0

0

0

価
値
評
価
の
、
及
び
そ
れ
の
根
拠
の
歴
史
は
、
評
価
そ
の
も
の
と
は
或
る
別
な
も
の

で
あ
る
。」
事
実
上
の
価
値
考
察
と
規
範
上
の
価
値
考
察
と
の
分
離
が
こ
こ
に
現
れ
始
め
た
の
で
あ
る
。
価
値
と

は
一
般
に
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
浮
び
出
で
る
。

我
々
は
こ
こ
で
も
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
に
於
け
る
価
値
体
系
の
発
見
史
を
詳
細
に
論
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
、

こ
の
体
系
そ
の
も
の
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
に
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
問
題
と
な
っ

た
の
は
何
よ
り
も
根
源
価
値
（U

rw
ert

）
で
あ
っ
て
、
彼
れ
ま
た
は
此
れ
の
価
値
で
は
な
か
っ
た
。
最
高
の
価
値

と
は
何
で
あ
る
か
。
一
言
に
し
て
云
え
ば
、「
生
」（das Leben

）
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
生
に
対
し
て
「
ヤ
ア
」

と
云
う
、
彼
は
何
物
に
も
ま
さ
っ
て
生
を
欲
し
、
生
を
最
高
の
善
と
し
て
評
価
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
彼

自
身
の
生
で
は
な
く
て
、
却
っ
て
生
そ
の
も
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
生
を
そ
の
全
体
の
拡
が
り
に
於
て
、
こ
れ

を
一
切
の
存
在
と
生
成
と
の
原
理
と
し
て
肯
定
す
る
。
生
に
必
然
的
に
属
す
る
も
の
、
そ
れ
を
維
持
し
増
進
す
る

も
の
は
、
そ
れ
と
共
に
受
け
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
快
楽
と
共
に
苦
痛
、
益
と
共
に
害
、
幸
福
と
共
に
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不
幸
は
生
そ
の
も
の
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
で
あ
る
。
生
は
最
も
大
な
る
苦
し
み
か
ら
し
て
最
も
大
な
る
力
を

吸
い
取
る
。
生
は
そ
れ
の
一
切
の
快
楽
、
一
切
の
苦
痛
と
一
緒
に
し
て
肯
定
さ
る
べ
き
で
あ
る
。「
運
命
の
愛
」

（A
m

or fati
）
と
い
う
こ
と
は
モ
ッ
ト
ー
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
ニ
ー
チ
ェ
は
、
あ
ら
ゆ
る
功

利
主
義
的
、
幸
福
主
義
的
、
快
楽
主
義
的
な
る
道
徳
原
理
か
ら
遥
か
に
遠
ざ
か
っ
た
。

ニ
ー
チ
ェ
の
思
想
と
し
て
有
名
に
な
っ
て
い
る
「
超
人
」
の
概
念
は
様
々
な
段
階
を
経
て
変
化
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
を
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
先
ず
第
一
に
、
超
人
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化

論
の
意
味
に
於
て
、
人
間
か
ら
し
て
進
化
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
、
ひ
と
つ
の
新
し
い
生
物
学
上
の
種
族
を
意
味
し

た
。「
汝
等
は
虫
か
ら
人
間
へ
の
道
を
進
ん
で
来
た
」、
そ
し
て
「
人
間
は
動
物
と
超
人
と
の
間
に
結
ば
れ
た
綱
で

あ
る
」、
と
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
云
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
於
け
る
超
人
が
如
何
な
る
内
容
の
も
の
で
あ
る
か

を
ニ
ー
チ
ェ
は
規
定
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
限
定
さ
れ
た
内
容
を
も
た
ぬ
形
式
的
な
概
念
で
あ

っ
て
、
そ
の
哲
学
上
の
意
味
は
、
こ
の
概
念
が
い
つ
か
は
現
実
と
な
り
、
か
く
て
内
容
的
に
充
た
さ
れ
た
も
の
に

な
る
よ
う
に
と
い
う
意
志
そ
の
も
の
の
う
ち
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
第
二
に
、
生
の
概
念
が
次
第
に
発

展
さ
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
が
単
に
「
存
在
意
志
」（W

ille zum
 D

asein

）
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
権
力
意
志
」（W

ille 

zur M
acht

）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
共
に
、
超
人
の
概
念
は
少
数
者
た
る
英
雄
と
結
び
つ
き
、
同
時
に
理
想
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ニ
ー
チ
ェ

と
価
値
と
を
表
現
す
る
も
の
に
変
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
他
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
超
人
の
概
念
に
於
け
る
最
も
重
要

に
し
て
、
最
も
決
定
的
な
る
も
の
は
、
こ
の
概
念
を
媒
介
と
し
て
、
未
来
0

0

の
概
念
が
最
も
天
才
的
な
仕
方
に
於
て

哲
学
の
中
へ
導
き
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
一
般
に
哲
学
思
想
の
歴
史
に
於
け

る
、
特
に
い
わ
ゆ
る
生
の
哲
学
の
内
部
に
於
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
最
も
特
殊
な
る
位
置
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
偉
大
な
る
形
而
上
学
的
体
系
を
打
ち
建
て
る
こ
と
の
出
来
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
に
と
っ
て
も
未
来
は

な
い
。
歴
史
は
彼
に
は
た
だ
異
な
っ
た
衣
粧
を
も
っ
て
演
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
同
じ
内
容
の
悲
喜
劇
の
単
な
る
繰

り
返
し
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
見
え
た
の
で
あ
る
。
最
も
成
熟
し
た
生
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
て
さ
え

未
来
の
概
念
は
そ
の
思
想
の
中
に
あ
っ
て
自
己
の
位
置
を
保
証
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ロ

マ
ン
テ
ィ
ク
の
克
服
は
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
超
人
の
概
念
を
も
っ
て
初
め
て
可
能
に
さ
れ
た
も
の
の
如
く
に
さ
え

見
え
る
。

超
人
に
於
て
最
も
根
源
的
な
価
値
が
発
見
さ
れ
た
以
上
、
一
切
の
価
値
の
位
階
、
次
序
を
規
定
す
る
こ
と
は
原

理
的
に
は
そ
の
方
法
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
凡
て
の
価
値
は
、
意
志
の
最
後
の
目
的
た
る
超
人
を
実
現
す

る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
生
の
能
力
あ
る
、
生
に
対
し
て
最
も
有
為
な
る
、
最
も
力
強
き
個
人
を
意
識
的
に
生
産

す
る
こ
と
が
つ
ね
に
問
題
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
力
を
形
造
り
、
維
持
し
、
増
進
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
の
凡
て
は



一
五
八

尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
標
準
を
も
っ
て
向
う
と
き
、
殆
ど
一
切
の
従
来
の
価
値
は
評
価
し
直
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
の
転
換
（U

m
w

ertung aller W
erte

）
が
最
も
徹
底
的
に
こ
こ
に
行
わ
れ
る
こ
と

と
な
る
の
で
あ
る
。

私
は
も
は
や
清
算
を
始
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
で
あ
る
と
思
う
。「
存
在
の
欠
乏
」
を
征
服
す
べ
く
出
発
し
た
ニ

ー
チ
ェ
は
果
た
し
て
所
期
の
目
的
を
達
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
こ
の
存
在
の
欠
乏
が
絶
対
的
な
体
験
の
喪

失
か
ら
由
来
す
る
こ
と
を
述
べ
て
お
い
た
。
こ
の
体
験
の
分
裂
の
た
め
に
ひ
た
す
ら
に
存
在
そ
の
も
の
の
方
向
を

辿
っ
て
実
証
主
義
に
ま
で
行
き
着
い
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
更
に
存
在
そ
の
も
の
を
直
ち
に
価
値
と
し
て
考
え
よ
う
と

し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
存
在
は
既
に
実
証
的
な
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に
、
価
値
は
価
値
と
し
て
回
復
さ
れ
る
こ
と

が
出
来
な
か
っ
た
。
価
値
は
ど
こ
ま
で
も
生
物
学
的
な
価
値
と
し
て
、
従
っ
て
没
価
値
と
し
て
と
ど
ま
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
存
在
の
形
而
上
学
的
な
実
質
を
形
造
る
と
信
ぜ
ら
れ
た
権
力
意
志
は
、
最
後
に
は
た
だ

稀
少
な
る
例
外
人
に
於
て
の
み
評
価
さ
れ
た
が
故
に
、
こ
れ
ら
の
例
外
人
と
雖
も
た
だ
自
己
と
「
人
類
」
と
の
、

換
言
す
れ
ば
大
衆
と
の
絶
対
的
な
距
離
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
初
め
て
自
己
の
価
値
を
確
保
す
る
こ
と

が
出
来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
他
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
ら
人
間
は
自
己
の
存
在
を
游
離
さ
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
愈
々
空
虚
な
ら
し
め
て
も
っ
て
初
め
て
自
己
の
存
在
を
充
実
せ
し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
矛
盾
し
た
課



一
五
九

ニ
ー
チ
ェ

題
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
悲
劇
的
な
生
涯
の
運
命
こ
そ
ま
さ
に
こ
の
矛
盾
の

象
徴
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
矛
盾
を
除
き
得
る
た
め
に
は
、
権
力
意
志
の
存
在
す
る
固
有
な
る
場
所
を
、
ニ
ー

チ
ェ
に
於
け
る
と
は
逆
に
、
大
衆
の
中
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
と
し

て
有
名
な
ソ
レ
ル
は
ま
さ
に
こ
の
途
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
実
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
こ
そ
超
人
的
な
る
原

始
的
意
志
と
生
命
と
を
抱
く
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
こ
の
階
級
の
う
ち
に
人
類
文
化
を
更
新
し
得
る
未
来
へ
の
力

を
見
た
。
ニ
ー
チ
ェ
が
民
衆
と
い
う
と
き
、
彼
は
真
の
民
衆
を
そ
こ
に
見
ず
し
て
、
却
っ
て
教
養
の
俗
人
た
る
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
を
、
或
い
は
ま
た
デ
カ
ダ
ン
ス
に
堕
落
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ア
を
考
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
の
存
在
を
社
会
的
に
考
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
破
滅
の
ひ
と
つ
の
主
な
る
原

因
は
横
た
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
戦
い
な
が
ら
畢
竟
敗
れ
て
し
ま

っ
た
。
彼
の
思
想
は
世
界
大
戦
に
於
て
そ
の
行
方
を
見
究
め
ら
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
プ
ロ
シ
ア
の
軍
国
主
義
に

ひ
と
つ
の
口
実
を
与
え
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
人
類
の
未
来
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
う
ち
に
把
握
し
得
ざ
る
者

は
不
幸
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
遂
に
悲
劇
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
カ
ー
で
あ
る
こ
と
を
出
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。



一
六
〇

唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か

―
―
再
批
判
の
批
判	 i

―
―		
	

【1930.6

】

服
部
之
総
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
哲
学
的
唯
物
論
」、
即
ち
定
義
に
於
け
る
若
く
は
普
遍
に
於
け
る
唯
物
論
の
存
在

の
論
証
の
仕
方
は
、
そ
れ
自
身
全
く
観
念
論
的

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
我
々
は
い
ま
観

念
論
の
最
も
偉
大
な
る
代
表
者
と
見
做
さ
れ
て
い
る
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ー
（
観
念
）
の
存
在
を
論
証
し
た
方
法
の

ひ
と
つ
を
想
い
起
し
て
み
よ
う
。
人
間
の
イ
デ
ー
の
存
在
は
、
例
え
ば
、
如
何
に
し
て
論
証
さ
れ
る
か
。
あ
ら
ゆ

る
人
間
は
、
現
実
に
は
ど
の
よ
う
な
人
間
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
凡
て
人
間
と
呼
ば
れ
る
か
ら
に
は
、
そ
こ
に

は
人
間
そ
の
も
の
、
一
切
の
人
間
に
共
通
に
含
ま
れ
る
普
遍
と
し
て
の
人
間
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
こ
れ
が
人
間
の

イ
デ
ー
で
あ
る
。
か
か
る
イ
デ
ー
と
し
て
の
人
間
は
も
と
よ
り
時
間
空
間
を
超
越
し
て
永
遠
で
あ
る
。
ひ
と
り
の

現
実
の
人
間
が
空
間
上
時
間
上
の
如
何
な
る
点
に
生
れ
て
来
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
イ
デ
ー

に
と
っ
て
は
全
く
偶
然
的
で
あ
る
。
彼
が
百
年
前
に
現
れ
た
に
せ
よ
、
百
年
後
に
現
れ
る
で
あ
ろ
う
に
せ
よ
、
彼

i　

服
部
氏
の
論
文
は
『
三
木
清
関
連
資
料　

第
一
輯
』
第
三
部
に
収
録
し
て
い
る
。



一
六
一

唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か

が
「
人
間
」
で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

観
念
論
者
プ
ラ
ト
ン
が
「
存
在
」
に
つ
い
て
行
っ
た
議
論
を
唯
物
論
者
服
部
氏
は
単
な
る
「
理
論
」
に
関
し
て

適
用
さ
れ
る
。
服
部
氏
の
い
う
哲
学
的
唯
物
論
と
は
、
凡
て
の
唯
物
論
が
唯
物
論
で
あ
る
以
上
そ
れ
ら
の
一
切
に

共
通
す
る
普
遍
と
し
て
の
唯
物
論
、
或
い
は
「
唯
物
論
定
義
」
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
は
、
氏
の
欲
せ
ら
れ

る
如
く
、
そ
れ
自
身
永
遠
で
あ
る
こ
と
も
出
来
よ
う
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
に
と
っ
て
は
如
何
な
る
現
実
の
唯
物

論
も
全
く
偶
然
的
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
服
部
氏
に
と
っ
て
は
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
的

0

0

0

0

0

0

0

唯

物
論
は
、
歴
史
上
の
特
定
の
時
代
に
出
現
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
必
然
性

0

0

0

は
何
処
に
も
存
在
し
な
い
の
で

あ
り
、
そ
れ
が
千
年
前
に
出
て
来
よ
う
が
、
若
く
は
千
年
後
に
出
て
来
よ
う
が
、
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
も
服
部
氏
は
意
を
安
う
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

そ
れ
が
唯
物
論
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
唯
物
論
定
義
に
適
合
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
、
服
部

氏
に
と
っ
て
は
、
絶
対
的
な
真
理
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
服
部
氏
に
と
っ
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
出
現
す
る
た
め

に
、
フ
ラ
ン
ス
大
革
命
も
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
大
陸
に
於
け
る
産
業
革
命
も
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
の
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
ー
ト
の
闘
争
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
も
、
乃な
い
し至

は
リ
カ
ル
ド
オ
も
、
原
理
的
に
は
、
全
く
必

要
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
服
部
氏
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
自
ら
を
称
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
つ
い
て
い
く
つ



一
六
二

か
の
論
文
を
書
い
て
お
ら
れ
な
が
ら
、
思
想
の
歴
史
的
被
制
約
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
全
く
理
解
さ
れ
ぬ
も
の
の
如
く
で

あ
る
。
い
な
氏
に
よ
れ
ば
、
唯
物
論
一
般
0

0

―
―
現
実
に
は
決
し
て
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
―
―
が
真
理
な
の
で
あ

っ
て
、
真
理
な
の
は
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
で
あ
る
の
で
は
な
い
ら
し
い
。

こ
の
よ
う
な
非
現
実
的
な
、
非
弁
証
法
的
な
普
遍
と
し
て
の
唯
物
論
こ
そ
ま
さ
し
く
服
部
氏
の
全
説
教
の
基
礎

で
あ
る
。
若
し
こ
の
説
教
の
う
ち
に
い
か
ほ
ど
か
の
論
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
形
式
論
理
以
外
の
何
物
で

も
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
が
イ
デ
ー
の
存
在
を
論
証
し
た
論
理
は
も
と
よ
り
か
か
る
形
式
論
理
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、

し
か
し
彼
に
と
っ
て
は
形
式
論
理
も
な
ん
ら
形
式
的
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
が
実
質
的
な
意
味
を
も
ち
得
る
理
由

が
あ
っ
た
。＊

プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ー
は
、
そ
れ
が
存
在
で
あ
り
、
真
の
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な

く
プ
ラ
ト
ン
は
、
普
遍
と
し
て
の
イ
デ
ー
が
如
何
に
し
て
現
実
の
特
殊
と
結
合
し
得
る
か
の
問
題
に
つ
い
て
、
最

も
真
摯
な
る
、
最
も
執
拗
な
る
思
索
を
重
ね
、
こ
の
問
題
こ
そ
彼
の
哲
学
的
発
展
の
重
要
な
る
契
機
を
な
す
も
の

で
あ
り
、
そ
し
て
既
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼
は
こ
こ
に
於
て
弁
証
法
的
な
見
方
に
ま
で
さ
え

進
ん
で
行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
が
服
部
氏
に
あ
っ
て
は
、
現
実
の
特
殊
な
る
唯
物
論
は
凡
て
、
普
遍
に

於
け
る
唯
物
論
若
く
は
唯
物
論
の
イ
デ
ー
（
観
念
）
の
「
適
用
」
乃
至
は
「
拡
張
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
適

用
ま
た
は
拡
張
な
ど
と
い
う
概
念
の
非
弁
証
法
的
性
質
は
、
こ
こ
に
繰
り
返
し
て
述
べ
る
ま
で
も
な
く
、
明
瞭
で



一
六
三

唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か

あ
ろ
う＊
＊。
唯
物
論
の
イ
デ
ー
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ー
と
は
異
な
っ
て
、
単
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
（
空
語
）
で
あ
る
。

し
か
も
そ
れ
は
、
イ
デ
ー
が
そ
れ
自
身
に
具
え
る
永
遠
性
の
故
に
、
ま
こ
と
に
、
永
遠
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
で
あ
る
。

尤
も
普
遍
に
於
け
る
唯
物
論
或
い
は
唯
物
論
定
義
と
雖
も
、
そ
れ
が
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
全
く
無
意
味
で
あ
る
わ
け

で
な
い
。
併
し
な
が
ら
ひ
と
は
そ
れ
を
も
っ
て
は
一
歩
も
前
進
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
前
進
し
よ
う
と
す
る
や

否
や
、
ひ
と
は
或
い
は
、
服
部
氏
の
場
合
の
よ
う
に
、
ビ
ュ
ヒ
ナ
ー
流
の
機
械
的
唯
物
論
―
―
な
ぜ
な
ら
氏
は
云

う
、「
思
惟
能
力
の
内
容
を
な
す
と
こ
ろ
の
感
覚
、
意
識
、
観
念
（
ま
こ
と
に
み
ご
と
な
哲
学
的
分
類
で
は
な
い

か
、
三
木
）
は
、
機
能
的
に
は
、
か
の
機
械
的
唯
物
論
が
考
え
た
よ
う
に
、
脳
髄
の
分
泌
物
で
あ
る
。」
―
―
か
、

そ
れ
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
弁
証
法
的
唯
物
論
か
、
或
い
は
そ
の
他
の
な
ん
ら
か
の
唯
物
論
か
に
趨お
も
むか
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
唯
物
論
は
、
現
実
的
に
は
、
単
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
で
し
か

な
い
。

＊　

三
木
清
「
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
」（『
理
想
』
一
九
三
〇
年
春
期
特
輯
号
）〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕
参
照
。

＊
＊　

三
木
清
「
弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化
」（『
経
済
往
来
』
一
九
三
〇
年
一
月
号
）〔
全
集
本
巻
収
録
〕
参
照
。

い
わ
ゆ
る
哲
学
的
唯
物
論
に
関
す
る
服
部
式
論
法
は
、
全
く
形
式
論
理
的
で
あ
る
が
た
め
に
、
あ
ら
ゆ
る
可
能

な
る
事
柄
を
、
従
っ
て
就
中
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
事
柄
を
、
人
の
欲
す
る
が
ま
ま
に
、
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
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る
。
少
し
く
舞
台
を
変
え
て
み
よ
う
。
凡
て
の
芸
術
は
、
そ
れ
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
芸
術
で
あ
る
に
せ
よ
、
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
芸
術
で
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
芸
術
で
あ
っ
て
科
学
等
々
の
も
の
で
な
い
か
ら
に
は
、
そ
こ
に
は
芸
術
性

一
般
若
く
は
芸
術
の
「
本
質
」
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
永
遠
な
る
芸
術
性
の
主
張
こ
そ

新
興
芸
術
派
と
い
わ
れ
る
も
の
の
理
論
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
論
理
で
は
な
い
か
。
ま
た
一
切
の
科
学
は
、
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
科
学
た
る
と
ブ
ル
ジ
ョ
ア
科
学
た
る
と
を
問
わ
ず
、
そ
れ
が
科
学
で
あ
っ
て
芸
術
等
々
で
な
い
以
上
、
そ

こ
に
は
科
学
性
そ
の
も
の
乃
至
は
普
遍
に
於
け
る
科
学
が
あ
る
べ
き
筈
で
あ
る
。
ひ
と
は
か
か
る
理
論
を
も
っ
て

科
学
の
超
階
級
性
を
容
易
に
証
明
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
れ
ら
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
論
法
は
、
ま
さ

に
服
部
式
論
法
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
論
法
の
非
弁
証
法
的
、
非
マ
ル
ク
ス
主
義
的
本
質
は
こ
れ
を
も
っ

て
甚
だ
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
唯
物
論
も
服
部
氏
に
あ
っ
て
は
か
く
の
如
く
観
念
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
最
も
奇
怪
な
こ
と
に
は
、
服
部
氏
に
よ
れ
ば
、
普
遍
に
於
け
る
唯
物
論
ま
た
は
「
唯
物
論
定
義
」
の

発
見
こ
そ
が
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
そ
し
て
特
に
レ
ー
ニ
ン
の
功
績
で
あ
る
。（
む
し
ろ
正
し
く
云
え
ば
、
服
部
氏
は
服

部
式
哲
学
的
唯
物
論
な
る
も
の
を
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
の
中
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

世
に
も
稀
な
る
功
績
を
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。＊

）
し
か
し
事
実
は
こ
う
で
あ
る
。
唯
物
論
の
定
義
が
「
物
質
は

根
源
的
で
精
神
は
第
二
次
的
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
或
い
は
「
存
在
は
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
命
題
に
於
て
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唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か

表
現
さ
れ
る
と
せ
よ
。
こ
の
よ
う
な
「
一
般
的
基
礎
命
題
」
と
し
て
の
哲
学
的
唯
物
論
は
、
レ
ー
ニ
ン
や
エ
ン
ゲ

ル
ス
を
ま
っ
て
発
見
さ
れ
る
を
要
す
る
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
以
前
か
ら
既
に
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
あ
ら
ゆ
る
哲
学
概
論
の
教
科
書

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
唯
物
論
の
定
義
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
私
の
如
き
も
マ
ル

ク
ス
主
義
に
つ
い
て
は
な
ん
ら
知
る
こ
と
の
な
か
っ
た
高
等
学
校
の
生
徒
の
当
時
か
ら
弁
え
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
ロ
シ
ヤ
革
命
の
偉
大
な
る
理
論
家
及
び
実
践
家
と
し
て
の
レ
ー
ニ
ン
の
仕
事
は
か
く
の
如
き
唯
物
論
の
定
式

化
と
い
う
た
わ
い
も
な
い
こ
と
に
存
し
た
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
も
服
部
氏
は
哲
学
に
つ
い
て
全
く
の
無
知
な
の

で
あ
る
か
。
い
わ
ゆ
る
哲
学
的
唯
物
論
は
単
な
る
フ
ラ
ー
ゼ（
空
語
）で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
な
が
ら「
存

在
は
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
場
合
、
存
在
そ
の
も
の
は
単
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
で
は
あ
り
得
な
い
。
普
遍
に
於
け

る
存
在
と
い
う
も
の
は
実
存
し
な
い
。
単
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
で
な
い
以
上
、
存
在
は
つ
ね
に
現
実
的
な
、
具
体
的
な
、

従
っ
て
特
殊
的
な
諸
規
定
を
そ
の
う
ち
に
含
む
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
存
在
に
よ
っ
て
い
つ
で
も
規

定
さ
れ
て
い
る
意
識
は
、
そ
れ
自
身
ま
た
い
つ
で
も
特
殊
的
な
諸
規
定
を
そ
の
う
ち
に
含
む
意
識
で
あ
る
筈
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
「
存
在
は
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
命
題
に
し
て
全
く
現
実
的
に
理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
マ
ル

ク
ス
主
義
的
唯
物
論
と
雖
も
、
服
部
氏
の
理
解
さ
れ
る
が
如
く
、
唯
物
論
一
般
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却

っ
て
具
体
的
な
、
従
っ
て
特
殊
的
な
唯
物
論
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
服
部
氏
の
よ
う
に
哲
学
的
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唯
物
論
を
単
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
と
し
て
理
解
し
な
い
限
り
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
が
特
定
の
歴
史
的
時
代

に
必
然
的
に
現
れ
た
理
論
で
あ
る
こ
と
を
忘
却
し
な
い
限
り
、
極
め
て
明
ら
か
な
帰
結
で
あ
る
。
即
ち
、「
存
在

は
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
唯
物
論
の
理
論
こ
そ
丁
度
服
部
氏
の
得
意
の
唯
物
論
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。

＊　

レ
ー
ニ
ン
が
哲
学
的
唯
物
論
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
全
く
違
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
服
部
氏
の
吹
聴

さ
れ
る
よ
う
な
「
抽
象
的
唯
物
論
」
ま
た
は
「
唯
物
論
公
式
」
で
は
な
く
、
ま
た
あ
り
得
な
い
。

服
部
氏
が
こ
れ
ら
の
事
柄
に
つ
い
て
何
事
も
理
解
さ
れ
な
い
の
は
、
服
部
氏
が
理
論
を
理
論
と
し
て
存
在
か
ら

全
く
游
離
せ
し
め
て
取
扱
っ
て
い
ら
れ
る
が
た
め
で
あ
る
。
か
か
る
游
離
は
唯
物
論
一
般
0

0

が
、
従
っ
て
ま
た
存
在

一
般
0

0

が
問
題
で
あ
る
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
自
然
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
か
か
る
游
離
こ
そ
ま
さ
に
反
マ
ル
ク
ス

主
義
、
非
唯
物
論
の
絶
頂
で
は
な
い
か
。
即
ち
服
部
氏
に
あ
っ
て
は
「
存
在
は
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
唯
物

論
的
命
題
そ
の
も
の
で
さ
え
も
が
、
純
粋
に
観
念
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
言
葉
と
し
て
暗
誦
さ

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
服
部
氏
の
全
議
論
の
う
ち
に
何
処
に
於
て
も
実
現
0

0

さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
る
に
問
題

は
、
理
論
を
実
現
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
服
部
氏
が
求
め
ら
れ
る
の
は
永
遠
の
真
理
と
し
て
の
唯
物
論
定

義
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
永
遠
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
と
し
て
氏
に
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
氏
は
満
足
す
る
。
こ
れ
は
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唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か

ま
こ
と
に
服
部
之
総
氏
の
坊
主
主
義
に
ふ
さ
わ
し
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
昔
の
宗
教
家
は
永
遠
の
生
命
と
し
て
の
永

遠
の
真
理
、
人
間
の
存
在
を
救
済
す
る
も
の
と
し
て
の
永
遠
の
真
理
を
求
め
た
。
し
か
る
に
今
や
服
部
氏
は
存
在

の
現
実
と
は
か
か
わ
り
な
き
永
遠
な
る
フ
ラ
ー
ゼ
を
求
め
ら
れ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、

か
く
の
如
き
フ
ラ
ー
ゼ
で
な
く
、
個
々
の
現
実
の
具
体
的
な
諸
問
題
を
絶
え
ず
唯
物
弁
証
法
的
に
解
決
し
、
そ
れ

に
よ
っ
て
現
存
す
る
存
在
を
変
革
す
る
こ
と
で
あ
る
。

真
理
は
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
て
持
ち
廻
り
、
そ
れ
で
い
つ
で
も
支
払
し
得
る
出
来
上
っ
た
貨
幣
で
は
な
い
、
と
ヘ

ー
ゲ
ル
は
云
っ
た
。
と
こ
ろ
が
服
部
氏
に
と
っ
て
哲
学
的
唯
物
論
は
出
来
上
っ
た
小
銭
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に

見
え
る
。

さ
て
そ
れ
以
外
の
服
部
氏
の
三
木
哲
学
批
判
に
関
す
る
部
分
が
、
要
す
る
に
、
哲
学
の
問
題
に
つ
い
て
の
、
就

中
現
代
の
哲
学
の
問
題
に
つ
い
て
の
服
部
氏
の
無
理
解
を
表
現
す
る
も
の
以
外
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
哲
学
の

方
面
に
多
少
と
も
明
る
い
人
々
に
は
容
易
に
気
付
き
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
既
に
マ
ル
ク
ス
は
『
神
聖
家
族
』
の

中
で
、
彼
等
の
唯
一
の
知
識
の
源
泉
―
―
シ
ュ
タ
イ
ン
の
書
物
『
今
日
の
フ
ラ
ン
ス
の
共
産
主
義
と
社
会
主
義
』

―
―
が
イ
ギ
リ
ス
の
諸
体
系
に
つ
い
て
は
沈
黙
し
て
い
る
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸

体
系
に
つ
い
て
は
ま
る
で
何
も
知
ら
な
い
ド
イ
ツ
の
「
批
判
家
」
た
ち
を
嘲
笑
し
て
い
る
。「
批
判
家
」
服
部
氏
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は
、
レ
ー
ニ
ン
の
『
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
』
が
マ
ッ
ハ
主
義
に
つ
い
て
語
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、

フ
ッ
サ
ー
ル
や
そ
の
他
の
哲
学
者
に
つ
い
て
は
語
っ
て
い
な
い
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
の

人
々
に
つ
い
て
語
る
も
の
を
直
ち
に
観
念
論
者
と
思
っ
た
り
、
ま
た
マ
ッ
ハ
主
義
者
と
同
一
視
し
た
り
す
る
権
利

を
少
し
も
も
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
存
在
の
発
展
に
伴
っ
て
理
論
の
問
題
も
亦
進
発
す
る
。
尤
も
こ
れ
は
「
存

在
は
意
識
を
規
定
す
る
」
と
い
う
命
題
も
単
な
る
御
題
目
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
服
部
氏
の
関
知
せ
ざ
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向	

	

【1930.3

】

一

千
八
百
三
十
一
年
十
一
月
十
四
日
、
短
い
し
か
し
激
し
い
病
気
の
後
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
死
ん
だ
。
そ
れ
か
ら
今
年

は
丁
度
百
年
目
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歳
月
の
間
に
彼
の
出
会
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
運
命
が
如
何
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
に
し
て
も
、
こ
の
紀
念
す
べ
き
年
に
は
幸
運
の
星
が
彼
の
た
め
に
廻
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
紀

念
版
と
し
て
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
二
十
巻
の
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
は
完
成
さ
れ
て
我
々
の
前
に
横
た

わ
っ
て
い
る
。
ラ
ッ
ソ
ン
が
新
た
に
原
稿
を
も
と
と
し
て
出
版
し
つ
つ
あ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
も
既
に
こ
れ
ま
で
に

十
三
巻
ま
で
世
に
現
れ
た
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
『
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』
を
初
め
、
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
文
献
も

ま
た
こ
の
数
年
来
著
し
く
増
加
し
つ
つ
あ
る
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
、ラ
ッ
ソ
ン
、グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
、そ
の
他
の
ユ
リ
ウ
ス
・

ビ
ン
ダ
ー
、
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
、
等
々
、
世
界
の
著
名
な
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
乃
至
ヘ
ー
ゲ
ル
学
者
を
集
め
た
「
国

際
ヘ
ー
ゲ
ル
聯
盟
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
百
年
忌
に
先
立
っ
て
、
既
に
昨
年
四
月
、
ハ
ー
グ
に
於
て
第
一
回
の
会
議
を

も
っ
た
。
聯
盟
は
、「
そ
の
目
的
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
於
け
る
哲
学
の
研
究
の
促
進
に
あ
る
」と
規
定
し
て
い
る
。

そ
れ
の
み
で
な
く
、
他
方
に
於
て
は
、
新
し
い
社
会
の
建
設
に
向
っ
て
努
力
し
つ
つ
あ
る
ソ
ビ
エ
ト
・
ロ
シ
ヤ
に
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於
て
も
、
従
来
の
哲
学
者
の
誰
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
最
大
の
好
意
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は

最
大
の
哲
学
者
と
し
て
妥
当
し
、
そ
の
哲
学
の
研
究
の
必
要
は
特
に
高
調
力
説
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
全
集
の
ロ
シ

ヤ
語
訳
も
目
下
進
行
中
で
あ
る
。
世
界
の
到
る
処
に
於
て
、
今
年
は
恐
ら
く
ヘ
ー
ゲ
ル
百
年
紀
念
の
た
め
の
講
演

が
な
さ
れ
、
出
版
が
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
今
日
我
々
は
人
々
と
共
に
所
謂
ヘ
ー
ゲ
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
に

つ
い
て
語
り
得
る
よ
う
に
見
え
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
興
」（『
プ
レ
ル
ー
デ
ィ
エ
ン
』

第
一
巻
所
載
）と
い
う
題
で
講
演
し
た
の
は
千
九
百
十
年
の
こ
と
で
あ
る
。
千
九
百
二
十
六
年
に
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・

レ
ヴ
ィ
が
カ
ン
ト
協
会
の
ベ
ル
リ
ン
集
会
で
「
ヘ
ー
ゲ
ル
・
ル
ネ
サ
ン
ス
」（
カ
ン
ト
協
会
哲
学
講
演
集
第
三
十

冊
）
に
関
し
て
話
し
た
。
然
る
に
今
日
我
々
は
一
層
一
般
的
な
し
か
し
同
時
に
一
層
明
確
な
意
味
に
於
て
ヘ
ー
ゲ

ル
復
興
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
我
々
も
ま
た
我
々
自
身
の
仕
方

で
千
九
百
三
十
一
年
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
年
と
し
て
紀
念
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
我
々
は
先
ず
世
界
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ

ル
復
興
が
現
在
如
何
な
る
姿
を
と
り
、
如
何
な
る
方
向
を
も
っ
て
い
る
か
を
概
観
し
、
そ
し
て
我
々
自
身
の
方
向

を
決
定
す
る
こ
と
に
向
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

今
日
最
も
忠
実
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
伝
統
を
保
有
す
る
者
と
云
え
ば
、
誰
で
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
ア
ド
ル
フ
・
ラ

ッ
ソ
ン
を
父
と
す
る
ゲ
オ
ル
ク
・
ラ
ッ
ソ
ン
を
想
う
で
あ
ろ
う
。
彼
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
著
作
の
新
た
な
る
刊
行
を



一
七
一

ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

始
め
て
か
ら
既
に
二
十
五
年
以
上
に
な
る
、
そ
し
て
今
な
お
撓た
わ

み
な
く
全
然
独
力
で
彼
は
こ
の
活
動
を
続
け
て
い

る
。
彼
の
出
版
に
か
か
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
諸
著
作
に
附
せ
ら
れ
た
彼
自
身
の
序
文
を
読
む
と
き
、
ひ
と
は
彼
が
旧
い

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
伝
統
を
如
何
に
堅
く
守
る
人
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
ひ
と
は
彼
に
於
て
現
代
に

は
類
い
稀
な
る
、
感
歎
す
べ
き
敬
虔
と
操
守
と
を
見
出
す
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ま
た
彼
の
出
版
が

ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
の
た
め
に
な
し
た
貢
献
は
決
し
て
無
視
さ
る
べ
き
で
な
い
に
も
拘
ら
ず
、我
々
は
彼
の
如
き
を「
ヘ

ー
ゲ
ル
の
精
神
に
於
て
」
ヘ
ー
ゲ
ル
を
復
興
す
る
者
と
呼
び
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
ッ
ソ
ン
と
比
べ
て
思
い
出
さ

れ
る
の
は
フ
ー
ゴ
ー
・
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
イ
ム
で
あ
る
。
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ
イ
ム
は
矢
張
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
の
う
ち
に

数
え
ら
れ
る
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
名
著
近
世
哲
学
史
の
中
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
の
忠
実
な
、
敬
虔
に
充
て

る
保
存
者
で
あ
る
。
彼
が
こ
の
書
に
附
し
た
附
録
に
よ
っ
て
、
彼
が
最
も
博
識
な
ヘ
ー
ゲ
ル
通
で
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ア
ス
タ
ー
編
輯
の
『
大
思
想
家
』
第
二
巻
に
於
て
、
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
に
つ
い
て
の
簡
単
な
し
か

し
勝
れ
た
叙
述
を
与
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
ま
さ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
は
単
に
「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
還
れ
」
と
い
う
こ
と
で

は
あ
り
得
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
伝
統
の
単
な
る
保
存
と
い
う
の
は
、
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
精
神
に
反
す

る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
云
っ
て
い
る
、「
こ
の
伝
統
は
、
た
だ
受
取
っ
た
も
の
を
忠
実
に
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保
管
し
、
そ
し
て
そ
れ
を
か
よ
う
に
し
て
子
孫
の
た
め
に
変
化
し
な
い
で
維
持
し
、
伝
え
る
だ
け
の
こ
と
を
す
る

世
帯
持
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
彼
の
体
系
を
「
動
か
ぬ
石
像
」
の
如
く
考
え
ず
、
却
っ
て
こ

れ
を
変
化
し
、
こ
れ
に
生
命
あ
ら
し
め
る
こ
と
こ
そ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
忠
実
な
所
以
で
あ
る
。
蓋
し
彼
に
従

え
ば
、
哲
学
は
そ
の
時
代
と
全
く
同
一
で
あ
る
。
哲
学
は
思
想
に
於
て
把
握
さ
れ
た
そ
の
時
代
で
あ
る
。「
各
々

の
哲
学
は
そ
の
時
代
の
哲
学
で
あ
る
、そ
れ
は
精
神
の
発
展
の
全
体
の
鎖
に
於
け
る
環
で
あ
る
。そ
れ
だ
か
ら
各
々

の
哲
学
は
た
だ
そ
の
時
代
に
相
応
し
て
い
る
諸
利
害
の
た
め
に
満
足
を
与
え
得
る
の
み
で
あ
る
。」「
各
々
の
哲
学

は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
一
の
特
殊
な
発
展
段
階
の
表
現
で
あ
る
故
を
も
っ
て
、
そ
の
時
代
に
属
し
、
そ
し
て
そ
れ
の

制
限
に
捉
は
れ
て
い
る
。」
こ
れ
ら
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
我
々
は
今
、
正
直
に
率
直
に
彼
自
身
の
哲
学
に
適
用

し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
率
直
さ
、
或
い
は
む
し
ろ
大
胆
さ
な
く
し
て
、
真
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
は
あ
り

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
我
々
に
と
っ
て
は
彼
の
体
系
に
纏
わ
る
、
し
か
し
固
よ
り
決
し
て
偶
然
的
な
ら
ぬ
制
限
を
隈

な
く
認
識
し
、
こ
の
時
代
の
「
諸
利
害
の
た
め
に
満
足
を
与
え
得
る
」
と
こ
ろ
の
、
新
し
い
発
展
段
階
の
表
現
と

し
て
の
哲
学
を
建
設
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
真
の
復
興
は
、単
な
る
讃
美
や
憧
憬
で
な
く
、

ま
た
そ
の
侭
の
保
存
で
も
な
く
、
そ
れ
の
批
判
で
あ
り
同
時
に
そ
れ
の
発
展
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
も
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
ゲ
オ
ル
ク
・
ラ
ッ
ソ
ン
風
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
う
ち
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

精
神
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
の
方
向
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
に
於
て
我
々
は
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
一
層
多
く
の
希
望
を
か
け
得
る
よ
う
に
見
え
よ
う
。
彼

は
現
代
の
新
カ
ン
ト
学
派
か
ら
、
迂
回
し
た
道
を
通
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
へ
来
た
。
ラ
ッ
ソ
ン
や
フ
ァ
ル
ケ
ン
ハ

イ
ム
が
も
は
や
老
齢
で
あ
る
に
反
し
て
、
彼
は
な
お
人
生
の
活
動
期
に
あ
る
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
は
そ
の
新
著
『
精
神

の
自
己
実
現
』
に
於
て
文
化
哲
学
の
諸
根
本
概
念
を
展
開
し
た
が
、
既
に
こ
の
書
の
題
名
か
ら
察
せ
ら
れ
る
よ
う

に
、
我
々
は
そ
こ
に
明
ら
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
如
何
な
る
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
か
。

水
の
混
ぜ
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
で
あ
る
。
そ
の
故
は
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
問
題
の
立
て
方
が
根
本
に
於
て
な
お
新
カ
ン
ト

学
派
的
で
あ
る
た
め
ば
か
り
で
は
な
い
。
彼
は
新
カ
ン
ト
主
義
の
一
面
性
を
脱
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
還
る
た
め
に
戦

っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
彼
の
態
度
は
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
彼
は
全
く
も
は
や
超
越
さ

れ
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
告
白
に
よ
っ
て
窺
わ
れ
る
。
彼
も
ま
た
「
純
粋
な
」

ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
る
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
不
幸
は
、
彼
が
決
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
復
帰
し
得
な
い
こ
と
を
理
解
し

な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
時
代
を
異
に
す
る
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
礎
経
験
、
我
々
が
「
絶
対
的
体
験
」

と
呼
ぼ
う
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
決
し
て
も
っ
て
い
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
基
礎
経
験
を
も
た
な
い
で
ヘ
ー
ゲ
ル

に
還
ろ
う
と
す
る
と
き
、
そ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
が
水
の
混
ぜ
ら
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
以
外
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
の
は
明
白
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で
あ
ろ
う
。
基
礎
経
験
の
稀
薄
な
概
念
が
味
の
な
い
も
の
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
如
き
で

さ
え
、「
私
は
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
文
化
哲
学
が
ド
イ
ツ
に
於
て
既
に
来
る
べ
き
数
年
の
う
ち
に
彼
の
以
前
の
著
作
『
カ

ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』
と
同
様
の
成
功
を
も
つ
で
あ
ろ
う
と
は
信
じ
な
い
」
と
云
っ
て
い
る
。

ク
ロ
ー
ナ
ー
の
考
え
る
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
全
く
超
越
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
我
々

は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
超
越
す
る
た
め
に
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
け
る
生
け
る
も
の
と
死
せ
る
も
の
』

（
初
版
千
九
百
六
年
）
以
来
有
名
に
な
っ
た
合
言
葉
に
従
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
体
系
の
う
ち
生
け
る
も
の
と
死
せ

る
も
の
と
を
何
等
か
の
抽
象
的
な
仕
方
で
篩ふ
る

い
分
け
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
企
て
る
の
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。

或
い
は
ま
た
我
々
は
、
何
等
か
の
「
当
為
」
を
掲
げ
、
そ
れ
に
従
っ
て
形
式
的
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
を
切
り
盛
り

す
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
な
す
べ
き
で
な
い
。
真
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
の
前
提
と
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
が
要
求
さ

れ
て
い
る
と
し
て
も
、
か
く
の
如
き
は
凡
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
従
え
る
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
。
か
く
の
如
き

遣
り
方
は
凡
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、「
死
せ
る
悟
性
」
の
為
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、「
自
分
の
抽
象
の
夢
を
何
等

か
の
真
な
る
も
の
と
思
い
做
す
悟
性
」の
立
場
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
悟
性
の
見
地
を
遥
か
に
越
え
て
、

現
実
的
な
も
の
の
う
ち
に
生
け
る
理
性
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
彼
は
要
求
し
た
。
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ

る
。
従
っ
て
批
判
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
於
て
歴
史
の
線
に
従
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
実
際
歴
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ヘ
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ゲ
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復
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と
そ
の
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史
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
た
。
彼
の
死
後
間
も
な
く
始
っ
た
か
の
周
知
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
「
没
落
」
は
こ
の
よ

う
な
批
判
の
一
つ
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
今
日
ヘ
ー
ゲ
ル
の
追
随
者
達
に
と
っ
て
は
か
の
没
落
の
う
ち
に
大
な
る
歴

史
的
誤
謬
を
認
識
す
る
こ
と
は
困
難
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
か
の
没
落
は
決
し
て
単
に
誤
謬
で
あ
る
の
み
で
な

か
っ
た
。
そ
の
当
時
実
際
に
没
落
し
た
も
の
は
、そ
れ
が
歴
史
的
に
破
産
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、

正
当
に
没
落
し
た
の
で
あ
る
。
実
証
的
諸
科
学
の
進
歩
が
そ
れ
を
越
え
て
進
ん
だ
。
こ
の
没
落
し
た
も
の
を
再
び

建
て
直
そ
う
と
い
う
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
え
る
「
世
界
歴
史
の
審
判
」
を
認
め
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

復
興
は
、
ま
さ
に
彼
の
精
神
に
従
っ
て
、
世
界
歴
史
の
法
廷
の
前
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
ク

ロ
ー
ナ
ー
は
自
分
で
云
っ
て
い
る
、「
私
は
歴
史
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
道
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の

研
究
と
理
解
と
に
導
か
れ
た
。」
も
し
果
た
し
て
そ
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
彼
は
何
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
理
解

す
る
こ
と
は
も
は
や
全
く
ヘ
ー
ゲ
ル
を
超
越
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
、
と
語
り
得
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
歴
史
は
自
己
の
進
路
に
於
て
実
際
に
ヘ
ー
ゲ
ル
を
批
判
し
、ヘ
ー
ゲ
ル
を
超
越
し
て
来
た
の
で
な
い
か
。

今
ク
ロ
ー
ナ
ー
が
、
私
は
歴
史
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
道
に
よ
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
導
か
れ
た
、
と

云
う
と
き
、
彼
に
と
っ
て
歴
史
と
は
、
彼
の
書
物
の
『
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』
と
い
う
表
題
の
示
し
て
い
る

よ
う
に
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
新
カ
ン
ト
主
義
者
と
し
て
出
発
し
た
ク
ロ
ー
ナ
ー
は
、
今
日
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漸
く
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
ま
で
辿
り
着
い
た
、
そ
し
て
彼
は
そ
こ
に
永
久
の
安
息
所
を
見
出
し
て
留
ま
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
以
後
の
歴
史
、
現
代
の
現
実
の
歴
史
は
彼
に
と
っ
て
全
く
存
在
せ
ぬ
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
彼
の
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
が
回
顧
的
、
憧
憬
的
性
質
の
も
の
で
あ
る
の
は
尤
も
で
あ
ろ
う
。

二

「
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
」
と
い
う
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
語
は
私
を
し
て
今
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義

の
歴
史
を
想
い
起
さ
せ
る
。
イ
ギ
リ
ス
へ
ヘ
ー
ゲ
ル
を
導
き
入
れ
た
最
初
の
功
労
者
は
言
う
ま
で
も
な
く
ス
タ
ー

リ
ン
グ
で
あ
る
。
そ
し
て
ス
タ
ー
リ
ン
グ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
カ
ン
ト
へ
の
鍵
を
見
出
そ
う
と
い
う
希
望
か

ら
、
彼
の
全
精
力
を
彼
が
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
秘
密
」
と
呼
ん
だ
も
の
の
発
見
の
た
め
に
傾
け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ

の
同
じ
名
の
書
物
を
千
八
百
六
十
五
年
に
出
版
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
移
植
か
ら
起
っ
た
ひ
と
つ
の

運
動
は
、
特
に
こ
の
運
動
に
賛
成
し
な
い
人
々
の
間
で
は
、「
新
ヘ
ー
ゲ
ル
派
」
運
動
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

併
し
そ
れ
は
最
初
は
殆
ん
ど
同
様
に
普
通
に
は
「
新
カ
ン
ト
派
」
運
動
と
も
称
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
運

動
に
属
し
た
人
々
は
カ
ン
ト
の
仕
事
に
特
別
の
注
意
を
向
け
た
の
で
あ
る
が
、
併
し
彼
等
が
そ
う
し
た
の
は
、「
カ

ン
ト
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
真
の
基
礎
で
あ
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
カ
ン
ト
の
真
の
解
釈
者
で
あ
る
」
と
い
う
確
信
の
も
と
に
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

於
て
で
あ
る
。
運
動
の
最
初
の
根
源
地
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
興
味
あ
る
こ
と
に
は
、

こ
の
運
動
に
大
き
な
刺
戟
を
与
え
た
人
は
哲
学
の
教
授
で
な
く
、
却
っ
て
ギ
リ
シ
ア
語
の
教
授
で
あ
り
、
プ
ラ
ト

ン
の
翻
訳
家
と
し
て
有
名
な
ヂ
ョ
ウ
エ
ッ
ト
で
あ
る
。
新
ヘ
ー
ゲ
ル
派
運
動
に
加
わ
っ
た
殆
ん
ど
凡
て
の
人
々
は

ヂ
ョ
ウ
エ
ッ
ト
の
弟
子
で
あ
っ
た
。
ヂ
ョ
ウ
エ
ッ
ト
は
就
中
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
史
に
対
す
る
貢
献
を
高
調
し
た
。

そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
ギ
リ
シ
ア
思
想
の
説
明
に
対
し
て
凡
て
の
他
の
著
作
家
を
一
緒
に
合
わ
せ
た
よ
り
も
多
く

の
こ
と
を
し
た
」
と
い
う
彼
の
確
信
を
、
彼
は
繰
り
返
し
て
述
べ
た
。
彼
は
甚
だ
賢
明
に
も
、
哲
学
の
発
展
に
関

す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
的
記
述
の
う
ち
に
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
の
哲
学
の
叙
述
が
段
階
的
に
現
れ
て
い
る
」
の
を

見
出
し
た
。
さ
て
ヂ
ョ
ウ
エ
ッ
ト
の
刺
戟
の
も
と
に
ケ
エ
ア
ー
ド
、
グ
リ
ー
ン
、
ワ
ー
レ
ス
な
ど
は
彼
等
の
心
を

ヘ
ー
ゲ
ル
に
向
け
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
的
伝
統
と
決
然
と
し
て
別
れ
て
、
カ
ン
ト
か
ら
ヘ

ー
ゲ
ル
へ
発
展
し
た
が
如
き
観
念
論
の
諸
原
理
を
受
け
入
れ
た
。
け
れ
ど
も
彼
等
の
誰
も
が
厳
密
な
意
味
に
於
け

る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
彼
等
は
あ
ま
り
に
カ
ン
ト
的
で
あ
っ
た
と
も
云
わ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。
私
は
こ
こ
に
そ
の
後
の
イ
ギ
リ
ス
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
歴
史
を
述
べ
、
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
や

ボ
ー
サ
ン
ケ
ッ
ト
な
ど
に
語
り
及
ぶ
必
要
が
な
い
。
全
く
新
し
い
傾
向
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
は
イ
ギ
リ
ス
で
は
見
ら

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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イ
ギ
リ
ス
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
派
は
同
時
に
新
カ
ン
ト
派
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら

カ
ン
ト
へ
、
と
い
う
の
が
そ
れ
の
方
針
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
於
て
我
々
は
如
何
に
ク
ロ
ー
ナ
ー
が
、
多
少
色
彩

の
相
違
は
あ
る
に
せ
よ
、
根
本
的
に
は
嘗
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
同
じ
方
向
の
道
を
歩
ん
で
い

る
か
、を
見
逃
し
得
ぬ
で
あ
ろ
う
。我
々
が
今
日
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
著
述『
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』（
千
九
百
二
十
一

年
―
二
十
四
年
）
を
、
例
え
ば
ケ
エ
ア
ー
ド
の
書
物
『
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
』（
千
八
百
八
十
九
年
）
と
並
べ
て
も
、

さ
ま
で
奇
異
な
感
じ
を
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
と
同
じ
流
に
泳
い
で
い
る
グ
ロ
ッ
ク

ナ
ー
は
今
な
お
云
っ
て
い
る
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
問
題
は
今
日
ド
イ
ツ
に
於
て
先
ず
ひ
と
つ
の
カ
ン
ト
問
題
で
あ
る
。」

全
く
同
じ
こ
と
を
既
に
半
世
紀
以
上
も
前
に
イ
ギ
リ
ス
に
於
て
新
ヘ
ー
ゲ
ル
派
の
人
々
が
云
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
か
。
と
こ
ろ
で
か
く
の
如
き
方
向
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
は
ひ
と
つ
の
危
険
に
曝
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ

れ
は
歴
史
の
発
展
を
真
に
弁
証
法
的
に
把
握
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
傾
き
易
い
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
を
ヘ
ー
ゲ
ル
的

に
、
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
カ
ン
ト
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
発
展
は

純
粋
に
連
続
的
に
或
い
は
純
粋
に
内
在
的
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
方
面
は
大
切
で
あ
る
け

れ
ど
も
、他
の
方
面
も
ま
た
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
蓋
し
弁
証
法
は
連
続
性
の
う
ち
に
非
連
続
性
を
含
み
、

内
在
的
で
あ
る
と
同
時
に
超
越
的
で
あ
る
。
カ
ン
ト
と
の
何
等
か
の
決
定
的
な
対
立
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
は
ヘ
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

ー
ゲ
ル
の
理
解
は
考
え
ら
れ
な
い
。
既
に
エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
は
そ
の
『
啓
蒙
的
世
界
観
と
の
関
係
に
於
け
る
ヘ

ー
ゲ
ル
』（
千
九
百
五
年
、
著
作
集
第
一
巻
所
載
）
の
中
で
こ
の
点
を
特
に
明
瞭
な
ら
し
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ハ

イ
ン
リ
ヒ
・
シ
ョ
ル
ツ
の
『
現
代
の
哲
学
的
思
惟
に
と
っ
て
の
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
意
味
』（
カ
ン
ト
協
会
哲
学
講
演

集
第
二
十
六
冊
、
千
九
百
二
十
一
年
）
も
同
じ
方
向
に
属
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
如

き
は
進
ん
で
云
う
、「
こ
こ
に
行
わ
れ
る
も
の
は
、
観
念
論
そ
の
も
の
の
―
―
ま
さ
に
そ
れ
の
遂
行
の
頂
点
に
於

け
る
―
―
存
在
論
へ
の
一
の
根
本
的
な
転
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
観
念
論
の
歴
史
的
自
己
克
服
で
あ
る
。」
ハ
ル
ト

マ
ン
に
と
っ
て
は
ヘ
ー
ゲ
ル
は
も
は
や
観
念
論
者
で
な
く
、
却
っ
て
観
念
論
を
ば	 philosophia perennis	

の
大
い

な
る
伝
統
の
流
の
う
ち
へ
曲
げ
返
し
た
人
で
あ
る
。

こ
こ
に
於
て
我
々
は
ハ
ル
ト
マ
ン
の
属
す
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
新
カ
ン
ト
主
義
の
内
部
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ

ル
復
興
に
一
瞥
を
与
え
よ
う
。
エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
そ
の
『
象
徴
的
諸
形
式
の
哲
学
』
の
中
で
ヘ
ー

ゲ
ル
の
『
精
神
の
現
象
学
』
の
諸
問
題
を
再
び
取
り
上
げ
た
が
、
こ
れ
の
解
決
の
仕
方
は
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
的

カ
ン
ト
主
義
に
も
拘
ら
ず
、
多
く
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
弁
証
法
へ
の
類
似
を
示
し
て
い
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
は
こ
の
著
の
第
三
巻
を
『
認
識
の
現
象
学
』（
千
九
百
二
十
九
年
）
と
名
付
け
た
。
そ
の
序
文
の
中
で
、
彼
は
こ

こ
に
謂
う
現
象
学
が
、
現
代
的
用
語
法
に
於
け
る
現
象
学
に
で
な
く
、
却
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
確
立
し
且
つ
体
系
的
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に
基
礎
付
け
た
と
こ
ろ
の
現
象
学
に
結
び
付
く
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
曰
く
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
現
象
学

は
哲
学
的
認
識
の
根
本
前
提
と
な
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
は
後
者
に
向
っ
て
精
神
的
諸
形
式
の
総
体
を
包
括
す
る
と
い

う
要
求
を
な
す
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
総
体
は
彼
に
従
え
ば
一
の
形
式
か
ら
他
の
形
式
へ
の
推
移
の
う
ち
に
於

て
よ
り
ほ
か
は
顕
に
な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
真
理
は
『
全
体
』
で
あ
る
―
―
併
し
な
が
ら
こ
の
全
体
は
一
度

に
渡
さ
れ
得
な
い
、
却
っ
て
そ
れ
は
思
想
に
よ
っ
て
、
そ
の
固
有
な
自
己
運
動
に
於
て
且
つ
こ
の
自
己
運
動
の
節

律
に
従
っ
て
、
過
程
的
に
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
展
開
が
初
め
て
科
学
そ
の
も
の
の
存
在
と
本
質

と
を
形
作
る
。
科
学
が
そ
の
う
ち
に
在
り
且
つ
生
き
る
思
想
の
要
素
は
、
そ
れ
だ
か
ら
、
そ
れ
の
完
成
と
透
明
そ

の
も
の
を
た
だ
そ
れ
の
生
成
の
運
動
に
よ
っ
て
の
み
得
る
。」
こ
れ
に
続
け
て
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精

神
の
現
象
学
』
の
序
文
の
中
か
ら
引
用
す
る
。
か
く
の
如
く
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
親
和
を
感
ず
る
に
も
拘
ら

ず
、
し
か
も
な
お
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
学
派
的
伝
統
が
彼
を
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
抱
合
か
ら
妨
げ
て
い
る
。
即
ち
な

お
依
然
と
し
て
彼
に
と
っ
て
は
数
学
的
自
然
科
学
が
現
実
認
識
の
最
高
頂
を
現
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
は
精
神
の
運
動
は
、
か
の
精
密
科
学
を
そ
の
最
高
の
形
成
と
す
る
よ
う
な
、
体
験
内
容
の
諸
形
成
の
種
々
な
る

段
階
の
歴
進
と
し
て
現
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
に
於
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
接
近
が
見
ら
れ

る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
の
如
き
も
、
彼
の
『
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
』
の
第
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

二
部
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』（
千
九
百
二
十
九
年
）
の
中
で
書
い
て
い
る
、「
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
於
て
告
知
さ
れ
る
ヘ
ー
ゲ

ル
の
豊
富
な
問
題
へ
の
復
帰
は
、
今
日
も
は
や
一
の
課
題
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
事
実
で
あ
る
。」

カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
の
接
近
が
動
揺
し
て
い
る
よ
う
に
、ハ
ル
ト
マ
ン
の
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』
は
、

所
々
に
甚
だ
興
味
あ
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
に
拘
ら
ず
、
全
体
と
し
て
は
統
一
的
な
見
地
を
欠
い
て
い
る
。
彼
は

云
う
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
的
理
解
の
た
め
の
見
地
に
つ
い
て
は
何
等
心
配
す
る
こ
と
は
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を

勝
手
に
持
ち
運
ん
で
来
る
こ
と
を
要
し
な
い
、
そ
れ
は
我
々
に
と
っ
て
我
々
自
身
の
歴
史
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
て

お
り
、
否
、
強
制
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
見
地
以
外
の
他
の
見
地
を
如
何
な
る
時
代
も
基
礎
に
お
く
こ

と
が
出
来
ぬ
。」
こ
の
言
葉
は
ま
こ
と
に
正
し
く
、
且
つ
ヘ
ー
ゲ
ル
的
で
も
あ
る
。
そ
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
は
、
各
々

の
時
代
は
自
分
の
見
地
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
の
を
自
覚
す
べ
き
で
あ
る
、
と
述
べ
、「
絶
対
的
な
歴
史

的
意
識
」
と
い
う
が
如
き
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
自
分
免
許
を
嘲
笑
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
果
た
し
て
ハ
ル
ト
マ
ン
は

そ
の
よ
う
な
自
覚
を
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
理
解
す
る
こ
と
に
徹
底
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
我
々
自
身
の
歴
史
に

よ
っ
て
指
定
さ
れ
、
強
制
さ
れ
て
い
る
見
地
と
云
う
と
き
、
そ
れ
は
実
際
に
於
て
は
彼
の
意
味
に
於
け
る
存
在
論

を
意
味
す
る
。
こ
の
存
在
論
は
「
立
場
」
か
ら
解
放
さ
れ
て
自
由
な
、
従
っ
て
「
観
念
論
と
実
在
論
と
の
此こ
な
た方

」

に
あ
る
も
の
と
主
張
さ
れ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
は
か
か
る
存
在
論
を
ヘ
ー
ゲ
ル
の
う
ち
に
見
出
し
得
る
と
信
ず
る
。
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「
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
、
何
等
体
系
形
式
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
こ
れ
に
対
し
て
自
律
的
に
存
立
せ

る
と
こ
ろ
の
沢
山
な
思
想
上
の
財
産
が
存
在
し
て
い
る
。
ひ
と
は
こ
の
よ
う
な
自
律
性
を
容
易
に
、
単
純
な
事
象

性
に
於
て
、
観
念
論
と
実
在
論
と
に
対
す
る
無
記
性
に
於
て
認
識
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
―
―
偉
大
な
人
々
の
多
く

の
者
に
於
て
そ
う
で
は
な
か
っ
た
程
度
に
於
て
―
―
対
象
に
見
地
を
刻
み
付
け
る
こ
と
な
く
、
対
象
を
一
定
の
理

論
の
光
の
う
ち
へ
押
し
込
め
る
こ
と
な
く
、
対
象
そ
の
も
の
を
し
て
語
ら
し
め
、
対
象
を
内
か
ら
し
て
照
明
す
る

と
い
う
驚
歎
す
べ
き
客
観
性
を
有
す
る
。」
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
何
よ
り
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
か
く
の

如
き
観
念
論
と
実
在
論
と
の
此
方
に
立
ち
留
ま
る
客
観
性
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
。
弁
証
法
は
、
従
来
一
般
に
考

え
ら
れ
た
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
に
於
け
る
体
系
形
式
で
な
く
、
却
っ
て
全
然
そ
れ
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
る
。

彼
の
論
理
学
の
最
初
の
二
巻
（『
客
観
的
論
理
学
』）
の
読
者
は
、
か
の
有
名
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
論
に
つ
い
て
は

稀
に
し
か
感
ぜ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
奇
異
な
経
験
を
な
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
二
巻
は
「
存
在
論
」
と
い
う
表

題
を
も
っ
て
も
一
向
差
支
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

我
々
も
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
不
思
議
な
客
観
性
に
驚
異
す
る
。
我
々
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
存
在
論
に
つ

い
て
語
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
併
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
我
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
も
っ
て
観
念
論
と
実
在
論

と
の
此
方
に
立
ち
留
ま
る
者
と
判
断
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
我
々
は
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
観
念
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

論
が
観
念
論
と
し
て
カ
ン
ト
並
び
に
フ
ィ
ヒ
テ
の
そ
れ
に
対
し
て
も
つ
特
殊
性
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ば

か
り
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
客
観
的
な
、
存
在
論
的
な
観
念
論
と
雖
も
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
を
離
れ

て
は
理
解
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
更
に
我
々
は
、
弁
証
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
体
系
形
式
で
な
い
と
い
う
ハ

ル
ト
マ
ン
の
説
に
賛
成
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。「
知
識
は
た
だ
科
学
と
し
て
或
い
は
体
系
と
し
て
の
み
現
実
的
で

あ
り
且
つ
叙
述
さ
れ
得
る
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
弁
証
法
以
外
の
何
物
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲

学
を
し
て
体
系
的
な
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
固
よ
り
弁
証
法
は
単
な
る
形
式
で
な
く
、
内
容
の
論
理
学

で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
れ
は
問
題
か
ら
問
題
へ
、
内
容
か
ら
内
容
へ
、
そ
れ
ぞ
れ
他
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
「
範
疇
の
変
化
」
で
あ
っ
て
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
彼
の
哲
学
が
体
系
的
で
な
い
と
は
云
わ
れ

な
い
。
弁
証
法
は
運
動
自
体
で
な
く
、
却
っ
て
「
或
る
も
の
」
の
弁
証
法
的
運
動
で
あ
る
。
こ
の
或
る
も
の
そ
の

も
の
は
そ
の
構
造
に
於
て
弁
証
法
的
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
そ
の
特
殊
な
種
類
及
び
内
容
性
に
於
て
弁
証
法

的
運
動
か
ら
導
出
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
こ
の
導
出
さ
れ
得
ぬ
前
提
た
る
或
る
も
の
を
一
般
に
存
在
と
呼
ぶ
な
ら

ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
言
う
ま
で
も
な
く
存
在
論
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
が
存
在
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ

に
謂
わ
れ
た
存
在
が
如
何
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
る
か
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
の
論
理
学
の
中
で

種
々
な
る
意
味
に
於
け
る
存
在
に
つ
い
て
段
階
的
に
取
扱
っ
た
。
そ
の
う
ち
最
も
優
越
な
意
味
に
於
け
る
存
在
の
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概
念
は
「
現
実
性
」
で
あ
る
。
彼
は
現
実
性
の
概
念
の
叙
述
を
論
理
学
の
第
二
巻
の
終
で
与
え
て
い
る
。
け
れ
ど

も
こ
こ
で
は
な
お
こ
の
概
念
の
十
分
な
、
そ
し
て
本
質
的
な
諸
規
定
は
見
出
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
諸
規
定
は

よ
り
高
い
諸
段
階
に
於
て
、
特
に
論
理
学
の
叙
述
の
最
後
の
段
階
に
於
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
於
て
現

実
性
は
イ
デ
ー
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
最
高
の
、
最
真
の
意
味
に
於
け
る
存
在
は

イ
デ
ー
で
あ
る
。
弁
証
法
の
進
行
は
イ
デ
ー
に
於
て
そ
の
完
成
を
見
出
す
。
然
る
に
こ
の
終
る
点
は
、
体
系
の
意

味
で
本
来
の
、
真
の
出
発
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
論
理
学
の
序
論
の
中
で
、「
何
を
も
っ
て

科
学
の
端
初
は
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
」
と
い
う
問
に
答
え
て
、
就
中
次
の
如
く
云
っ
て
い
る
。「
前
進
は
根
柢

の
う
ち
へ
の
、
根
源
的
な
も
の
と
真
な
る
も
の
へ
の
背
進
で
あ
り
、
こ
の
も
の
に
そ
れ
を
も
っ
て
端
初
が
な
さ
れ

た
も
の
が
依
存
し
且
つ
こ
の
も
の
か
ら
そ
れ
が
生
産
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
一
の
本
質
的
な
考
察
で
あ
る
こ
と

を
ひ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
か
く
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
そ
の
種
々
な
る
段
階
に
於
け
る
存
在
の
範
疇
の

弁
証
法
的
展
開
は
、
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
、
イ
デ
ー
の
方
向
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
彼
の
弁
証
法

の
観
念
弁
証
法
た
る
意
味
で
あ
る
。

も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ハ
ル
ト
マ
ン
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
最
初
の
二
巻
を
最
後
の
巻
か
ら
抽
象
的

に
切
り
離
し
て
、
そ
れ
に
特
別
に
存
在
論
の
名
を
与
え
よ
う
と
す
る
の
は
不
当
で
あ
ろ
う
。
存
在
論
と
云
え
ば
、
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

論
理
学
の
全
体
が
存
在
論
な
の
で
あ
る
。
固
よ
り
最
初
の
二
巻
で
取
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
本
来
の
意
味
に
於
け
る

イ
デ
ー
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
種
々
な
る
範
疇
に
於
け
る
存
在
は
、
つ
ね
に
既
に
イ
デ
ー
の

方
向
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
に
於
て
観
念
論
的
で
あ
っ
て
、
ハ
ル
ト
マ
ン
の
考
え
る
如
く
、「
観
念
論

と
実
在
論
と
の
此
方
」
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
を
し
て
云
わ
し
む
れ
ば
、
そ
れ
が
ハ
ル
ト
マ

ン
の
見
る
よ
う
な
外
観
を
も
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
イ
デ
ー
の
低
い
諸
段
階
に
属
す
る
た
め
で
あ
る
。
尤
も
ハ

ル
ト
マ
ン
が
「
我
々
自
身
の
歴
史
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
、
強
制
さ
れ
た
見
地
」
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
新
た

に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
は
飽
く
ま
で
も
正
し
い
こ
と
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
ま
さ
に
か
く
の
如
き
見
地
が
、
彼

の
云
う
よ
う
に
、
観
念
論
と
実
在
論
と
の
此
方
に
横
た
わ
っ
て
い
る
と
は
信
ぜ
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
却
っ
て
我
々

の
見
地
が
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
す
る
彼
の
思
想
に
矛
盾
す
る
の
で
な
い
か
。
観
念
論
と
実
在
論
と
の
此

方
と
い
う
見
地
は
、
超
歴
史
的
な
、
否
、
む
し
ろ
「
歴
史
前
的
な
」
見
地
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
現
実
に
於
て
は

ひ
と
つ
の
空
語
に
過
ぎ
な
い
の
で
な
い
か
。
我
々
の
存
在
に
し
て
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
、
我
々
は
そ

れ
に
応
じ
て
つ
ね
に
必
然
的
に
一
定
の
方
向
に
規
定
さ
れ
た
根
源
的
な
存
在
の
理
解
の
仕
方
を
も
つ
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
て
、
ひ
と
が
「
存
在
」
な
る
概
念
の
も
と
に
根
源
的
に
は
何
を
理
解
す
る
か
が
そ

れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
歴
史
上
の
各
々
の
時
代
は
め
い
め
い
の
仕
方
で
一
定
の
方
向
に
規
定
さ
れ
た
根
源
的
な
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存
在
理
解
を
も
っ
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
根
源
的
な
存
在
の
理
解
の
仕
方
に
応
じ
て
、
我
々
の
も
つ
「
理
論
」

も
ま
た
、
或
い
は
観
念
論
的
、
或
い
は
唯
物
論
的
、
な
ど
い
う
が
如
き
一
定
の
方
向
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ハ
ル
ト
マ
ン
の
欲
す
る
よ
う
な
「
存
在
論
」
は
、
存
在
そ
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
概
念
を
単
に
概
念
と
し
て
取

扱
う
立
場
に
於
て
の
み
可
能
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
何
等
存
在
論
で
は
な
い
。
彼
の
謂
う
「
存
在
そ
の
も
の
」
或
い

は
「
事
象
そ
の
も
の
」
の
存
在
論
は
、
真
実
に
は
、
歴
史
に
於
け
る
種
々
な
る
方
向
に
規
定
さ
れ
た
存
在
の
存
在

論
の
諸
発
展
の
綜
合
と
し
て
の
み
期
待
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。

三

さ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
純
粋
に
観
念
弁
証
法
と
し
て
解
釈
し
よ
う
と
す
る
方
向
は
、
我
々
は
こ
れ
を
イ
タ

リ
ヤ
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
の
間
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
及
び
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
の
方
向
に
つ
い
て
私
は
遺
憾
な
が
ら
こ
こ
で
立
入
っ
て
述
べ
る
こ
と
を
断
念
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
一
言
で
云
え
ば
、
こ
こ
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
著
し
く
フ
ィ
ヒ
テ
の
方
向
に
於
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

思
惟
は
純
粋
活
動
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、「
思
想
」
は	 actum

	

と
し
て	 actus	

た
る
「
思
惟
」
を
前
提
す
る
、
そ

れ
は
し
か
の
み
な
ら
ず
た
だ
思
惟
の
定
立
す
る
も
の
、
活
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
思
惟
そ
の
も
の
の
客
観
的
な
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

規
定
で
あ
る
。
思
惟
は
存
在
の	 Prius	

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
本
思
想
の
上
に
立
っ
て
、
ス
パ
ヴ
ェ
ン
タ
及
び

そ
の
継
承
者
た
る
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
於
け
る
存
在
の
諸
範
疇
を
ば
思
惟
の
純
粋
活
動

の
過
程
の
う
ち
に
解
消
し
よ
う
と
し
た
。
尤
も
私
は
イ
タ
リ
ヤ
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
う
ち
に
一
の
他
の
傾

向
の
あ
る
こ
と
を
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
今
日
世
界
的
に
有
名
な
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
代
表
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
。

併
し
な
が
ら
一
般
的
に
云
っ
て
、
フ
ィ
ヒ
テ
的
、
論
理
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
は
も
は
や
次
第
に
勢
力
を
失
い
つ

つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
傾
向
を
喚
び
起
し
た
人
と
し
て
我
々
は
特
に
デ
ィ
ル
タ
イ
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
そ
の
著
作
『
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
時
代
』（
千
九
百
五
年
）
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
も
と
も
と

「
生
」
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
概
念
は
か
か
る
努
力
に
よ
っ
て
そ
の
論
理
的

な
硬
直
さ
を
脱
し
て
、
一
層
生
命
的
、
流
動
的
な
ら
し
め
ら
れ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
刺
戟
の
も
と
に
ヘ
ル
マ
ン
・

ノ
ー
ル
は
千
九
百
七
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の
青
年
期
の
神
学
上
の
諸
著
作
を
原
稿
に
よ
っ
て
編
輯
出
版
し
た
。
恰
も
こ
れ

ら
の
基
礎
の
上
に
テ
オ
ド
ル
・
ヘ
ー
リ
ン
グ
の　
『
ヘ
ー
ゲ
ル
』（
未
完
、
第
一
巻
、
千
九
百
二
十
九
年
）
は
打
ち
建

て
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
及
び
言
語
の
時
間
上
の
発
展
史
を
叙
述
し
よ
う
と
す
る
。
ヘ
ー
リ
ン
グ

の
特
色
は
、
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
、
ヨ
ハ
ン
・
エ
ド
ゥ
ア
ル
ト
・
エ
ル
ト
マ
ン
、
リ
ヒ
ヤ
ル
ト
・
ク
ロ
ー
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ナ
ー
な
ど
に
於
て
普
通
な
「
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
」
と
い
う
問
題
の
立
て
方
を
避
け
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
発
展

過
程
を
遥
に
自
律
的
な
、
内
在
的
な
も
の
と
し
て
現
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
併
し
な
が
ら
我
々
は
ヘ
ー
リ

ン
グ
の
遣
り
方
に
対
し
て
疑
問
を
挟
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
知
識
は
生
け
る
体
系
的
な
問
題
の
意

識
に
よ
る
意
味
賦
与
な
く
し
て
歴
史
的
知
識
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
の
哲
学
史
家
は
い
つ
で
も
体
系
的
に
彼
の

時
代
の
問
題
の
高
さ
に
立
っ
て
い
る
者
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
ヘ
ー
リ
ン
グ
の
方
法
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精

神
に
従
う
も
の
と
は
云
わ
れ
な
い
。「
哲
学
の
歴
史
そ
の
も
の
が
科
学
的
で
あ
り
、
し
か
の
み
な
ら
ず
、
要
点
に

於
て
は
、
哲
学
の
科
学
と
な
る
」
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
述
べ
た
。
彼
は
哲
学
の
歴
史
と
哲
学
そ
の
も
の
と
の
統
一
を
要

求
し
た
の
で
あ
る
。

永
い
間
ヘ
ー
ゲ
ル
に
負
わ
さ
れ
て
い
た
合
理
主
義
者
の
名
は
今
日
全
く
反
対
の
も
の
に
転
化
し
つ
つ
あ
る
。
実

際
、
彼
が
単
な
る
合
理
主
義
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
新
し
い
論
理
学
の
建
設
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
既
に
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ま
さ
に
事
象
そ
の
も
の
の
た
め
に
、
彼
は
旧
い
論
理
学
に

と
ど
ま
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
弁
証
法
の
諸
範
疇
は
、
具
体
的
な
事
象
に
対
し
て
無
理
を
し
な
い
た
め
に
、

十
分
に
豊
富
で
あ
り
、
多
様
で
あ
る
。
こ
の
論
理
学
に
於
け
る
範
疇
の
転
化
は
事
象
の
生
命
と
運
動
の
表
現
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
非
合
理
主
義
者
と
し
て
見
出
す
こ
と
に
努
力
し
た
。
グ
ロ
ッ
ク
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

ナ
ー
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の「
汎
論
理
主
義
」の
う
ち
に
非
合
理
性
の
問
題
を
探
ろ
う
と
し
て
い
る
。
併
し
こ
れ
ら
の
人
々

に
あ
っ
て
は
非
合
理
性
の
概
念
そ
の
も
の
が
新
カ
ン
ト
学
派
的
に
、
従
っ
て
論
理
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
反
し
て
他
の
人
々
は
ヘ
ー
ゲ
ル
を
現
象
学
の
方
向
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
如
き
も
弁
証
法
の

直
観
的
、記
述
的
性
質
を
高
調
し
て
い
る
。ヘ
ー
ゲ
ル
は
屡
々
彼
の
方
法
を「
純
粋
な
諦
視
」と
し
て
規
定
し
た
。「
科

学
的
認
識
は
」、
と
彼
は
云
う
、「
身
を
対
象
の
生
命
に
委
せ
る
こ
と
、
同
じ
こ
と
を
言
い
換
え
れ
ば
、
対
象
の
内

的
必
然
性
を
眺
め
且
つ
表
白
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。」
ひ
と
は
こ
れ
に
類
す
る
言
葉
を
今
日
の
現
象
学
の
た
め

に
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
い
く
ら
で
も
取
り
出
し
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。併
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、我
々

は
、
例
え
ば
ロ
ス
キ
イ
が
『
直
観
主
義
の
基
礎
付
け
』（
千
九
百
八
年
）
の
中
で
な
し
た
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
を
単

な
る
直
観
主
義
者
の
列
に
加
え
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
の
は
勿
論
で
あ
る
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
よ
う
に
弁
証
法

を
芸
術
的
天
才
の
直
観
に
比
す
る
こ
と
も
誤
謬
で
あ
ろ
う
。「
知
識
は
」、
と
ヘ
ー
ゲ
ル
は
書
い
て
い
る
、「
如
何

に
区
別
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
自
身
に
於
て
運
動
し
、
そ
し
て
そ
の
統
一
に
還
り
来
る
か
、
を
た
だ
眺
め
る
と
い
う
、

こ
の
よ
う
な
外
見
上
の
無
活
動
に
存
す
る
。」
即
ち
論
理
的
思
惟
の
活
動
を
含
ま
ぬ
か
の
如
く
見
ゆ
る
「
純
粋
な

諦
視
」
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、単
に
外
見
上
の
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
弁
証
法
の
精
神
は
む
し
ろ
「
思

惟
と
直
観
と
の
統
一
」
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
ヘ
ー
ゲ
ル
が
弁
証
法
を
も
っ
て
純
粋
な
諦
視
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で
あ
る
と
云
っ
た
真
の
意
味
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
弁
証
法
は
事
象
そ
の
も
の
に
内
在
的
で
あ
る
こ
と
を
言
い

表
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
か
か
る
内
在
的
な
立
場
は
今
日
の
現
象
学
、
就
中
マ

ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ま
た
取
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
と
き
我
々
が
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
主
義
に
つ
い

て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
発
展
の
初
期
に
於
て
中
心
的
意
義
を
も
っ
て
い
た
の
は
「
生
」
の
概
念
で
あ
っ
た
。
然
る
に

生
は
精
神
と
し
て
把
握
さ
れ
る
に
至
っ
て
、「
精
神
」の
概
念
が
こ
れ
に
代
っ
た
。併
し
ま
た
精
神
の
本
性
は「
思
惟
」

に
あ
る
と
理
解
さ
れ
た
。
浪
漫
的
な
生
の
概
念
か
ら
出
発
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
に
於
て
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
大
い

な
る
伝
統
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
の
精
神
の
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
甚
だ
多
く
の
点
で
類
似

し
て
い
る
。―
―
そ
れ
だ
か
ら
例
え
ば
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
が
、今
日
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
の
う
ち
に「
新
し
い
浪
漫
主
義
」

を
見
る
が
如
き
は
、ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
に
忠
実
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
―
―
人
間
の
本
性
は
思
惟
で
あ
り
、

思
惟
の
本
質
は
活
動
で
あ
り
、
思
惟
の
活
動
は
普
遍
者
の
要
素
に
於
て
行
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
及
び
そ
の
他
の
規
定

に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
全
く
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
で
あ
る
。
た
だ
前
者
は
後
者
と
異
な
っ
て
普
遍
を「
具
体
的
普
遍
」

と
し
て
把
握
す
る
。
か
く
て
ヘ
ー
ゲ
ル
は
精
神
の
現
象
学
に
於
て
感
性
的
知
覚
か
ら
初
め
て
全
意
識
生
活
を
考
察

し
た
が
、
こ
の
考
察
は
つ
ね
に
一
定
の
方
向
に
導
か
れ
て
い
る
。
即
ち
彼
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
作
用
の
う
ち
に
つ
ね
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

に
普
遍
的
な
も
の
の
含
ま
れ
て
い
る
の
を
見
出
そ
う
と
し
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
こ
に
つ
ね
に
思
惟
の
要
素

を
確
定
し
よ
う
と
し
た
。『
法
律
哲
学
』そ
の
他
に
於
け
る
客
観
的
世
界
の
考
察
に
於
て
も
同
じ
こ
と
が
行
わ
れ
る
。

そ
れ
の
考
察
も
ま
た
つ
ね
に
一
定
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
彼
は
家
族
、
市
民
的
社
会
、
等
々
、
の
う
ち
に

何
等
か
の
「
普
遍
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
「
精
神
」
が
現
れ
て

い
る
の
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。
蓋
し
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
普
遍
的
な
も
の
は
精
神
的
な
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
一
定
の
方
向
に
於
け
る
存
在
の
解
釈
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
論
理
主
義
な
る

も
の
の
根
源
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
は
精
神
ま
た
は
理
性
を
も
っ
て
歴
史
に
於
て
発
展
す
る
も
の
と

見
る
彼
の
思
想
の
も
と
に
徹
底
的
で
あ
る
こ
と
が
出
来
た
。
今
も
し
こ
れ
ら
の
こ
と
を
カ
ン
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
回
と
結
び
つ
け
て
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
多
分
誤
な
く
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
所
謂
汎
論
理
主
義
の
意
味
を

理
解
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
想
が
弁
証
法
的
で
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
彼
の
『
存
在
と
時
間
』（
第
一
冊
、

千
九
百
二
十
七
年
）
は
屡
々
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象
学
に
比
較
さ
れ
る
。
多
く
の
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ン
を
喚
び
起

し
た
彼
の
講
演
『
形
而
上
学
と
は
何
か
』（
千
九
百
二
十
九
年
）
の
中
で
、
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
の
最
初
の
部

分
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
有
と
無
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
よ
う
に
意
識
的
な
生
に
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内
在
的
な
展
開
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
か
く
て
人
々
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
名
を
挙
げ
て
、
現
象
学
派
の
内
部

に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
を
語
る
の
で
あ
る
。併
し
な
が
ら
彼
は
根
本
的
な
点
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
な
い
。

そ
の
理
由
は
、
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
指
摘
す
る
如
く
、
彼
が
な
お
有
限
と
無
限
と
の
硬
直
な
区
別
を
固
執
し
て
、
ヘ
ー

ゲ
ル
と
共
に
そ
れ
を
止
揚
す
る
に
至
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
わ
ぬ
。
理
由
は
一

層
根
源
的
な
と
こ
ろ
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
に
於
て
生
の
存
在
の
根
源
的
な

理
解
の
仕
方
そ
の
も
の
に
最
も
根
本
的
な
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
共
に
生
を
も
っ
て
意
識
的
な
生
と
考

え
る
。
併
し
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
意
識
の
根
本
的
規
定
が
理
性
で
あ
る
に
反
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
で
は
そ
れ
は
彼
が

「
関
心
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
理
性
は
思
惟
す
る
に
反
し
て
、
関
心
は
恐
怖
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
点

で
か
の
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
と
並
べ
ら
る
べ
き
ま
た
対
立
さ
せ
ら
る
べ
き
偉
大
な
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
、
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
に
結
び
付
い
て
い
る
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
反
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
で
あ
っ
た
に
拘
ら
ず
、
そ

の
考
え
方
は
甚
だ
弁
証
法
的
で
あ
っ
た
。
今
日
バ
ル
ト
一
派
の
所
謂
弁
証
法
的
神
学
の
人
々
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

を
彼
等
の
先
行
者
と
見
做
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
派
に
属
す
る
神
学
者
ブ
ル
ン
ナ
ー
な
ど
が
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー
を
頭
目
と
す
る
浪
漫
主
義
と
決
定
的
に
戦
っ
て
い
る
の
を
考
え
る
な
ら
ば
、
我
々
は
ま
た
今
日
の
弁
証

法
復
興
を
「
新
し
い
浪
漫
主
義
」
と
見
る
こ
と
は
出
来
ぬ
で
あ
ろ
う
。
千
九
百
十
八
年
に
現
れ
た
『
人
生
観
』
と
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

い
う
書
の
中
で
、
ジ
ン
メ
ル
は
「
生
の
内
在
的
超
越
」
に
つ
い
て
述
べ
、「
イ
デ
ー
へ
の
転
向
」
に
つ
い
て
語
り
、

或
る
弁
証
法
的
な
も
の
を
示
し
て
い
る
が
、
彼
が
な
お
徹
底
し
た
弁
証
家
で
な
い
の
は
生
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の

彼
の
理
解
が
明
確
に
意
識
さ
れ
た
方
向
を
も
っ
て
い
な
い
た
め
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
我
々
は
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
に
眼
を
転
じ
よ
う
。
こ
こ
に
全
く
新
し
い
方
向
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ

ル
復
興
が
見
出
さ
れ
る
。
レ
ー
ニ
ン
は
、
マ
ル
ク
ス
及
び
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
等
し
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
絶
大

な
る
価
値
を
認
め
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
真
正
の
マ
ル
ク
ス
主
義
者
と
修
正
主
義
者
と
の
相
違
は
、
後
者
に
は
ヘ
ー

ゲ
ル
が
欠
け
て
お
り
、
従
っ
て
弁
証
法
が
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
の
死
の
二
年
前
に
書
か
れ
た
『
戦
闘

的
唯
物
論
の
意
義
に
つ
い
て
』
な
る
論
文
の
中
で
、
彼
は
「
一
の
体
系
的
な
、
唯
物
論
的
見
地
か
ら
出
立
せ
る
ヘ

ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
研
究
を
組
織
す
る
こ
と
」
を
勧
め
た
。
そ
し
て
彼
は
云
っ
て
い
る
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法

の
か
く
の
如
き
研
究
、
か
く
の
如
き
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
は
、
た
し
か
に
極
端
に
困
難
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

方
向
に
於
け
る
最
初
の
試
み
は
疑
い
も
な
く
過
ち
を
も
っ
て
纏
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
何
事
も
為
さ
な
い

者
だ
け
が
過
ち
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
唯
物
論
的
に
理
解
さ
れ
た
る
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
マ
ル
ク
ス
に
よ
っ
て

行
わ
れ
た
る
適
用
の
上
に
倚
り
か
か
っ
て
、
我
々
は
こ
の
弁
証
法
を
あ
ら
ゆ
る
方
向
に
向
っ
て
仕
上
げ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。」
こ
の
よ
う
に
し
て
レ
ー
ニ
ン
は
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
唯
物
論
的
友
の
会
」
を
作
る
こ
と
を
提
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案
し
た
。
彼
の
こ
の
遺
言
、
こ
の
提
案
が
今
日
ロ
シ
ヤ
に
於
て
如
何
に
行
わ
れ
つ
つ
あ
る
か
に
つ
い
て
私
は
こ
こ

に
縷
説
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
我
々
の
間
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

私
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
旗
の
も
と
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
が
上
述
の
他
の
諸
傾
向
に
対
し
て
有
す
る
特
色
を
摘

記
し
て
お
こ
う
。
第
一
、
そ
れ
は
明
確
に
規
定
さ
れ
た
方
向
を
も
っ
て
い
る
。
他
の
場
合
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復

興
が
甚
だ
動
揺
的
で
あ
る
の
と
こ
の
点
が
先
ず
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
、
そ
れ
は
単
に
歴
史
的
で
な
く
、
却
っ
て

体
系
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
第
三
、
そ
れ
は
現
代
の
見
地
か
ら
す
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
で
あ
る
。
尤
も
ク
ロ
ー

ナ
ー
や
ハ
ル
ト
マ
ン
、
そ
の
他
の
人
々
に
於
て
も
現
代
の
見
地
が
欠
け
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
た
だ
ク
ロ
ー
ナ
ー

に
あ
っ
て
は
現
代
の
歴
史
が
新
カ
ン
ト
学
派
の
哲
学
に
、
ハ
ル
ト
マ
ン
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
彼
自
身
の
存
在
論
に

要
約
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
現
代
の
歴
史
を
物
質
的
に
現
実
的
な
歴
史
と
し
て
、
階
級
闘

争
の
歴
史
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
こ
の
時
代
の
諸
利
害
の
た
め
に
満
足
を
与
え
得
る
」
哲
学
で

あ
ろ
う
と
す
る
。
ロ
シ
ヤ
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
が
有
す
る
こ
れ
ら
の
特
色
は
、同
時
に
そ
れ
の
優
越
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
精
神
に
か
な
っ
た
こ
と
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
マ
ル
ク
ス

主
義
は
唯
物
論
哲
学
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
あ
ら
ゆ
る
他
の
種
類
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
対
立
す
る
。
こ
こ
に
於
て

マ
ル
ク
ス
主
義
哲
学
に
少
な
く
と
も
次
の
三
つ
の
課
題
が
負
わ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
に
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
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ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向

の
弁
証
法
が
唯
物
弁
証
法
に
転
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
「
内
的
必
然
性
」
を
理
論
的
に
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
二
に
、
唯
物
弁
証
法
が
「
弁
証
法
と
し
て
」
ヘ
ー
ゲ
ル
弁
証
法
と
異
な
る
点
が
体
系
的
に
叙
述
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
蓋
し
弁
証
法
は
単
な
る
形
式
で
な
く
、
却
っ
て
内
容
の
論
理
学
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
が

精
神
で
あ
る
か
若
く
は
物
質
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
弁
証
法
は
論
理
学
と
し
て
も
そ
の
構
造
を
異
に
せ
ね
ば
な
ら

ぬ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
に
対
し
て
新
し
い
論
理
学

が
書
か
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
第
三
に
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
他
の
諸
思
想
を
批
判
す
る
に
当
っ
て

弁
証
法
的
に
、
従
っ
て
ま
た
「
内
在
的
に
」
批
判
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
ら
の
諸
課
題
は
こ
れ
ま
で
マ
ル
ク
ス
主

義
に
よ
っ
て
遺
憾
な
が
ら
十
分
に
遂
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
諸
点
に
関
し
て
マ
ル
ク
ス
主

義
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
に
形
式
的
で
あ
り
、
抽
象
的
で
あ
り
、
従
っ
て
非
弁
証
法
的
な
態
度
を
と
ら
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。

嘗
て
オ
ラ
ン
ダ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
し
て
有
名
な
ボ
ラ
ン
ド
は
、「
千
九
百
年
か
ら
千
九
百
十
年
に
至
る
年

の
間
純
粋
理
性
は
オ
ラ
ン
ダ
語
で
話
す
」
と
云
っ
た
。
今
日
ヘ
ー
ゲ
ル
は
世
界
の
各
国
語
で
話
し
て
い
る
。
あ
か

ら
さ
ま
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
に
於
て
語
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
も
、弁
証
法
的
な
言
葉
が
絶
え
ず
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。

機
械
論
的
な
見
方
は
殆
ど
凡
て
の
哲
学
、
殆
ど
一
切
の
科
学
の
う
ち
で
破
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
或
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る
人
々
の
考
え
る
よ
う
に
単
な
る
「
反
動
」
の
現
象
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
資
本
主
義
社
会
の
内
部
に
於
て

新
し
い
社
会
の
要
素
が
次
第
に
発
展
し
て
来
る
よ
う
に
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
哲
学
乃
至
科
学
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
か
ら

新
し
い
哲
学
乃
至
科
学
の
要
素
を
発
展
さ
せ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
シ
ヤ
の
哲
学
者
た
ち
は
ウ
ェ
ル
ト
ハ

イ
マ
ー
、
ケ
ー
ラ
ー
な
ど
の
主
唱
す
る
形
態
心
理
学
に
花
環
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
事
実
を
見

る
と
き
、
真
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
は
な
お
今
後
の
こ
と
に
属
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
今
や
種
々
な
る
方
面
に
現

れ
つ
つ
あ
る
新
し
い
「
諸
契
機
」
が
真
に
「
止
揚
さ
れ
」
て
全
く
新
た
な
る
形
態
で
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復
興
す
る

日
は
来
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
「
復
興
」
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ

れ
は
嘗
て
の
文
芸
復
興
時
代
が
古
典
文
化
の
復
興
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
に
於
て
で
あ
ろ
う
。
―
―

ヘ
ー
ゲ
ル
は
云
っ
て
い
る
、「
自
然
は
最
短
の
道
を
通
じ
て
そ
の
目
的
に
達
す
る
、
と
い
う
の
は
一
の
知
れ
き
っ

た
命
題
で
あ
る
、
こ
れ
は
正
し
い
、
―
―
併
し
な
が
ら
精
神
の
道
は
媒
介
で
あ
り
、
迂
回
の
道
で
あ
る
。
時
間
、

苦
労
、
消
費
、
―
―
有
限
な
生
命
に
於
け
る
か
く
の
如
き
諸
規
定
は
こ
こ
で
は
当
て
填
ら
な
い
。
我
々
は
ま
た
、

特
殊
な
諸
知
見
が
既
に
今
成
就
さ
れ
得
な
い
、
―
―
此
れ
或
い
は
彼
の
も
の
が
既
に
そ
こ
に
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
辛
抱
し
切
れ
な
く
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。
世
界
歴
史
に
於
て
は
進
歩
は
緩
慢
に
進
む
。」
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一

従
来
の
哲
学
は
範
疇
と
い
う
も
の
を
極
め
て
抽
象
的
に
し
か
捉
え
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
そ
れ
の
弊
害
は

特
に
時
間
の
問
題
の
取
扱
に
於
い
て
顕
著
で
あ
る
。
時
は
流
れ
る
、
こ
れ
は
無
限
な
る
直
線
的
進
行
と
し
て
表
象

せ
ら
れ
る
。
空
間
が
三
つ
の
次
元
を
含
む
に
反
し
て
時
間
は
一
次
元
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
は
歴
史

に
於
け
る
時
間
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
こ
れ
ま
で
絶
え
ず
支
配
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
否
、
こ
の
よ

う
な
見
方
が
自
明
の
も
の
と
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
歴
史
に
就
い
て
最
も
多
く
論
じ
た
人
々
で
さ
え
時
間
の
問
題
に

特
に
立
入
る
こ
と
を
必
要
と
思
わ
ず
、
ま
た
適た
ま
た
ま々

こ
の
問
題
に
手
を
着
け
た
者
も
多
く
の
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と

の
出
来
な
か
っ
た
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。

歴
史
に
於
け
る
時
間
の
問
題
は
特
に
歴
史
的
時
間
の
問
題
と
し
て
提
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
ひ
と
は
歴
史
的
時
間

の
問
題
は
、
或
い
は
自
然
科
学
的
時
間
と
の
区
別
に
於
い
て
、
或
い
は
所
謂
空
間
化
さ
れ
た
時
間
と
の
対
立
に
於

い
て
取
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
に
固
よ
り
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
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ら
そ
れ
は
少
な
く
と
も
不
精
密
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
先
ず
、
自
然
科
学
的
時
間
と
自
然
的
時
間
と
が
区
別
さ
れ
得

る
し
、
又
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
我
々
が
以
下
に
於
い
て
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
世
代

と
い
う
概
念
は
、
も
と
自
然
的
時
間
を
現
す
け
れ
ど
も
、
本
来
の
自
然
科
学
的
時
間
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

然
る
に
若
し
人
間
の
歴
史
に
し
て
自
然
を
基
礎
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
等
か
の
仕
方
で
自
然
と
織
り
合
わ
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
自
然
的
時
間
は
歴
史
に
と
っ
て
決
し
て
没
交
渉
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
従

っ
て
こ
の
よ
う
な
自
然
的
時
間
の
概
念
に
対
し
て
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
時
間
の
概
念
―
―
こ
こ
で
は

時
代
と
い
う
概
念
を
か
か
る
も
の
と
し
て
世
代
の
概
念
か
ら
区
別
し
て
使
お
う
と
思
う
―
―
が
明
ら
か
に
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
両
者
の
聯
関
の
示
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
問
題
は
な
お
全
く
透
明
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
の
不
透
明
は
歴
史
と
い
う
言
葉
の
も
つ
両
義
性

に
関
係
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
即
ち
歴
史
と
い
う
言
葉
は
、
一
方
で
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
そ
の

も
の
、
或
い
は
我
々
が
現
実
に
歴
史
的
に
生
き
、
活
動
し
て
い
る
事
実
を
、
然
し
他
方
で
は
、
我
々
の
論
述
す
る

歴
史
、
換
言
す
れ
ば
、
歴
史
叙
述
ま
た
は
歴
史
学
と
し
て
の
歴
史
を
意
味
す
る
。
丁
度
こ
の
こ
と
に
相
応
し
て
、

自
然
的
時
間
か
ら
区
別
さ
れ
た
歴
史
的
時
間
の
概
念
も
ま
た
二
つ
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
も
の
の
如
く
考
え
ら
れ

る
。
我
々
は
そ
の
一
方
を
事
実
的
時
間
と
称
し
、そ
の
他
方
を
固
有
な
る
意
味
に
於
け
る
歴
史
的
時
間
と
呼
ぼ
う
。
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と
こ
ろ
で
後
者
が
歴
史
的
諸
科
学
の
う
ち
に
於
い
て
表
現
に
達
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
者
即
ち
事
実
的
時
間
は

何
処
に
於
い
て
自
己
の
理
論
的
表
現
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
か
か
る
表
現
の
場
所
と
し
て
歴
史
的
諸
科

学
を
裏
付
け
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
か
の
史
観
な
る
も
の
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
思
う
。
然
る

に
歴
史
と
い
う
言
葉
が
現
実
の
生
活
の
中
で
右
の
如
く
二
つ
の
意
味
を
自
然
的
に
結
び
付
け
て
も
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
全
く
偶
然
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
同
じ
よ
う
に
ま
た
、
歴
史
的
時
間
―
―
自

然
的
時
間
か
ら
区
別
さ
れ
た
そ
れ
―
―
の
二
つ
の
概
念
の
間
に
も
何
等
か
の
内
面
的
な
聯
関
が
横
た
わ
っ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

か
く
て
時
間
の
問
題
が
歴
史
に
関
係
し
て
論
ぜ
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
必
ず
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
三
つ
の
も

の
の
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
的
時
間
、
歴
史
的
時
間
及
び
事
実
的
時
間
の
関
係
が

そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
時
間
の
全
構
造
は
、
歴
史
に
か
か
わ
る
限

り
、
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
。
若
し
か
く
の
如
く
現
実
の
歴
史
の
時
間
に
し
て
三
つ
の
も
の
の
構
造
聯
関
に
於
い
て

成
立
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
普
通
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
唯
ひ
と
む
き
な
る
直
線
的
進
行
と
し

て
表
象
す
る
こ
と
が
如
何
に
誤
っ
て
い
る
か
は
明
ら
か
で
あ
る
。
寧
ろ
歴
史
の
現
実
的
な
時
間
を
形
成
す
る
三
つ

の
要
素
は
三
つ
の
次
元
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
実
の
時
間
に
は
奥
行
も
あ
り
、
深
さ
も
あ
る
。
言
う
ま
で
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も
な
く
時
間
形
成
的
な
三
要
素
の
形
作
る
聯
関
は
、
時
間
の
本
性
上
、
動
的
で
あ
り
、
従
っ
て
現
実
的
な
時
間
は

そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
時
代
に
於
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
。
時
間
そ
の
も
の
が
歴
史
的
で
あ
る
、
と
も
云
わ

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
我
々
は
そ
こ
に
範
疇
の
歴
史
性
の
最
も
原
始
的
な
形
態
に
出
会
う
の
で
あ
る
。

私
は
今
歴
史
の
時
間
の
問
題
に
直
接
に
向
っ
て
行
き
、
そ
れ
に
就
い
て
全
面
的
な
解
答
を
与
え
よ
う
と
は
考
え

て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
遥
か
に
迂
回
し
た
道
が
取
ら
れ
、
た
だ
問
題
に
接
近
す
る
こ
と
が
若
干
企
て
ら
れ
る
だ
け

で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
に
も
次
の
こ
と
は
補
足
的
に
な
お
附
加
え
ら
れ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ

ろ
う
。

先
ず
私
の
事
実
的
時
間
と
呼
ぶ
も
の
が
何
で
あ
る
か
が
一
層
明
瞭
に
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
時
間
は
普

通
に
無
限
に
、
涯
な
く
前
進
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
時
間
概
念
は
古
代
人
に
は
縁

の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
等
の
も
っ
て
い
た
の
は
回
帰
的
時
間
の
観
念
で
あ
る
。「
必
然
の
環
」
と
か
「
運
命

の
車
輪
」
な
ど
い
う
言
葉
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
完
全
年
」
の
思
想
等
が
こ
れ
を
現
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も

あ
ら
ゆ
る
種
類
の
運
動
の
う
ち
円
運
動
が
時
間
の
最
も
正
確
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
示
す
と
云
っ
た
。
実
際
、
歴
史
が

円
環
行
程
を
形
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
最
も
偉
大
な
る
ギ
リ
シ
ア
及
び
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
の
見
解
で
あ
っ
た

ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
民
族
の
一
般
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
等
に
と
っ
て
歴
史
は
無
限
な
る
進
歩
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を
過
程
す
る
と
い
う
思
想
ほ
ど
遠
い
も
の
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
全
く
近
代
人
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
は
、
古
代
史
と
近
代
史
と
は
二
つ
の
全
く
異
な
っ
た
法
則
の
上
に
立
つ
そ
れ
ぞ
れ
の
全

体
で
あ
る
と
考
え
、
前
者
は
「
円
環
行
程
の
体
系
」
を
な
し
、
後
者
は
こ
れ
に
反
し
て
「
無
限
な
る
前
進
の
体
系
」

を
な
す
と
し
た
。
然
る
に
原
始
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合
に
於
い
て
は
如
何
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
信
徒
達
は

彼
等
の
感
激
に
於
い
て
固
よ
り
全
く
新
し
く
明
け
る
日
の
微
風
に
包
ま
れ
て
い
る
の
を
信
じ
た
が
、
然
し
そ
れ
は

同
時
に
こ
の
世
界
の
過
ぎ
去
る
最
後
の
審
判
の
日
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
が
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ

の
教
会
を
建
て
た
と
き
、
改
宗
者
達
は
か
か
る
新
し
き
日
を
経
験
す
る
こ
と
な
く
死
ん
で
行
く
兄
弟
達
の
た
め
に

憂
慮
し
た
。
そ
こ
で
パ
ウ
ロ
は
自
分
自
身
は
少
な
く
と
も
こ
の
日
を
肉
の
眼
を
も
っ
て
見
る
の
で
あ
る
と
い
う
希

望
を
仄
め
か
す
こ
と
に
よ
っ
て
彼
等
を
慰
め
た
。

か
く
の
如
き
が
事
実
的
時
間
の
意
識
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
史
観
の
う
ち
に
於
い
て
表

現
さ
れ
る
。
ひ
と
は
こ
れ
を
も
っ
て
単
に
主
観
的
な
も
の
と
し
て
却
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
然
し
こ
の
同
じ
人
は
、

彼
自
身
も
ま
た
、
甲
は
過
去
に
生
き
て
い
る
、
乙
は
未
来
に
生
き
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
若
し
彼
が
こ
の
よ
う
に
語
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
に
事
実
的
時
間
に
就
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
単
に
客
観
的
に
見
る
な
ら
ば
、
甲
も
乙
も
共
に
現
在
即
ち
一
九
三
一
年
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
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ら
で
あ
る
。
し
か
も
な
お
か
つ
、「
現
在
に
生
き
よ
」
な
ど
と
命
令
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
有
意
味
で
あ
り

得
る
の
は
、
そ
れ
が
単
な
る
客
観
的
時
間
で
な
く
、
却
っ
て
事
実
的
時
間
を
意
味
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
或
い

は
ま
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
は
現
在
を
永
遠
化
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
は
こ
れ
を
過
渡
的
と
し
て
把
握
す
る
と
云

わ
れ
る
場
合
、
そ
こ
に
意
味
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
的
時
間
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
事
実
的
時
間
は
ま
さ

に
事
実
的
時
間
の
ほ
か
の
も
の
で
な
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
い
。
そ
れ
は
人
間
の
存
在
の

全
事
実
と
結
び
付
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
恰
も
歴
史
の
事
実
を
生
産
し
つ
つ
あ
る
者
と
し
て
の
人
間
の
事
実

的
に
経
験
す
る
時
間
で
あ
る
。
し
か
る
限
り
、
そ
れ
は
行
為
的
時
間
と
呼
ば
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

事
実
的
時
間
か
ら
歴
史
的
時
間
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
簡
単
に

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
初
代
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
達
は
こ
の
世
界
の
終
末
が
間
近
に
迫
り
、
神
の
国
の
到
来
が

近
づ
い
た
こ
と
を
信
じ
た
。
け
れ
ど
も
彼
等
の
信
仰
は
歴
史
的
に
は
実
現
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
こ
の
世
界
は
依

然
と
し
て
存
続
し
て
お
り
、
事
物
の
歴
史
的
進
行
は
そ
の
後
も
継
続
し
て
い
る
。
こ
こ
に
事
実
的
時
間
と
歴
史
的

時
間
と
の
乖
離
が
現
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
事
実
的
時
間
が
虚
妄
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
こ
と

は
二
つ
の
時
間
が
全
く
異
な
っ
た
秩
序
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
過
ぎ
な
い
。
か
の
キ
リ
ス
ト
教
の
信
徒
等

は
ま
さ
に
彼
等
が
生
き
た
よ
う
な
事
実
的
時
間
の
意
識
に
於
て
の
み
、
彼
等
の
為
し
た
が
如
き
歴
史
的
活
動
を
な
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し
得
た
の
で
あ
る
。そ
れ
の
み
で
な
く
、事
実
的
時
間
は
歴
史
的
時
間
を
規
定
す
る
、と
も
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

歴
史
的
時
間
を
現
す
べ
き
も
の
と
し
て
時
代
な
る
概
念
が
あ
る
。
今
西
洋
に
於
け
る
年
代
計
算
に
眼
を
投
ず
る
な

ら
ば
、
そ
こ
に
は
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
以
来
初
め
て
文
化
の
一
直
線
の
向
上
が
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
以
前
の
凡
て
の

も
の
が
唯
そ
の
た
め
の
準
備
に
過
ぎ
ぬ
と
こ
ろ
の
一
回
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
完
成
に
向
っ
て
進
む
世
界
時
代
が

開
始
さ
れ
た
と
い
う
、
一
定
の
見
方
、
史
観
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
見
ら
れ
よ
う
。
今
日
な
お
普
通
に
行
わ
れ

る
古
代
、
中
世
、
近
世
な
る
時
代
区
分
は
ル
ネ
サ
ン
ス
時
代
の
子
供
で
あ
る
。
そ
の
当
時
盛
ん
に
な
っ
た
古
代
の

研
究
は
ロ
ー
マ
の
偉
大
を
知
っ
た
、
人
文
主
義
者
達
は
千
年
以
前
に
没
落
し
た
こ
の
偉
大
を
復
興
し
得
る
も
の
と

考
え
た
、
か
く
て
か
の
没
落
と
こ
の
再
興
と
の
間
に
横
た
わ
る
期
間
は
、
い
わ
ば
冬
籠
り
の
時
期
と
し
て
、
陰
暗

な
中
間
時
代
と
見
做
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
他
そ
れ
ぞ
れ
の
史
観
が
そ
れ
ぞ
れ
自
己
に
相
応
せ
る
新
し
い
時
代

区
分
を
立
て
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
の
区
分
が
最
も
屡
々
三
分
法
で
あ
る
こ
と
―
―
五
分
法
を
と
っ
て
い
る
も

の
も
根
本
的
に
は
三
分
法
の
基
礎
の
上
に
立
ち
、
こ
の
も
の
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
―
―
な
ど
は
、
恐
ら
く
、

歴
史
的
時
間
が
、
過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
つ
の
時
間
契
機
を
含
む
と
こ
ろ
の
事
実
的
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ひ
と
は
歴
史
と
は
現
代
の
歴
史
で
あ
る
と
云
い
、
歴
史

は
現
代
の
見
地
か
ら
の
ほ
か
考
察
さ
れ
な
い
と
も
云
う
。
そ
れ
自
身
時
代
の
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
現
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代
と
い
わ
れ
る
も
の
が
か
く
の
如
く
優
越
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
が
ま
さ
に
事
実
的
時
間
が
歴
史
的

時
間
に
喰
い
入
る
点
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。

二

従
来
自
然
的
時
間
と
し
て
注
意
さ
れ
て
来
た
の
は
自
然
環
境
の
時
間
で
あ
っ
た
。
即
ち
地
球
の
公
転
を
基
礎
と

す
る
所
謂
太
陽
暦
、
或
い
は
太
陰
暦
な
ど
の
時
間
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
的
時
間
は
そ
の
規
則
性
、

就
中
そ
の
週
期
性
の
故
に
、
歴
史
的
時
間
の
測
定
の
た
め
に
単
位
を
与
え
る
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
る
ば
か
り
で

は
な
い
。
そ
の
根
本
的
な
重
要
性
は
、
寧
ろ
、
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
活
動
が
自
然
の
基
礎
の
上
に
於
い
て
行

わ
れ
、
従
っ
て
ま
た
つ
ね
に
自
然
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
の
よ

う
な
自
然
的
時
間
は
歴
史
的
時
間
に
と
っ
て
単
に
外
面
的
で
あ
る
以
上
に
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
時
間
は
た
し
か
に
自
然
的
時
間
に
制
約
さ
れ
る
方
面
を
も
っ
て
い
る
。

然
る
に
か
く
の
如
き
人
間
の
歴
史
的
活
動
の
地
盤
乃
至
環
境
と
し
て
の
自
然
の
ほ
か
に
、
な
お
他
の
ひ
と
つ
の

自
然
が
あ
る
。
歴
史
的
活
動
の
主
体
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
が
ま
さ
に
一
の
有
機
的
自
然
な
の
で
あ
る
。
人
間

有
機
体
の
時
間
は
特
に
世
代
と
い
う
概
念
に
於
い
て
顕
に
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
概
念
は
歴
史
的
時
間
に
と
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っ
て
環
境
的
自
然
の
時
間
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
如
く
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
人
間

の
歴
史
的
活
動
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
自
然
環
境
か
ら
の
相
対
的
独
立
性
の
程
度
の
高
い
所
謂
文
化
生
産
的
活
動
の

歴
史
に
と
っ
て
は
と
り
わ
け
重
要
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
特
に
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
の
歴
史
の
研
究
に
従
事
す
る
人
々
の
歴
史
理
論
の
う
ち
に
世
代
の
概
念
が
一
の
原
理
的
な
も
の
と
し
て
導
き
入

れ
ら
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
こ
と
は
偶
然
で
は
な
か
ろ
う
。
我
々
は
最
近
ド
イ
ツ
の
文
学
史
家
の
間
に
於
い
て
著

し
く
こ
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
代
表
的
理
論
家
と
し
て
ユ
リ
ウ
ス
・
ペ
ー
テ
ル
セ
ン
な
ど
の
名

が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ペ
ー
テ
ル
セ
ン
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
単
に
文
学
に
関
す
る
科
学
ば
か
り

で
な
く
、
人
間
及
び
彼
の
生
産
物
に
就
い
て
の
一
切
の
科
学
は
、
何
等
か
の
仕
方
で
世
代
の
問
題
に
関
係
す
る
の

で
あ
る
。
今
日
ド
イ
ツ
の
学
界
に
於
け
る
或
る
意
味
で
の
流
行
児
た
る
カ
ー
ル
・
マ
ン
ハ
イ
ム
の
如
き
も
、
こ
の

問
題
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。

世
代
の
概
念
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
も
と
自
然
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
そ
れ
は
個
々
の
家
族
の

系
列
の
内
部
に
於
け
る
生
殖
の
序
列
の
う
ち
か
ら
由
来
す
る
。
父
と
子
と
の
間
の
年
齢
の
相
違
に
於
い
て
規
則
的

に
観
察
さ
れ
る
時
間
の
幅
が
世
代
の
概
念
を
形
作
る
。
既
に
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
家
ヘ
ロ
ド
ト
ス
は
、
エ
ジ
プ
ト
の

僧
侶
に
よ
っ
て
、
三
世
代
が
丁
度
一
世
紀
を
な
す
と
い
う
こ
と
を
教
え
ら
れ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
そ
の
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よ
う
な
年
齢
の
相
違
は
平
均
三
十
三
年
三
分
の
一
に
当
る
わ
け
で
あ
る
。
然
る
に
グ
ス
タ
フ
・
リ
ュ
メ
リ
ン
は『
世

代
の
概
念
及
び
期
幅
に
就
い
て
』（
一
八
七
五
年
）
統
計
的
研
究
を
遂
げ
、
こ
の
よ
う
な
平
均
は
時
代
及
び
民
族

に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
お
り
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
三
十
二
年
か
ら
三
十
九
年
（
当

時
の
ド
イ
ツ
で
は
三
十
六
年
二
分
の
一
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
三
十
五
年
二
分
の
一
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
三
十
四
年
二
分

の
一
）
の
間
に
あ
り
、
従
っ
て
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
計
算
は
、
彼
の
時
代
に
と
っ
て
は
正
し
か
っ
た
と
し
て
も
、
決
し

て
不
変
な
、
一
般
的
に
妥
当
す
る
時
間
の
幅
を
示
す
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
。

一
世
紀
を
三
世
代
と
す
る
こ
と
は
、
こ
の
よ
う
に
統
計
的
に
必
ず
し
も
正
確
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は

歴
史
的
協
働
の
事
実
を
現
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
人
類
に
於
け
る
世
代
の
継
起
に
あ
っ
て
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
力
説

し
た
如
く
、
或
る
種
の
動
物
に
見
ら
れ
る
の
と
は
異
な
り
、
親
の
死
が
子
供
の
誕
生
を
初
め
て
可
能
に
す
る
の
で

は
な
く
、
却
っ
て
親
と
子
供
と
は
同
じ
時
に
重
な
り
合
っ
て
生
活
す
る
。
従
っ
て
一
世
紀
は
事
実
上
五
世
代
を
含

ん
で
い
る
。
単
に
両
親
の
み
で
な
く
、
祖
父
母
も
ま
た
、
彼
等
の
あ
ら
ゆ
る
生
活
経
験
を
子
孫
に
伝
え
得
る
の
で

あ
る
。
そ
こ
で
一
世
代
を
三
分
の
一
世
紀
と
見
做
そ
う
と
す
る
人
々
は
、
自
分
の
主
張
を
、
個
々
の
人
間
の
「
生

活
活
動
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
生
活
活
動
は
、
一
世
紀
の
う
ち
に
含
ま
れ

る
五
世
代
の
う
ち
唯
三
世
代
に
の
み
属
す
る
。人
間
の
歴
史
的
活
動
は
平
均
的
に
見
て
三
十
歳
を
も
っ
て
始
ま
り
、
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六
十
歳
と
七
十
歳
と
の
間
に
終
る
。
そ
れ
だ
か
ら
曽
祖
父
及
び
孫
は
、
祖
父
、
父
、
子
と
同
じ
世
紀
の
う
ち
に
見

出
さ
れ
る
に
し
て
も
、
前
者
は
あ
ま
り
に
老
い
た
る
を
も
っ
て
、
後
者
は
あ
ま
り
に
幼
き
故
に
、
そ
の
生
活
活
動

は
こ
の
世
紀
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。

有
名
な
歴
史
家
ラ
ン
ケ
の
弟
子
オ
ト
カ
ル
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
、
か
く
の
如
き
家
族
系
図
学
的
年
数
計
算
の
基
礎

の
上
に
、『
歴
史
的
時
代
の
自
然
的
体
系
』（
一
八
八
六
年
）
を
建
て
よ
う
と
企
て
た
。
彼
に
従
え
ば
、
父
か
ら
孫

に
至
る
三
世
代
は
つ
ね
に
相
互
の
直
接
的
な
影
響
の
聯
関
に
立
ち
、
そ
の
う
ち
中
間
に
位
す
る
者
に
い
つ
で
も
、

彼
が
親
か
ら
継
い
だ
も
の
を
子
供
に
伝
え
、
そ
し
て
そ
こ
に
何
か
排
除
す
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
子
供
か
ら

遠
ざ
け
る
と
い
う
任
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
歴
史
的
意
味
に
於
け
る
三
世
代
の
平
均
期
間
を
百
年
と
し
て

計
上
し
、
か
の
世
紀
な
る
概
念
の
有
す
る
意
味
は
、
そ
れ
が
原
本
的
な
「
三
世
代
の
法
則
」
に
も
と
づ
く
或
る
精

神
的
歴
史
的
統
一
を
現
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
と
し
た
。
著
名
な
家
族
即
ち
君
王
家
の
歴
史
の
う
ち
に

こ
の
法
則
が
明
瞭
に
認
め
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
的
な
観
念
及
び
思
想
の
伝
播
若
く
は
後
退
に
於
い
て
も

同
じ
法
則
が
見
ら
れ
得
る
、
と
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
考
え
た
。
従
っ
て
世
紀
は
「
一
切
の
歴
史
的
現
象
の
客
観
的
に
基

礎
付
け
ら
れ
た
時
間
単
位
」
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
歴
史
的
諸
事
件
の
長
い
系
列
に
と
っ
て
は
世
紀
は
あ
ま
り
に
小

さ
い
単
位
で
あ
る
。
そ
れ
で
彼
は
次
に
高
い
単
位
と
し
て
、
丁
度
一
世
紀
が
三
世
代
か
ら
成
る
よ
う
に
、
三
世
紀
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即
ち
三
百
年
を
と
り
、
更
に
三
世
紀
の
三
倍
を
と
っ
た
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
彼
の
三
百
年
単
位
説
の
支
持
を
ド
イ
ツ

の
文
学
史
に
於
い
て
、
換
言
す
れ
ば
、
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
（
一
八
八
三
年
）
の
波
動
説
の
う
ち
に
見

出
し
得
る
と
信
じ
た
。
こ
の
人
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
文
学
史
は
三
百
年
目
の
興
隆
と
三
百
年
目
の
衰
微
と
の
間
を

往
復
し
て
お
り
、
か
く
て
六
百
年
、
千
二
百
年
、
千
八
百
年
の
三
つ
の
最
高
頂
を
経
験
し
た
。

然
る
に
世
代
の
概
念
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
新
奇
な
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
普
通

の
歴
史
の
見
方
に
絶
え
ず
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
国
家
の
統
治
者
の
家
系
に
従
っ
て
の
歴
史
叙
述

は
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
我
々
は
ま
た
ペ
リ
ク
レ
ス
時
代
の
ア
テ
ン
、
ア
ウ
グ
ス
ト
ゥ
ス
時
代

の
ロ
ー
マ
、
フ
ロ
レ
ン
ス
に
於
け
る
メ
デ
ィ
チ
家
時
代
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
時
代
、
ル
イ
十
四
世
時
代
な
ど
と
い
う
言

葉
を
始
終
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
如
く
、
世
代
概
念
の
特
色
は
、
そ
れ
が
自
然
的
時
間
の
概
念
で
あ
り
な
が
ら
、
歴
史
的
活
動
の
主

体
と
し
て
の
人
間
そ
の
も
の
に
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
彼
の
所
謂
「
三
世
代
の
法
則
」

を
「
一
の
人
間
的
自
然
に
内
在
す
る
原
理
」
と
呼
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
世
代
理
論
の
主
張
者
は
か
か
る
自
然
的

時
間
を
直
ち
に
歴
史
的
時
間
の
位
置
に
引
き
上
げ
、
そ
こ
に
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
現
象
の
時
代
区
分
の
原
理
を
求
め

よ
う
と
す
る
。
こ
の
場
合
世
代
は
、
地
球
の
公
転
の
一
年
の
如
く
、
歴
史
的
時
間
測
定
の
一
の
外
的
な
単
位
に
と
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ど
ま
る
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
本
質
的
に
時
代
区
分
を
形
作
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に

こ
の
こ
と
が
あ
る
の
は
、そ
の
と
き
人
間
は
も
は
や
単
に
歴
史
的
活
動
の
基
体
と
し
て
の
自
然
と
し
て
で
は
な
く
、

歴
史
的
活
動
そ
の
も
の
、
歴
史
そ
の
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
例
え
ば
文
化
の
蓄

積
及
び
伝
承
な
ど
い
う
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
如
き
も
一

世
代
を
も
っ
て
歴
史
的
時
間
を
刻
む
こ
と
を
せ
ず
、
か
の
所
謂
三
世
代
の
法
則
を
立
て
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
世
代
の
概
念
は
次
第
に
精
神
科
学
的
意
味
の
も
の
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
今
日
文

学
史
家
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
て
い
る
の
は
そ
れ
の
か
く
の
如
き
意
味
で
あ
る
。
既
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
の
方
向
を

と
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
世
代
の
概
念
を
精
神
科
学
の
方
法
概
念
と
し
て
導
き
入
れ
、
そ
れ
を
彼
の
『
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
伝
』（
一
八
七
〇
年
）
に
於
い
て
巧
に
使
用
し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
世
代
と
は
「
諸
個
人
の
同
時

性
の
関
係
」
で
あ
る
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
兄
弟
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
フ
ォ
ン
・
フ
ム

ボ
ル
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
テ
ィ
ー
ク
、
シ
ェ
リ
ン
グ
な
ど
が
こ
の
よ
う
な
一
つ

の
世
代
を
形
作
っ
て
い
る
。
固
よ
り
デ
ィ
ル
タ
イ
も
約
三
十
年
を
包
括
す
る
自
然
的
時
間
と
し
て
の
世
代
を
考
え

た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
彼
に
於
い
て
「
精
神
的
運
動
の
過
程
の
足
場
」
と
見
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
世
代
の
世
代
た
る
所
以
は
、
そ
れ
が
自
然
的
時
間
の
刻
み
を
現
す
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
従
っ
て
歴
史
理
論
と
し
て
の
世
代
理
論
の
担
う
べ
き
特
徴
は
、
か
く
の
如
き
自
然
的
時
間
の
刻
み
が
本
来

の
歴
史
的
時
間
の
刻
み
と
平
行
し
、
対
応
し
、
調
和
す
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ー
レ
ン
ツ

は
こ
の
こ
と
を
主
張
し
た
。
然
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ト
レ
ル
チ
は
か
の
ウ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
三
百
年
週
期
的
波
動
説
を
も
っ
て
「
全
く
の
カ
バ
ラ
【cabala

】」
で
あ
る
と
批
評
し
去
っ
た
。

若
し
自
然
的
時
間
の
刻
み
と
歴
史
的
時
間
の
刻
み
と
が
対
応
す
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
我
々
の
想

像
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
完
全
に
有
機
的
調
和
を
保
ち
、
均
衡
を
得
た
社
会
に
於
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
両

者
の
間
の
乖
離
が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
社
会
は
愈
々
多
く
均
衡
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
の
間
の
関
係
は
社
会
の
均
衡
不
均
衡
の
ひ
と
つ
の
標
準
を
示
さ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

三

こ
こ
に
於
い
て
我
々
は
世
代
理
論
の
史
観
と
し
て
の
特
質
を
見
究
め
よ
う
と
思
う
。
我
々
は
、
我
々
の
方
法
に

従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
理
論
の
歴
史
的
起
原
を
突
き
と
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
た
め
の
手
懸
を
得
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。
さ
て
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
権
威
に
従
え
ば
、
彼
の
師
ラ
ン
ケ
が
こ
の
思
想
を
暗
示
し
た
と
云
う
。
ラ
ン
ケ

は
そ
の
『
ロ
マ
ン
的
・
ゲ
ル
マ
ン
的
諸
民
族
の
歴
史
』
の
改
訂
（
一
八
七
四
年
）
に
際
し
、
多
く
引
用
さ
れ
る
次
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の
文
章
を
附
け
加
え
た
。「
恐
ら
く
一
般
に
、
諸
世
代
を
ば
、
能
う
限
り
、
そ
れ
が
世
界
史
の
舞
台
に
於
い
て
互

い
に
一
体
と
な
り
且
つ
互
い
に
区
別
さ
れ
る
有
様
に
従
っ
て
、
順
次
に
配
置
す
る
と
い
う
こ
と
が
課
題
で
あ
る
で

あ
ろ
う
。
ひ
と
は
そ
れ
ら
諸
世
代
の
各
々
を
完
全
に
公
平
に
取
扱
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
、
ひ
と
は
そ
の
時
々

に
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
最
も
密
接
な
関
係
を
も
ち
且
つ
そ
の
諸
対
立
に
於
い
て
世
界
発
展
が
更
に
進
展
す
る
と
こ
ろ

の
最
も
光
輝
あ
る
諸
形
態
の
系
列
を
叙
述
し
得
る
で
あ
ろ
う
、
そ
の
と
き
諸
事
件
は
そ
れ
の
本
性
に
相
応
す
る
。」

な
お
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
伝
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
ラ
ン
ケ
は
世
代
の
概
念
の
も
と
に
「
人
間
一
代
の
う
ち
に
は
た
ら
け

る
或
る
一
定
の
理
念
に
対
す
る
表
現
」
を
理
解
し
た
。
と
こ
ろ
で
ラ
ン
ケ
を
も
含
め
て
の
広
義
に
於
け
る
所
謂
ド

イ
ツ
歴
史
学
派
の
特
色
を
な
し
た
も
の
は
、
一
般
に
、
有
機
体
説
的
な
歴
史
理
論
で
あ
る
。
こ
の
学
派
は
そ
の
最

初
の
形
而
上
学
的
傾
向
か
ら
次
第
に
実
証
主
義
的
方
向
に
進
ん
で
行
っ
た
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
そ
の
有
機
体
説
も

最
初
の
形
而
上
学
的
意
味
の
も
の
か
ら
実
証
主
義
的
意
味
の
も
の
に
変
化
し
た
。
こ
の
と
き
人
間
的
有
機
的
生
命

が
そ
の
歴
史
理
論
の
基
礎
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
最
も
自
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
、
こ
の

過
程
に
於
い
て
か
の
民
族
精
神
な
る
理
念
は
世
代
の
概
念
に
よ
っ
て
代
ら
れ
た
。
か
く
し
て
世
代
の
概
念
を
特
色

付
け
る
も
の
は
、
有
機
体
説
的
歴
史
の
理
論
と
実
証
主
義
と
の
混
合
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
ロ
ー
レ
ン
ツ

の
如
き
は
ラ
ン
ケ
的
な
、
歴
史
を
支
配
す
る
理
念
と
い
う
思
想
を
全
く
棄
て
去
っ
て
い
な
い
に
拘
ら
ず
そ
の
世
代
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の
理
論
を
生
理
学
上
の
遺
伝
説
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
世
代
理
論
は
、
そ
の
実
証
主
義
的
意
図
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
有
機
体
説
的
な
理
論
に
制
約
さ
れ
て
、
歴

史
学
に
法
則
科
学
的
意
味
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
こ
れ
を
寧
ろ
形
態
学
的
に
見
る
の
ほ
か
な
い
。
従
っ
て

そ
こ
で
は
一
般
に
型
式
、
即
ち
テ
ュ
プ
ス
【Typus

】、
シ
ュ
テ
ィ
ル
【Stil

】
の
如
き
概
念
が
歴
史
学
の
中
心
概
念

と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
全
く
ペ
ー
テ
ル
セ
ン
な
ど
の
明
ら
さ
ま
に
主
張
し
て
い
る
通
り
で
あ

る
。
然
る
に
ロ
ー
レ
ン
ツ
は
彼
の
世
代
理
論
を
も
っ
て
歴
史
学
の
本
来
の
意
味
に
於
け
る
「
将
来
理
論
」
で
あ
る

と
主
張
し
た
。
同
じ
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
の
人
ジ
ュ
ス
タ
ン
・
ド
ロ
メ
ル
は
そ
の
『
諸
革
命
の
法
則
』（
一
八
六
一
年
）

に
於
い
て
将
来
に
対
す
る
科
学
的
見
透
し
を
与
え
る
こ
と
を
公
言
し
た
の
で
あ
る
。
ド
ロ
メ
ル
に
よ
れ
ば
、
民
主

主
義
の
社
会
に
あ
っ
て
は
市
民
の
政
治
的
活
動
は
平
均
四
十
年
問
に
亙
る
が
、
こ
の
活
動
の
初
期
は
前
世
代
の
人

間
が
な
お
生
存
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
末
期
は
自
分
自
身
の
世
代
の
人
間
が
既
に
死
滅
し
つ
つ
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
共
に
制
限
を
受
け
る
。
そ
こ
で
各
世
代
は
唯
約
十
五
年
の
間
投
票
に
於
け
る
多
数
を
制
す
る
こ
と

が
出
来
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
家
の
運
命
を
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
法
則
は
フ
ラ
ン
ス
に
於
い
て
諸
変
革

が
一
七
八
九
、一
八
〇
〇
、一
八
一
五
、一
八
三
〇
、一
八
四
八
の
年
々
に
起
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る

と
云
う
の
で
あ
る
。
今
か
り
に
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
三
世
代
の
法
則
、
或
い
は
ド
ロ
メ
ル
の
十
五
年
説
―
―
こ
の
場
合
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に
は
な
お
社
会
が
凡
て
の
時
代
に
於
い
て
民
主
主
義
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
勘
定
に
入
れ
な
い
で

―
―
事
実
に
適
合
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
等
本
来
の
意
味
に
於
け
る
法
則
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
高
々
歴
史
が
週
期
的
に
、
波
動
的
に
進
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
記
述
的
に
表
す
の
み
で
あ
っ
て
、
か
か
る
変
化

の
内
容
が
具
体
的
に
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
教
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
寧
ろ
我
々
は
世
代
理

論
の
特
徴
を
そ
の
有
機
体
説
的
理
論
の
方
向
に
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
代
理
論
は

ま
さ
に
美
的
な
、
観
想
的
な
歴
史
観
に
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
今
日
特
に
文
学
史
家
に
よ
っ
て
宣
伝
さ
れ

て
い
る
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ま
こ
と
に
世
代
理
論
は
美
的
な
、
観
想
的
な
史
観
を
背
景
と
し
て
い
る
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
史
観
に
於
い
て

表
現
さ
れ
る
事
実
的
時
間
に
あ
っ
て
は
、
現
在
は
未
来
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ず
、
却
っ
て
現
在
は
過
去
を
媒
介
と

し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
事
実
的
時
間
は
自
然
的
時
間
と
歴
史
的
時
間
と
の
間
に
あ
っ
て
前
者
に

優
位
を
指
定
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
美
的
な
、
観
想
的
な
世
界
観
を
最
も
模
範
的
に
展
開
し
た
ギ
リ
シ
ア
思
想
が

そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
天
体
的
自
然
の
時
間
に
象
っ
て
歴
史
的
時
間
が
理
解
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
近
代

の
世
代
理
論
は
人
間
的
有
機
的
自
然
に
従
っ
て
歴
史
的
時
間
を
把
握
す
る
。
こ
れ
と
は
反
対
に
未
来
を
媒
介
と
し

て
現
在
を
捉
え
る
実
践
的
態
度
は
つ
ね
に
歴
史
的
時
間
の
独
自
性
を
認
め
る
で
あ
ろ
う
。
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歴
史
的
時
間
と
自
然
的
時
間
と
の
関
係
に
就
い
て
は
な
お
種
々
な
る
問
題
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

は
古
代
史
は
円
環
行
程
の
体
系
を
な
し
、
近
代
史
は
無
限
な
る
前
進
の
体
系
を
な
す
と
云
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

近
代
の
歴
史
的
発
展
に
於
い
て
歴
史
的
時
間
が
自
然
的
時
間
に
対
し
て
次
第
に
そ
の
独
立
性
を
増
大
し
て
来
た
こ

と
を
意
味
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
人
間
の
自
然
に
対
す
る
は
た
ら
き
か
け
が
漸
次
に
深
刻
に
な
り
、
拡
張
さ
れ
て
来

た
こ
と
を
示
す
も
の
と
も
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
然
し
そ
れ
と
共
に
か
く
の
如
き
両
者
の
間
の
乖
離
を
再
び

克
服
す
る
こ
と
が
我
々
に
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
我
々
は
上
に
於
い
て
主
と
し

て
事
実
的
時
間
が
他
の
時
間
を
規
定
す
る
方
面
を
述
べ
た
。
事
実
的
時
間
は
か
く
の
如
く
決
定
的
な
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
な
お
他
の
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
を
も
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
及
び
そ
の
他
の
問
題

に
就
い
て
は
今
後
十
分
に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
に
か
く
時
間
に
関
す
る
従
来
の
あ
ま
り
に
単
純
な
考
え
方

に
対
し
て
こ
の
小
論
が
若
干
の
反
省
を
喚
び
起
す
機
会
と
も
な
れ
ば
幸
で
あ
る
。
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か

ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か	
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今
日
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
於
て
も
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
雰
囲
気
が
醸
し
出
さ
れ
た
程
度
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
極
め
て
特
徴
あ
る
、
我
々
の
関
心
を
十
分
に
要
求
す
る
現
象
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
な
お

雰
囲
気
た
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
雰
囲
気
が
今
後
真
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
凝
結
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
さ
え

な
お
研
究
問
題
の
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
甚
だ
重
要
な
研
究
問
題
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
今

日
我
々
の
間
で
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
が
恰
も
既
定
の
事
実
で
あ
る
か
の
如
く
あ
ま
り
容
易
に
信
ぜ
ら
れ
て
い
る
有
様
に

鑑
み
て
、
そ
れ
が
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
雰
囲
気
の
醸
成
の
程
度
を
多
く
出
て
い
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
の
は
必
要

で
あ
る
と
思
う
。
現
在
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
い
う
こ
と
は
、
与
え
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
を
願

う
者
に
と
っ
て
の
課
題
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

試
み
に
今
日
ド
イ
ツ
に
於
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
一
瞥
し
て
み
よ
う
。
こ
の
と
き
み
ず
か
ら

新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
と
名
乗
っ
て
い
る
の
は
ク
ロ
ー
ナ
ー
、
ビ
ン
ダ
ー
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
な
ど
に
過
ぎ
な
い
。
し

か
も
こ
れ
ら
の
人
々
は
多
く
新
カ
ン
ト
主
義
か
ら
転
向
し
て
来
た
。
そ
し
て
彼
等
の
哲
学
者
と
し
て
の
存
在
が
嘗
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て
の
勝
れ
た
新
カ
ン
ト
主
義
者
た
ち
に
比
し
て
若
干
み
す
ぼ
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
争
わ
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
や
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
は
、
コ
ー
ヘ
ン
、
ナ
ト
ル
プ
の
新
カ
ン
ト
学
派
に
属
し
た
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
及
び
ハ
ル
ト
マ
ン
の
最
近
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
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
ヘ
ー
ゲ
ル
の
再
興
を
認
め
る
。
た
し
か
に
、
現

代
の
哲
学
の
主
要
な
る
潮
流
を
な
す
新
カ
ン
ト
学
派
、
生
の
哲
学
、
現
象
学
な
ど
の
最
近
の
傾
向
の
う
ち
に
は
著

し
く
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
時
と
し
て
は
、
公
然
と
名
乗
ら
れ
た
新
ヘ
ー

ゲ
ル
主
義
よ
り
も
寧
ろ
こ
れ
ら
の
も
の
を
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
称
し
た
い
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
よ
り
決
し

て
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
事
実
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
ら
が
な
お
み
ず
か
ら
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
を
欲
し

な
い
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
ま
た
過
小
視
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
根
本
的
な
対
立
も
あ
る
。
あ
る
も
の
は
一
般
的

に
云
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
雰
囲
気
で
あ
る
。

こ
の
一
般
的
な
ヘ
ー
ゲ
ル
雰
囲
気
を
種
々
な
る
も
の
が
特
徴
付
け
て
い
る
。
二
元
的
な
世
界
観
に
対
す
る
一
元

的
な
世
界
観
、
当
為
の
思
想
に
対
す
る
具
体
的
な
価
値
の
思
想
、
認
識
論
的
傾
向
に
対
す
る
存
在
論
的
傾
向
、
形

而
上
学
へ
の
要
求
、
分
離
的
抽
象
的
思
惟
に
対
す
る
弁
証
法
的
全
体
的
思
惟
、
等
々
。
こ
の
よ
う
に
数
え
て
来
る

と
き
、
最
近
の
哲
学
の
諸
傾
向
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
真
の
ヘ
ー
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か

ゲ
ル
復
興
へ
の
決
心
は
固
め
ら
れ
、
決
定
的
な
歩
み
は
既
に
踏
み
出
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
数
年
間
に
於
て
ヘ
ー
ゲ
ル
研
究
の
文
献
は
著
し
く
改
善
さ
れ
、
豊
富
に
さ
れ
た
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
、
ハ
ル
ト

マ
ン
、
ヘ
ー
リ
ン
グ
等
の
労
作
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
を
も
ち
、
い
ず
れ
も
功
績
が
あ
る
。
文
献
的
研
究
は
真
の

ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
へ
の
最
初
の
段
階
と
も
見
ら
れ
得
る
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
の
『
カ
ン
ト
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
』
は
今
日
、

嘗
て
ク
ー
ノ
ー
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
の
『
カ
ン
ト
』
が
カ
ン
ト
復
興
に
対
し
て
も
っ
た
と
同
じ
意
味
を
ヘ
ー
ゲ
ル
復

興
に
対
し
て
も
つ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
我
々
が
新
カ
ン
ト
学
派
の
発
展
の
歴
史
を
想
い
起
す
こ
と
は
無
駄
で
は
な
か
ろ
う
。
新
カ
ン
ト
主
義
は

カ
ン
ト
雰
囲
気
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
の
立
派
な
体
系
を
建
設
し
た
。
と
こ
ろ
で
そ
の
勝
れ
た
体
系

家
た
ち
は
何
よ
り
も
カ
ン
ト
の
方
法
に
注
目
し
た
。
彼
等
は
カ
ン
ト
の
批
判
的
方
法
に
絶
対
の
価
値
を
認
め
、
心

理
的
方
法
、
形
而
上
学
的
方
法
―
―
彼
等
に
よ
れ
ば
、
弁
証
法
は
一
の
形
而
上
学
的
方
法
た
る
に
過
ぎ
な
い
―
―

等
、
一
切
の
他
の
方
法
を
最
も
力
強
く
排
斥
し
た
。
批
判
的
方
法
の
純
化
と
徹
底
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
彼
等
の
哲

学
的
努
力
の
第
一
の
目
標
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
よ
り
も
方
法
の
問
題
に
集
中
さ
れ
た
目
的
意
識
的
な
活
動
に

よ
っ
て
、
彼
等
は
カ
ン
ト
を
真
に
復
興
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
二

つ
の
主
な
る
学
派
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
及
び
バ
ー
デ
ン
学
派
に
於
て
何
等
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
れ
は
ヘ
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ー
ゲ
ル
復
興
に
と
っ
て
も
教
訓
と
な
り
得
る
事
実
で
あ
る
。

然
る
に
今
日
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
た
ち
に
於
て
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
、
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
そ

こ
に
寧
ろ
反
対
の
現
象
を
見
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
方
法
は
云
う
ま
で
も
な
く
そ
の
弁
証
法
で
あ
る
。
彼
等

は
弁
証
法
を
唯
一
の
学
問
的
な
方
法
と
し
て
主
張
し
、
他
の
凡
て
の
方
法
を
排
斥
し
て
、
弁
証
法
の
徹
底
と
純
化

と
に
努
力
を
傾
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
ク
ロ
ー
ナ
ー
に
よ
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
ナ
ー
も
非
合
理
性
の
問
題
を
も
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
へ
逃
げ
込
む
。
彼
に
従
え
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲

学
は
弁
証
法
以
上
の
何
か
或
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
批
判
的
方
法
で
も
な
く
弁
証
法
で
も
な
く
、「
第
三

の
方
法
」
を
感
ず
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
彼
も
知
ら
な
い
。
ハ
ル
ト
マ
ン
の
如
き
も
、
弁
証
法
は

決
し
て
共
同
の
財
産
と
な
り
得
る
も
の
で
な
く
、
或
る
「
天
才
的
な
も
の
」
で
あ
る
、
と
云
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
彼
等
に
於
て
は
、
弁
証
法
な
る
も
の
は
要
す
る
に
、
グ
ロ
ッ
ク
ナ
ー
の
語
を
用
い
れ
ば
、
単

に
「
具
体
的
思
惟
」
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
し
か
意
味
し
な
い
。
従
っ
て
「
物
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
現
象
学
に
於

け
る
標
語
も
、
生
へ
の
接
近
を
高
調
す
る
生
の
哲
学
も
、
直
観
主
義
の
哲
学
で
さ
え
も
、
凡
て
彼
等
に
と
っ
て
は

ヘ
ー
ゲ
ル
的
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
だ
か
ら
彼
等
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
カ
ン
ト
を
批
評
し
た
鋭
さ

も
、
シ
ェ
リ
ン
グ
を
攻
撃
し
た
闘
志
も
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
か
ら
学
問
的
思
惟
へ
移
ろ
う
と
し
た
苦
心
も
欠
け
て
い



二
一
九

ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か

る
。
か
く
て
今
日
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
は
ヘ
ー
ゲ
ル
雰
囲
気
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
弁
証
法
は
た

し
か
に
「
具
体
的
思
惟
」
で
あ
る
。
然
し
具
体
的
と
い
う
こ
と
は
弁
証
法
に
於
て
は
特
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

弁
証
法
は
な
る
ほ
ど
主
観
的
な
見
方
を
排
し
て
「
物
そ
の
も
の
へ
」
接
近
す
る
方
法
で
あ
る
。
然
し
物
そ
の
も
の

が
特
定
の
運
動
形
態
を
も
つ
と
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
弁
証
法
は
あ
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
弁
証
法
を
も
っ
て

唯
一
の
哲
学
的
な
方
法
と
見
做
し
た
。
弁
証
法
の
純
化
と
徹
底
と
を
第
一
の
目
標
と
し
て
努
力
す
る
の
で
な
け
れ

ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
雰
囲
気
は
真
の
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
凝
結
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
新
ヘ
ー
ゲ

ル
主
義
も
自
己
の
体
系
を
建
設
す
る
ま
で
に
発
展
す
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。

新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
か
く
の
如
き
状
態
は
一
面
に
於
て
、
新
カ
ン
ト
学
派
が
あ
ま
り
に
方
法
の
問
題
を
や
か
ま

し
く
云
い
、
そ
の
結
果
抽
象
的
、
形
式
的
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
反
動
と
も
見
ら
れ
得
る
。
哲
学
は
今

日
、
そ
の
方
法
に
つ
い
て
厳
密
に
研
究
す
る
こ
と
よ
り
も
存
在
の
一
片
を
掴
む
こ
と
に
一
層
多
く
の
興
味
を
感
じ

て
い
る
。
然
し
な
が
ら
方
法
に
よ
ら
ず
し
て
存
在
は
有
意
味
に
把
握
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
は
乞
食
袋
で

は
な
い
。「
乞
食
の
自
慢
」
が
哲
学
者
の
自
慢
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。「
重
要
な
の
は
生
命
な
き
小
骨
片
で
は

な
く
し
て
生
け
る
生
命
で
あ
る
。」

そ
れ
と
も
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
の
こ
の
よ
う
な
状
態
は
、
丁
度
四
十
年
前
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
六
十
年
忌
に
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際
し
て
予
言
し
た
こ
と
の
実
現
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
次
の
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
教
養
あ
る
ブ
ル

ジ
ョ
ワ
は
や
が
て
や
む
を
得
ず
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
研
究
を
始
め
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
ヘ
ー
ゲ
ル
は
彼
等
の
間
で
は

決
し
て
再
興
し
な
い
、
な
ぜ
な
ら
弁
証
法
は
そ
の
本
質
に
於
て
批
判
的
で
あ
り
、
革
命
的
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
次
の
こ
と
だ
け
は
云
わ
れ
得
る
。
今
や
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
関
心
は
到
る
処
に
於
て
著
し
く
増

大
し
た
。
と
こ
ろ
で
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
者
は
弁
証
法
の
純
化
と
徹
底
と
を
第
一
の
目
標
と
す
る
こ
と
な
く
、
却
っ

て
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
傾
向
の
う
ち
に
何
等
か
の
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
も
の
を
見
出
す
。
そ
れ
と
は
反
対
に
マ
ル
ク
ス
主

義
者
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
け
る
唯
一
の
学
問
的
遺
産
を
弁
証
法
と
考
え
、
そ
の
方
向
が
正
し
い
に
せ
よ
、
正
し
く
な

い
に
せ
よ
、
こ
れ
の
純
化
と
徹
底
と
に
最
大
の
努
力
を
向
け
て
い
る
。

然
し
ひ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
内
容
的
方
面
に
つ
い
て
は
如
何
か
、
と
問
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
は
マ
ル
ク

ス
主
義
の
場
合
は
云
う
に
及
ば
ず
、
他
の
諸
哲
学
に
関
し
て
も
、
一
般
に
否
定
的
に
、
こ
の
方
面
に
於
て
は
現
在

の
と
こ
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
の
傾
向
は
な
お
認
め
ら
れ
な
い
、
と
答
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
内
容
的
に
云
え
ば
、
今

日
人
々
の
関
心
を
喚
び
起
し
て
い
る
の
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
ニ
ー
チ
ェ
、
ま
た
或
る
意
味
で
は
寧
ろ
カ
ン
ト
で

あ
っ
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
ド
イ
ツ
に
於
け
る
現
在
流
行
の
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
関
心
し
た

客
観
的
な
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
問
題
に
対
し
て
よ
り
も
、
人
格
的
な
る
心
性
の
問
題
、
内
面
性
の
問
題
に
対
し
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ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か

て
一
層
大
な
る
興
味
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
体
系
的
内
容
を
排
斥
し

た
マ
ル
ク
ス
主
義
が
却
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
と
同
じ
方
面
に
関
心
し
て
い
る
と
云
わ
れ
得
る
。

ど
の
よ
う
な
文
化
も
内
容
的
要
素
と
形
式
的
要
素
と
を
も
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
に
於
て
伝
承
さ
れ
る
の

は
主
と
し
て
そ
の
形
式
的
方
面
で
あ
る
。伝
統
主
義
が
形
式
主
義
で
あ
る
と
い
う
の
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ひ
と
つ
の
時
代
に
於
て
或
る
新
し
い
生
活
内
容
が
根
源
的
な
力
に
み
ち
て
現
れ
る
と
き
、
最
初
な
お
自
己
を
表
現

す
べ
き
自
己
自
身
の
形
式
を
自
覚
さ
れ
た
姿
で
も
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
固
よ
り
自
己
自
身
の
形
式
を
内
在
せ
し

め
て
お
り
、
や
が
て
は
か
か
る
内
容
に
内
在
的
な
形
式
を
発
展
せ
し
め
る
に
至
る
。
然
し
な
が
ら
そ
れ
は
先
ず
歴

史
に
学
び
、
歴
史
に
伝
承
さ
れ
た
形
式
の
或
る
も
の
を
取
っ
て
来
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
立
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
の
よ
う
な
段
階
を
経
る
こ
と
な
し
に
は
、
新
し
い
内
容
は
自
己
自
身
の
形
式
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
も

出
来
な
い
。
こ
れ
は
芸
術
の
場
合
な
ど
に
於
て
屡
々
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
日
哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
場
合
と

は
異
な
る
新
し
い
内
容
を
問
題
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
な
お
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
弁
証
法
の
純
化
と
発
展
の
ほ
か
あ
り
得
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
に
形
式
的

要
素
と
一
般
的
に
云
わ
れ
た
も
の
は
、
学
問
に
於
て
は
そ
れ
の
方
法
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代	
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】

今
日
ド
イ
ツ
思
想
界
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
を
代
表
す
る
名
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
る
。
ひ
と
は
好
ん
で

ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
就
い
て
語
る
。
然
し
な
が
ら
現
実
の
精
神
生
活
に
交
渉
す
る
深
さ
に
於
て
、
今
日
ヘ
ー
ゲ
ル
は

到
底
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
及
ば
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
い
ま
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
名
に
結
び
付
く
も
の
と
し
て
、

我
々
は
一
方
で
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
を
、
他
方
で
は
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
な
ど
の
神
学
を
挙
げ
る
こ
と
が

出
来
る
。
こ
れ
ら
の
思
想
傾
向
が
現
代
に
対
し
て
も
つ
内
的
関
係
は
、
か
の
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
な
る
も
の
の
比
す

べ
く
も
な
く
重
大
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

先
ず
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
就
い
て
云
え
ば
、
彼
の
哲
学
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
聯
関
は
決
し
て
見
逃
さ
れ
得
な

い
。
寧
ろ
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
次
の
言
葉
が
恐
ら
く
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
意
図
を
適
切
に
現
す
も
の
と
し
て

引
用
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
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

に
反
し
、
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
を
離
れ
て
純
粋
な
人
間
に
眼
を
向
け
る
。
主
観
的
思
想
家
は
抽
象
的
な
人
間
存
在
を
具
体
的
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代

な
も
の
の
う
ち
か
ら
理
解
す
る
。」

蓋
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
現
存
在
の
哲
学
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
現
存
在
と
は
彼
に
於
て
人
間
を
意
味
す

る
。
し
か
も
そ
れ
は
本
来
、
何
等
か
の
客
体
的
な
も
の
と
し
て
の
人
間
を
指
す
の
で
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
な
も

の
と
し
て
の
人
間
を
い
う
の
で
あ
る
。
従
来
の
存
在
論
は
凡
て
客
体
的
な
存
在
の
存
在
論
で
あ
り
、
主
体
的
な
も

の
も
そ
こ
で
は
何
等
か
の
仕
方
で
客
体
的
に
把
握
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
真
に
主
体
的
な
存

在
の
存
在
論
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
彼
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
い
う
「
主
観
的
思
想
家
」
に

属
す
る
。

主
体
的
な
も
の
と
云
う
と
き
、
こ
れ
ま
で
の
哲
学
は
何
等
か
「
純
粋
な
人
間
」
を
考
え
て
来
た
。
例
え
ば
コ
ー

ヘ
ン
の
純
粋
思
惟
、
純
粋
感
情
、
純
粋
意
志
の
哲
学
の
如
き
が
そ
う
で
あ
る
。
然
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
現

存
在
は
か
か
る
純
粋
な
人
間
で
な
く
、
却
っ
て
現
実
的
な
人
間
で
あ
り
、
彼
は
具
体
的
な
も
の
か
ら
一
切
の
も
の

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
実
際
、彼
が
現
存
在
の
根
本
的
規
定
と
し
て
示
す
と
こ
ろ
の
「
不
安
」
と
か
「
瞬

間
」と
か
、そ
の
他
多
く
の
重
要
な
概
念
は
、我
々
は
こ
れ
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
う
ち
に
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
他
方
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
根
本
的
な
相
違
も
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ま
た
就
中
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
及
び
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
哲
学
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
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る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
間
に
は
固
よ
り
種
々
な
る
相
違
が
あ
る
に
せ
よ
、
純
粋
に
内
在
の
立
場
を

と
る
点
は
両
者
に
共
通
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
も
ま
た
ど
こ
ま
で
も
内
在
の
立
場
に
と

ど
ま
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
彼
は
有
限
な
現
存
在
の
有
限
性
を
ば
無
限
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
即

ち
超
越
的
な
も
の
と
の
関
係
を
排
去
し
て
、
現
存
在
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
。

こ
の
こ
と
は
彼
の
解
釈
学
的
方
法
と
も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
近
代
の
解
釈
学
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
そ
の

内
在
の
立
場
で
あ
る
。
部
分
は
全
体
か
ら
全
体
は
部
分
か
ら
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
解
釈
学
の
根
本
命
題
は
、
も

と
内
在
の
立
場
を
現
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
理
解
を
も
っ
て
そ
の
根
本
的
な
規
定
と
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

の
現
存
在
は
こ
の
よ
う
な
全
体
と
見
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
反
し
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
思
想
を
特
徴
付
け
る
も
の
は
、
有
限
な
人
間
と
絶
対
者
と
の
間
に
於
け
る
無

限
な
る
緊
張
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
絶
対
的
な
距
離
が
あ
る
。
有
限
な
も
の
と
絶
対
的
な
も
の
と
は
ヘ
ー
ゲ
ル

の
考
え
た
よ
う
に
統
一
を
な
す
の
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
非
連
続
的
で
あ
る
。
彼
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
を
も
っ

て
絶
対
者
を
量
的
に
見
る
も
の
と
な
し
、
自
己
の
性
質
的
弁
証
法
を
こ
れ
に
対
立
せ
し
め
る
。
彼
は
ま
た
ヘ
ー
ゲ

ル
の
弁
証
法
が
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
統
一
す
る
の
に
反
対
し
、
こ
れ
を
美
的
弁
証
法
と
し
て
排

斥
す
る
。
有
限
な
人
間
は
固
よ
り
絶
対
的
な
も
の
を
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
絶
対
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代

者
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
の
ほ
か
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
人
間
の
主
観
性
の
具

体
的
理
解
に
於
て
単
に
内
在
の
立
場
に
立
つ
の
で
な
く
、
彼
は
有
限
な
人
間
を
絶
え
ず
超
越
者
と
の
無
限
な
る
緊

張
の
側
面
か
ら
理
解
す
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
純
粋
に
内
在
の
立
場
に
と
ど
ま
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
存
在
の
根
本
的
規
定
が
有
限
性
で

あ
る
と
云
う
と
き
、
そ
も
そ
も
有
限
性
な
る
も
の
は
絶
対
者
と
の
関
係
を
離
れ
て
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
内
在

の
立
場
を
突
き
破
る
の
で
な
け
れ
ば
、
彼
の
欲
す
る
如
く
、
美
的
で
な
く
倫
理
的
で
あ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
超
越

的
な
も
の
を
認
め
る
と
き
、
解
釈
学
は
弁
証
法
に
転
化
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

弁
証
法
的
神
学
も
ま
た
自
己
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
結
び
付
け
る
。
前
者
は
後
者
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
ん
で

い
る
。
バ
ル
ト
は
そ
の
神
学
が
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
ル
タ
ー
、
カ
ル
ヴ
ィ
ン
、
パ
ウ
ロ
、
エ
レ
ミ
ヤ
の
列
に
つ
ら

な
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
し
て
こ
の
列
に
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
い
な
い
こ
と
を
特
に
注
意
す
る
。
ブ
ル
ン

ナ
ー
の
如
き
も
繰
り
返
し
て
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
を
攻
撃
し
て
い
る
。
何
故
に
彼
等
は「
十
九
世
紀
の
教
父
」

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
を
排
斥
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
於
て
新
し
き
教
父
を
見
出
す
の
で
あ
る
か
。

そ
の
事
情
は
丁
度
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
の
ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
す
る
攻
撃
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
も
ま
た
有
限
者
と
無
限
者
と
の
対
立
を
絶
対
的
と
見
ず
、
且
つ
主
観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
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を
統
一
的
に
考
え
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く
に
し
て
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
は
救
い
難
き
絶
対
的
な
窮
迫
の
う

ち
に
あ
る
と
い
う
人
間
の
現
実
の
状
況
が
蔽
い
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
有
限
者
と
無
限
者
と
の
間
に
絶
対
的
な
距
離

が
な
い
な
ら
ば
、
人
間
は
よ
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
如
く
絶
対
者
を
認
識
し
得
な
い
と
し
て
も
、
シ
ュ
ラ
イ
エ

ル
マ
ッ
ハ
ー
の
説
く
如
く
そ
れ
を
直
観
し
、
体
験
し
得
る
。
然
る
に
か
く
て
は
、
神
の
「
言
葉
」
も
無
駄
と
な
り
、

神
秘
に
対
す
る
「
言
葉
」
の
、
体
験
及
び
認
識
に
対
す
る
「
信
仰
」
の
絶
対
的
な
独
自
性
は
基
礎
付
け
ら
る
べ
く

も
な
い
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
及
び
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
に
属
す
る
。
弁
証
法
的
神
学
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
と

宗
教
改
革
と
が
根
本
的
な
対
立
を
な
す
と
考
え
、
前
者
を
排
し
て
後
者
に
つ
な
が
ろ
う
と
す
る
。
人
間
と
神
、
主

観
的
な
も
の
と
客
観
的
な
も
の
と
を
連
続
的
統
一
的
に
見
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
人
間
学
に
よ
っ
て
は
、
本
来
の
キ

リ
ス
ト
教
的
人
間
学
の
中
心
を
な
す
原
罪
説
の
意
義
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
仕
事
は
も
と
原

罪
を
負
え
る
人
間
の
人
間
学
の
解
明
に
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
的
な
理
性
の
人

間
学
に
対
し
て
そ
の
特
色
を
発
揮
す
る
。
近
世
の
初
め
に
立
つ
文
芸
復
興
と
宗
教
改
革
と
を
対
立
的
に
見
る
な
ら

ば
、
前
者
の
ギ
リ
シ
ア
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
対
し
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
明
ら
か
に
後
者
の
方
向
に
属
す
る
。

今
日
あ
ま
り
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
と
な
っ
た
キ
リ
ス
ト
教
神
学
を
そ
の
本
来
の
基
礎
の
上
に
引
き
戻
そ
う
と
す
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代

る
弁
証
法
的
神
学
が
自
己
を
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
結
び
付
け
る
の
は
偶
然
で
な
い
。
そ
し
て
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
根

本
的
に
美
的
な
立
場
を
克
服
す
る
と
い
う
こ
と
が
今
日
あ
ら
ゆ
る
方
面
に
於
け
る
課
題
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
再
認
識
の
意
義
の
重
大
さ
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
他
方
に
於
て
、カ
ン
ト
が
宗
教
改
革
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
い
起
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ル
タ
ー
の
一
面
に
は
た
し
か
に
カ
ン
ト
に
つ
ら
な
る
も
の
が
あ
る
。
哲
学
史
上
カ
ン
ト
が
初
め
て
如
何
に
し
て
も

客
観
と
は
考
え
ら
れ
な
い
主
観
の
概
念
を
確
立
し
た
。
彼
は
主
観
と
客
観
と
を
ど
こ
ま
で
も
対
立
的
、
二
元
的
に

見
た
。
こ
の
点
に
於
て
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ヘ
ー
ゲ
ル
よ
り
も
カ
ン
ト
に
近
く
立
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
カ
ン
ト

の
自
我
は
理
性
に
ほ
か
な
ら
ず
、
有
限
な
主
観
性
で
は
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
性
質
的
弁
証
法
は
有
限
者
と

絶
対
者
と
の
無
限
な
る
対
立
を
説
き
、
両
者
の
綜
合
を
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
非
難
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
宗

教
的
に
見
れ
ば
、
神
の
愛
の
方
面
を
あ
ま
り
に
無
視
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
反
し
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
は
神
の
絶
対
的
愛
の
弁
証
法
と
し
て
の
意
義
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
の
自
我
哲
学
は
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
な
ど
の

所
謂
ド
イ
ツ
観
念
論
の
諸
体
系
に
ま
で
発
展
し
た
。
こ
の
発
展
に
於
て
重
要
な
こ
と
は
、
哲
学
が
単
に
主
観
的
な

世
界
を
脱
し
て
、
客
観
的
歴
史
的
世
界
の
う
ち
へ
這
入
っ
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
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ハ
ー
は
カ
ン
ト
の
主
観
的
倫
理
学
を
越
え
て
内
容
的
な
価
値
倫
理
学
を
打
ち
建
て
る
に
至
っ
た
。
彼
は
歴
史
的
な

も
の
、
社
会
的
な
も
の
、
文
化
的
な
も
の
の
意
義
を
そ
の
宗
教
哲
学
と
結
合
し
よ
う
と
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
彼

の
最
初
の
体
験
主
義
的
、
神
秘
主
義
的
傾
向
の
克
服
へ
の
道
も
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

弁
証
法
的
神
学
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
こ
の
方
面
の
業
績
を
正
当
に
評
価
し
な
い
。
そ
れ
は
主
と
し
て

彼
の
最
初
の
時
代
の
思
想
を
攻
撃
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
彼
の
成
熟
期
以
後
の
仕
事
の
価
値
を
正
当
に
認
め
る
こ

と
を
知
ら
な
い
と
も
云
わ
れ
得
よ
う
。

弁
証
法
的
神
学
に
は
歴
史
哲
学
、
社
会
哲
学
が
欠
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
歴
史
と
か
、
社
会
と
か
、

乃
至
文
化
と
か
い
う
も
の
の
積
極
的
意
義
を
承
認
し
得
べ
き
立
場
を
含
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如

き
反
歴
史
的
、
反
文
化
的
傾
向
は
弁
証
法
的
神
学
を
し
て
、
そ
れ
が
あ
れ
ほ
ど
攻
撃
す
る
神
秘
主
義
に
自
己
自
身

陥
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
ら
し
め
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
要
す
る
に
「
主
観
的
思
想
家
」

に
終
っ
た
。
彼
が
高
調
し
た
行
為
と
い
う
も
の
も
決
し
て
歴
史
的
、
社
会
的
実
践
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
然
る

に
今
日
我
々
に
は
社
会
と
か
歴
史
と
か
が
ま
さ
に
最
大
の
問
題
と
し
て
か
ぶ
さ
っ
て
来
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、

我
々
は
ま
た
何
等
か
の
仕
方
で
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
如
き
隠
遁
的
立
場
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
人
類
の
思
想
に
初
め
て
「
歴
史
」
の
観
念
を
与
え
た
の
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
思
想
は
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キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代

そ
の
輝
し
さ
に
も
拘
ら
ず
歴
史
の
観
念
を
も
た
な
か
っ
た
。
歴
史
哲
学
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学

に
対
す
る
キ
リ
ス
ト
教
の
特
色
で
あ
っ
た
。
今
や
キ
リ
ス
ト
教
は
こ
の
特
色
を
恥
辱
と
し
て
放
棄
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ブ
ル
ン
ナ
ー
は
信
仰
と
歴
史
的
思
惟
と
は
鋭
い
且
つ
意
識
的
な
対
立
を
な
す
と
云
う
。
歴
史
的
思
惟
は
根
源
的

な
二
元
性
を
否
定
す
る
、
神
と
歴
史
と
の
両
者
を
同
時
に
考
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
、
な
ど
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。

も
し
も
歴
史
的
発
展
の
思
想
に
し
て
有
機
的
発
展
の
思
想
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
た
し
か
に
彼
の
云
う
通
り
で

あ
る
。
そ
の
と
き
に
は
ま
た
歴
史
的
相
対
主
義
は
そ
れ
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
近
代
に
於

て
歴
史
及
び
発
展
の
思
想
を
普
及
す
る
に
力
あ
っ
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
ク
の
哲
学
に
於
て
、
こ
の
思
想
が
有
機
体
説
的

傾
向
を
含
ん
で
い
た
こ
と
は
争
わ
れ
難
き
事
実
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
さ
え
も
が
有
機
体
説
に
よ
っ
て

制
約
さ
れ
制
限
さ
れ
て
い
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
彼
の
解
釈
学
を
誰
よ
り
も
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
か
ら
汲
み
取

っ
た
の
で
あ
る
が
、
解
釈
学
な
る
も
の
が
ま
た
根
本
的
に
有
機
体
説
的
構
造
の
も
の
で
あ
る
。
有
機
体
説
は
内
在

の
立
場
に
と
ど
ま
り
、
超
越
的
な
も
の
は
そ
の
基
礎
の
上
で
は
考
え
ら
れ
得
な
い
。

然
し
な
が
ら
有
機
的
発
展
と
は
根
本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
の
弁
証
法
的
発
展
の
思
想
が
成
立
し
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
一
派
の
神
学
が
弁
証
法
的
神
学
と
云
わ
れ
る
と
き
、
そ
の
弁
証
法
な
る
も
の
は
発
展
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の
思
想
と
相
容
れ
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
反
対
に
、発
展
の
概
念
な
く
し
て
弁
証
法
の
概
念
も
あ
り
得
な
い
、

と
云
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
然
る
に
発
展
を
認
め
る
と
き
歴
史
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
。
従
来
の
歴
史
哲
学
の
多
く

は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
基
礎
の
上
に
立
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
が
そ
れ
を
有
機
体
説
的
な
、
非
弁
証
法
的
な
も
の

に
し
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
排
斥
は
一
般
に
歴
史
の
排
斥
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
初

め
て
弁
証
法
的
な
歴
史
哲
学
、
社
会
哲
学
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
ま
さ
に

か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
そ
れ
は
固
よ
り
単
に
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
打
ち
建
て

ら
れ
得
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
こ
の
点
に
就
い
て
一
層
効
果
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
然
し
そ
の
た

め
に
は
先
ず
第
一
歩
と
し
て
、
彼
は
彼
の
哲
学
の
内
在
の
立
場
、
解
釈
学
的
方
法
を
突
き
破
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
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拙
著
批
評
に
答
え
る

拙
著
批
評
に
答
え
る	

	

【1932.9

】

一

小
著
『
歴
史
哲
学
』
に
対
し
種
々
な
る
方
面
か
ら
批
評
に
接
す
る
こ
と
の
出
来
た
の
は
、
著
者
に
と
っ
て
思
わ

ざ
る
幸
福
で
あ
っ
て
、
深
く
感
謝
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
殊
に
本
誌
〔
思
想
〕
に
於
て
は
、
さ
き
に
は
（
七
月
号
）

高
山
岩
男
氏
が
、
い
ま
ま
た
（
八
月
号
）
本
多
謙
三
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
批
評
の
労
を
と
ら
れ
た
の
は
、
著
者

の
特
に
光
栄
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
に
私
の
近
作
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
諸
批
評
の
一
々
に
答
え
よ

う
と
す
る
意
図
を
有
し
て
い
な
い
、
唯
、
そ
れ
ら
諸
批
評
の
中
で
本
多
氏
の
も
の
は
、
最
も
異
色
あ
る
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
最
も
華
々
し
き
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
私
は
特
に
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
答
え
た
い
と
思
う
。

最
初
に
私
の
答
の
性
質
を
率
直
に
規
定
し
て
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
私
は
本
多
氏
の
云
わ
れ
る
と
こ

ろ
に
遺
憾
な
が
ら
全
く
承
服
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
、
従
っ
て
私
の
答
は
単
に
答
弁
た
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、

反
駁
に
転
ず
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
予
め
本
多
氏
に
諒
解
を
願
い
、
そ
し
て
宥
恕
を
乞
う
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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本
多
謙
三
氏
の
拙
著
『
歴
史
哲
学
』
に
対
す
る
批
評
【『
本
多
謙
三
論
文
集
３
』
収
録
】
の
一
般
的
結
論
、
或
は
寧

ろ
一
般
的
前
提
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
一
、三
木
は「
近
頃
最
も
鮮
か
に
（
少
な
く
と
も
理
論
上
）
転
身
を
遂
げ
た
。」

歴
史
哲
学
は
こ
の
転
身
の
露
骨
な
る
表
現
で
あ
り
、
産
物
で
あ
る
。
二
、
然
る
に
三
木
に
於
て
見
ら
れ
る
か
よ
う

な
転
向
は
決
し
て
孤
立
し
た
現
象
で
な
く
、
一
般
に
「
わ
が
国
に
お
け
る
主
流
哲
学
の
動
向
は
最
近
再
び
著
し
い

転
機
を
示
し
て
い
る
。」
そ
し
て
三
木
は
か
よ
う
な
「
目
下
の
哲
学
に
お
け
る
転
向
行
進
曲
の
音
頭
取
り
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
蓋
し
、
本
多
氏
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
に
於
け
る
哲
学
は
さ
き
ご
ろ
ま
で
は
「
従
前
の
固
執
か
ら
解

放
さ
れ
て
、
今
ま
で
に
一
度
も
踏
み
だ
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
処
女
地
（
筆
者
注
、
マ
ル
ク
ス
主
義
、
唯
物
弁
証
法
の

こ
と
）
へ
足
を
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
」の
で
あ
る
が
、―
―
そ
の
と
き
に
も
三
木
は「
誰
よ
り
も
明
白
に
強
力
に
、

わ
が
国
に
お
け
る
か
か
る
傾
向
を
代
表
し
た
よ
う
に
み
え
た
」、
―
―
最
近
「
忽た
ち
まち
に
し
て
寝
返
り
を
う
ち
踏
み

固
め
ら
れ
た
旧
い
坦
道
へ
退
く
」
に
至
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
が
読
者
の
知
ら
れ
る
如
く
「
哲
学

の
新
転
向
」
と
題
し
て
書
か
れ
た
本
多
氏
の
拙
著
に
対
す
る
批
評
文
の
前
書
き
の
内
容
で
あ
る
。

こ
の
前
書
き
は
実
に
名
せ
り
ふ

0

0

0

0

だ
、
然
し
単
に
せ
り
ふ

0

0

0

で
は
な
い
か
。
先
ず
第
二
の
点
を
考
え
て
み
よ
、
わ
が

国
に
於
け
る
主
流
哲
学
が
、
嘗
て
一
度
で
も
、
現
在
「
寝
返
り
を
う
っ
た
」
と
批
評
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
批

評
さ
れ
得
る
ほ
ど
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
心
を
打
込
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い
、
わ
が
国
に
於
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拙
著
批
評
に
答
え
る

け
る
「
主
流
哲
学
」
と
は
こ
の
場
合
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
時
評
家
本
多
謙
三
氏
の
か
ね
て
書
か
れ

た
も
の
か
ら
推
し
て
、
そ
れ
は
西
田
哲
学
（
現
に
こ
の
批
評
文
の
中
に
於
て
も
西
田
博
士
は
数
回
引
用
さ
れ
て
い
る
）、

及
び
そ
の
系
統
に
属
す
る
と
見
ら
れ
た
田
辺
博
士
の
哲
学
、
そ
の
他
、
即
ち
い
わ
ば
「
京
都
学
派
」
の
こ
と
で
あ

り
、
私
な
ど
も
そ
れ
に
属
し
て
い
る
。
私
の
こ
と
は
先
ず
除
い
て
、
西
田
博
士
及
び
田
辺
博
士
に
就
い
て
云
え
ば
、

博
士
ら
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
す
る
態
度
の
何
処
に
寝
返
り
う
ち
的
新
転
向
が
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
西
田
博

士
や
田
辺
博
士
は
マ
ル
ク
ス
主
義
を
自
己
の
立
場
か
ら
研
究
し
、
そ
れ
を
自
己
の
哲
学
の
中
へ
取
り
入
れ
よ
う
と

さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
態
度
は
博
士
ら
に
於
て
昔
も
今
も
変
り
は
な
い
と
信
ず
る
。
然
し
博
士
ら

の
哲
学
が
み
ず
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
、
或
は
世
間
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
的
と
し
て
受
取

ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
何
某
主
義
を
自
己
の
立
場
か
ら
研
究
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
と
、
何
某
主

義
的
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
そ
の
主
義
の
固
有
な
る
軌
道
の
上
に
立
つ
こ
と
、
或
は
そ
の
主
義
自
体
を
発
展
さ
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
と
は
決
し
て
同
一
で
な
い
。
わ
が
国
に
於
け
る
哲
学
が
、
主
流
に
せ
よ
、
一
般
的
傾
向
に
せ
よ
、

嘗
て
な
ん
ら
か
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
お
め
で
た
い

0

0

0

0

0

限
り
で
あ

り
、
も
し
本
多
謙
三
氏
が
そ
う
い
う
お
め
で
た
い
想
像
、
あ
ま
い

0

0

0

見
方
に
従
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
に
ふ
ら
ふ
ら
と

赴
か
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
本
多
氏
に
し
た
っ
て
多
分
そ
う
い
う
風
に
想
像
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
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い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
せ
り
ふ

0

0

0

的
に
語
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
う
。
と
こ
ろ
で
哲
学
時
評
家
本
多
謙
三
氏
の

観
測
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
に
於
け
る
主
流
哲
学
は
こ
の
頃
寝
返
り
を
う
っ
た
後
、
再
び
「
歩
み
な
れ
た
安
易
な
道

へ
つ
こ
う
」
と
し
て
い
る
そ
う
で
あ
り
、「
踏
み
固
め
ら
れ
た
旧
い
坦
道
へ
退
こ
う
」
と
し
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。

然
し
真
実
を
云
え
ば
、主
流
哲
学
と
見
ら
れ
た
京
都
学
派
は
今
な
お
生
成
の
う
ち
に
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は「
踏

み
固
め
ら
れ
」、「
歩
み
な
れ
た
」
道
と
い
う
も
の
は
な
く
、
道
は
つ
ね
に
新
た
に
開
拓
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

西
田
博
士
や
田
辺
博
士
ら
の
最
近
の
発
展
を
見
れ
ば
、「
安
易
な
」、「
旧
い
担
道
」
が
あ
っ
た
も
の
と
は
単
純
に

考
え
ら
れ
な
い
。
博
士
ら
が
と
り
わ
け
弁
証
法
を
力
説
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
数
年
来
の
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ
う

い
う
こ
と
が
マ
ル
ク
ス
主
義
的
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
博
士
ら
は
最
近
に
於
て
こ
そ
弁
証
法
を
愈
々
強
調

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
更
に
本
多
氏
に
従
え
ば
、
わ
が
国
に
於
け
る
主
流
哲
学
の
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対

す
る
向
背
い
ず
れ
の
場
合
に
於
て
も
、「
音
頭
取
り
」
を
し
て
い
る
の
は
三
木
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

は
私
自
身
が
日
本
の
哲
学
界
に
於
て
か
く
の
如
き
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
も
の
と
は
決
し
て
信
じ
な
い
。
本

多
氏
に
し
た
っ
て
多
分
実
際
に
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
も
ま
た
唯
せ
り
ふ
的
に
語

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
然
し
要
す
る
に
、
本
多
氏
が
こ
の
よ
う
に
せ
り
ふ
で
も
っ
て
私
の
書
物
を
批
評

さ
れ
た
こ
と
は
甚
だ
遺
憾
で
あ
る
。
本
多
氏
は
「
科
学
と
し
て
の
哲
学
を
創
設
し
た
い
と
熱
望
」
さ
れ
て
い
る
よ



二
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五

拙
著
批
評
に
答
え
る

う
に
見
え
る
。
そ
う
い
う
本
多
氏
が
せ
り
ふ
で
も
っ
て
語
る
こ
と
を
好
ま
れ
る
の
は
甚
だ
奇
怪
で
あ
る
。
そ
し
て

読
者
は
せ
り
ふ
で
始
ま
っ
た
氏
の
批
評
が
結
局
せ
り
ふ
で
終
っ
て
し
ま
っ
て
い
は
し
な
い
か
を
疑
わ
ざ
る
を
得
な

い
で
あ
ろ
う
。
せ
り
ふ
は
科
学
の
言
葉
で
な
く
、
劇
場
の
言
葉
で
あ
る
。
科
学
的
で
あ
ろ
う
と
欲
せ
ら
れ
る
本
多

氏
が
あ
ま
り
に
劇
場
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
で
は
な
い
か
。
せ
り
ふ
的
誇
張
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
附
き

物
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
た
だ
た
だ
本
多
謙
三
氏
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
進
境
を
慶

賀
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。

第
一
の
点
に
就
い
て
云
え
ば
、
私
は
『
歴
史
哲
学
』
に
於
て
「
転
身
」
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
的
気
流
の
観

測
家
本
多
謙
三
氏
は
そ
の
よ
う
に
観
測
さ
れ
る
。（
尤
も
批
評
家
の
う
ち
に
は
、
私
の
記
憶
に
し
て
間
違
い
が
な
け
れ

ば
、
例
え
ば
、『
理
想
』
に
於
け
る
岩
崎
勉
氏
、『
哲
学
雑
誌
』
に
於
け
る
小
松
摂
郎
氏
な
ど
の
如
く
、
私
の
こ
の
新
著
も

以
前
の
著
書
の
延
長
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
風
に
云
わ
れ
た
方
々
も
あ
る
。）
実
際
を
見
よ
。
私
は
『
唯
物
史
観
と
現
代

の
意
識
』（
一
九
二
八
年
）
に
於
て
、
基
礎
経
験
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
る
三
つ
の
も
の
の
弁

証
法
的
関
係
を
も
っ
て
私
の
理
論
―
―
私
は
当
時
そ
れ
を
「
理
論
の
系
譜
学
」
と
称
し
た
―
―
の
根
柢
と
な
し

た
。
こ
の
考
え
方
は
少
な
く
と
も
今
日
に
い
た
る
ま
で
変
る
こ
と
な
く
、
現
に
歴
史
哲
学
の
中
で
も
人
間
学
と
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
関
係
に
就
い
て
は
旧
著
と
同
様
に
説
い
て
い
る
（
第
五
章
、
史
観
の
構
造
、
特
に
二
四
〇
頁
〔
全
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集
第
六
巻
二
二
三
頁
〕【
第
二
節
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
は
」
附
近
】
を
見
よ
）＊

。
唯
か
の
旧
著
に
於
て
は
「
基
礎
経
験
」

と
い
う
概
念
が
甚
だ
不
十
分
に
し
か
規
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
私
の
立
場
は
単
な
る
観
念
論
で
あ
る
と

か
、
人
間
学
な
い
し
人
間
学
的
唯
物
論
の
立
場
で
あ
る
と
か
な
ど
い
う
批
評
を
受
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
い
ま

本
多
氏
に
よ
り
主
と
し
て
批
評
の
的
と
な
っ
た
「
事
実
」
の
概
念
は
、
実
は
こ
の
基
礎
経
験
と
い
う
概
念
を
発

展
さ
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
今
度
の
書
物
『
歴
史
哲
学
』
の
中
で
も
明
瞭
に
述

べ
て
お
い
た
筈
だ
（
四
六
頁
〔
同
四
六
頁
〕【
第
一
章
第
五
節
】
以
下
）。
事
実
と
い
う
概
念
も
こ
の
書
物
で
初
め
て
使

っ
た
わ
け
で
な
く
、
既
に
『
観
念
形
態
論
』
の
序
文
（
一
九
三
一
年
五
月
〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕）
に
於
て
用
い
て

お
り
、
そ
こ
で
も
事
実
及
び
基
礎
経
験
と
い
う
二
つ
の
概
念
の
関
係
に
就
い
て
は
っ
き
り
記
し
て
お
い
た
。
か
よ

う
に
基
礎
経
験
の
概
念
が
事
実
の
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
直
さ
れ
る
と
共
に
、
ア
ン
ト
ロ
ポ
ロ
ギ
ー
及
び
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
な
る
概
念
も
ま
た
同
時
に
規
定
さ
れ
直
さ
れ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
他
、
種
々
な
る
点
に

関
し
て
旧
著
と
今
度
の
書
物
と
の
間
の
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
試
み
に
、「
ヘ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
」

　
（『
唯
物
史
観
と
現
代
の
意
識
』〔
全
集
第
三
巻
収
録
〕）
―
―
「
有
機
体
説
と
弁
証
法
」（『
社
会
科
学
の
予
備
概
念
』

一
九
二
九
年
〔
同
第
三
巻
収
録
〕）
―
―
今
度
の
書
物
、或
は
ま
た
、「
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
」（『
観
念
形
態
論
』〔
同

第
三
巻
収
録
〕）
―
―
「
弁
証
法
の
存
在
論
的
解
明
」（
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
聯
盟
日
本
版
『
ヘ
ー
ゲ
ル
と
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
』



二
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拙
著
批
評
に
答
え
る

一
九
三
一
年
〔
同
第
四
巻
収
録
〕）
―
―
今
度
の
書
物
、
と
い
う
風
に
順
次
に
読
ん
で
み
ら
れ
よ
。
そ
れ
ら
の
線
に

沿
う
て
明
ら
か
な
る
連
繋
と
発
展
と
が
容
易
に
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
と
思
う
。
こ
れ
が
「
転
身
」
と
い
う
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
私
は
も
ち
ろ
ん
私
が
以
前
の
考
え
方
そ
の
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
然
し

そ
れ
が
単
な
る
転
向
で
な
く
、
却
っ
て
一
の
弁
証
法
的
な
発
展
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
転
身
だ
と

い
う
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
今
後
と
雖
も
、
本
多
氏
の
好
ま
れ
る
と
好
ま
れ
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
恐
ら
く
屡
々
転
身

を
な
し
、
そ
し
て
こ
れ
を
決
し
て
恥
辱
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊　

以
下
単
に
頁
数
を
の
み
記
し
た
の
は
凡
て
、
岩
波
続
哲
学
叢
書
『
歴
史
哲
学
』
の
そ
れ
を
指
す
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
私
は
何
に
転
身
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
。
本
多
氏
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
宗
教
」
に

と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
多
氏
の
鑑
定
で
は
、
私
の
歴
史
哲
学
は
一
種
の
懺
悔
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
哲
学
時
評
家
本
多
謙
三
氏
に
よ
っ
て
私
の
『
歴
史
哲
学
』
に
附
け
ら
れ
た
正
札
で
あ
る
。
そ
う
し
て

み
れ
ば
、
本
多
氏
は
よ
ほ
ど
の
宗
教
通
で
あ
る
ら
し
い
、
然
し
私
は
不
幸
に
し
て
未
だ
氏
の
そ
う
い
う
方
面
に
接

し
た
こ
と
が
な
い
。
寧
ろ
こ
う
で
あ
ろ
う
。
わ
が
国
の
哲
学
者
は
、
そ
れ
に
賛
成
す
る
立
場
に
あ
る
者
も
そ
れ
に

反
対
す
る
立
場
に
あ
る
者
も
、
あ
ま
り
に
容
易
に
且
つ
安
易
に
宗
教
に
就
い
て
語
り
過
ぎ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ

は
ひ
と
つ
の
悪
趣
味
で
あ
る
。
私
の
今
度
の
書
物
の
中
か
ら
宗
教
を
取
り
出
し
て
来
ら
れ
た
本
多
氏
自
身
、
や
は
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り
こ
の
よ
う
な
悪
趣
味
に
感
染
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
唯
物
論
者
を
も
っ
て
自
任
さ
れ
る
ら
し
き
本
多
氏

自
身
が
、
何
か
宗
教
と
云
わ
ね
ば
気
が
す
ま
ぬ
と
い
う
気
持
に
囚
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま

百
歩
を
ゆ
ず
っ
て
、
私
の
歴
史
哲
学
が
宗
教
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
私
の
転
身
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
典
型
的
な	 hom

o religiosus	

た
る
パ
ス
カ
ル
に
就
い
て
の
研
究
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
。
尤
も
私
の
『
パ

ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
』（
一
九
二
六
年
）
は
そ
の
序
文
に
も
記
し
て
お
い
た
如
く
、
宗
教
の
本
と
し
て
で

な
く
、
却
っ
て
人
間
学
に
関
す
る
一
著
述
と
し
て
読
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
私
が
マ
ル
ク
ス
主
義
宗
教
論

に
於
け
る
宗
教
の
社
会
的
批
判
の
方
面
は
ど
こ
ま
で
も
承
認
し
尊
重
し
つ
つ
も
、
な
お
宗
教
の
絶
対
的
死
滅
の
思

想
に
は
同
意
し
得
な
い
者
で
あ
る
こ
と
は
、
二
年
前
の
い
わ
ゆ
る
三
木
哲
学
批
判
の
事
情
に
通
じ
て
い
ら
れ
る

本
多
氏
の
夙
に
承
知
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
私
自
身
に
於
て
は
な
ん
の
矛
盾
も
存
し
な
い
。
然

し
ま
た
私
が
私
の
歴
史
哲
学
に
於
て
宗
教
を
論
じ
よ
う
と
し
た
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
様
に
全
く
明
瞭
で
あ

る
。然

ら
ば
本
多
氏
の
錯
覚
は
何
に
も
と
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
氏
は
云
う
、「
吾
々
が
通
常
感
性
的
な
『
自
然
主

義
的
』
態
度
に
於
て
の
み
素
直
に
理
解
し
て
い
る
『
事
実
』
が
こ
こ
で
は
最
も
把
え
よ
う
の
な
い
神
秘
的
な
深
淵

と
取
り
換
え
ら
れ
て
い
る
。」
本
多
氏
が
こ
こ
で
「
自
然
主
義
的
態
度
」
と
い
わ
れ
る
の
は
何
を
意
味
す
る
か
多



二
三
九

拙
著
批
評
に
答
え
る

少
曖
昧
で
あ
る
が
、
も
し
そ
れ
を
い
わ
ゆ
る	 natürliche Einstellung	

の
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
私
は
も
ち
ろ

ん
「
事
実
」
の
概
念
を
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
然
的
概
念

0

0

0

0

0

も
し
く
は
範
疇
0

0

と
し
て
用
い
た
の
で
な
く
、
却
っ
て

一
の
哲
学
的
概
念

0

0

0

0

0

も
し
く
は
範
疇
0

0

と
し
て
使
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
者
が
自
己
の
研
究
及
び
組
織
上
の
必
要
か
ら

概
念
を
新
た
に
作
り
、
或
は
既
存
の
概
念
に
新
し
い
意
味
と
規
定
と
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の
学
問
上
の
自

由
に
属
し
、
且
つ
そ
の
と
き
そ
の
よ
う
な
新
し
い
概
念
或
は
既
存
の
概
念
の
新
し
い
意
味
規
定
が
何
よ
り
も
哲
学
0

0

的0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
例
え
ば
「
経
験
」Erfahrung	

と
い
う
語
が
カ
ン
ト

哲
学
に
於
て
、
或
は
「
現
実
」W
irklichkeit	

と
い
う
語
が
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
於
て
、
或
は
ま
た
「
場
所
」
と
い

う
語
が
西
田
哲
学
に
於
て
、
如
何
に
特
殊
な
哲
学
的
意
味
を
有
す
る
か
を
考
え
て
み
よ
。
私
は
「
事
実
」
と
い
う

語
を
自
然
的
概
念
と
し
て
で
も
な
く
、
科
学
的
概
念
と
し
て
で
も
な
く
、
却
っ
て
実
に
哲
学
的
概
念
と
し
て
用
い

る
。
哲
学
の
研
究
と
組
織
と
は
主
と
し
て
哲
学
的
概
念
に
よ
る
の
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が「
取
り
換
え
」

で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
取
り
換
え
は
避
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
い
な
、
そ
れ
は
本
来
な
ん
ら
取
り

換
え
で
は
な
い
。
私
も
ま
た
本
多
氏
の
云
わ
れ
る
よ
う
な
「
吾
々
が
通
常
感
性
的
な
『
自
然
主
義
的
』
態
度
に
於

て
の
み
素
直
に
理
解
し
て
い
る
『
事
実
』
の
概
念
」
を
ま
こ
と
に
素
直
に
認
め
、
自
分
で
も
日
常
絶
え
ず
使
用
し

て
い
る
。
け
れ
ど
も
本
多
氏
は
、
例
え
ば
、
レ
ー
ニ
ン
が
物
質
の
概
念
に
就
い
て
、
物
理
学
的
範
疇
と
し
て
の
物
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〇

質
と
哲
学
的
範
疇
と
し
て
の
物
質
と
を
区
別
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
論
じ
た
の
を
記
憶
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
今

や
、「
科
学
と
し
て
の
哲
学
を
創
設
し
た
い
と
熱
望
」
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
本
多
氏
の
創
設
者
的
情
熱
は
、
恰
も
熱

病
の
如
く
氏
を
捉
え
て
哲
学
的
概
念

0

0

0

0

0

と
い
う
も
の
の
性
質
を
さ
え
全
く
理
解
し
得
な
い
状
態
に
ま
で
立
ち
到
ら
し

め
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
氏
の
認
め
ら
れ
る
の
は
「
事
実
」
の
自
然
的
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
科
学
的
概
念
で

さ
え
な
い
と
い
う
で
は
な
い
か
。
然
し
科
学
の
立
場
か
ら
云
っ
て
も
、
例
え
ば
、
法
律
学
は
「
人
」
と
い
う
も
の

に
つ
い
て
、
そ
の
自
然
的
概
念
、
そ
の
生
物
学
的
概
念
な
ど
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
法
律
学
的

0

0

0

0

概
念
を
構
成
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
一
個
の
科
学
と
し
て
成
立
す
る
如
く
、
哲
学
は
他
の
諸
科
学
に
於
け
る
科
学
的
概
念
と
は

異
な
る
哲
学
的
概
念
な
い
し
範
疇
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
科
学
と
し
て
の
哲
学
と
も
な
り
得
る
の
で
あ

る
。
こ
の
単
純
な
事
柄
を
理
解
さ
れ
な
い
、
も
し
く
は
理
解
し
よ
う
と
欲
せ
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
本
多
氏
の

最
近
の
傾
向
が
い
わ
ゆ
る	 W

issenschaftlicher Feuilletonism
us	

に
漸
く
陥
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
解

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
問
題
は
私
の
い
う
事
実
の
概
念
が
一
の
哲
学
的
概
念
で
は
な
く
て
、
本
多
氏
の

評
さ
れ
る
通
り
何
か
「
最
も
把
え
よ
う
の
な
い
神
秘
的
な
深
淵
」
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
私
は
次
に
こ
の
点
に
就
い
て
み
ず
か
ら
再
吟
味
し
て
み
よ
う
。
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拙
著
批
評
に
答
え
る

二

先
ず
は
っ
き
り
云
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
私
の
研
究
は
ひ
と
つ
の
哲
学
的
研
究
で
あ
る
。
従
っ
て
私
は
本
多

氏
の
如
く「
事
実
」と
い
う
こ
と
を
ば
、「
日
常
、最
も
解
り
き
っ
た
こ
と
と
し
て
予
想
さ
れ
て
い
る
事
柄
」と
し
て
、

哲
学
に
於
て
も
そ
の
ま
ま
予
想
さ
れ
て
よ
い
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
く
の
如
き
は
哲
学
の
何
た
る
か
を

全
く
理
解
せ
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
哲
学
的
精
神
の
枯
渇
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
科
学
的
精
神
の
死
滅

で
さ
え
あ
ろ
う
。
哲
学
は
青
葉
ば
か
り
を
喰
っ
て
生
き
て
い
る
芋
虫
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
の
い
う
事
実
の
概
念
に
就
い
て
の
本
多
氏
の
完
全
な
る
無
理
解
は
、
氏
が
弁
証
法
に
於
け
る
概
念
は
凡
て
関

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

係
概
念
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
を
全
然
理
解
さ
れ
な
い
の
に
も
と
づ
く
。
そ
れ
は
関
係
概
念
で
あ
る
と
い
う
意
味
に

於
て
相
対
的
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
得
る
。
私
が
「
事
実
」
と
い
う
の
は
「
存
在
」
に
対
す
る
関
係
概
念
で
あ
り
、

二
つ
の
概
念
は
そ
れ
ぞ
れ
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
私
は
現
実
的
歴
史
的
な
弁
証
法
は
存
在
と
事
実
と
の
弁
証

法
で
あ
る
と
な
し
、「
か
か
る
弁
証
法
こ
そ
、
我
々
の
歴
史
哲
学
を
貫
く
根
本
思
想
で
あ
っ
た
」（
三
〇
九
頁
〔
同

二
八
七
頁
〕【
第
６
巻
『
歴
史
哲
学
』
最
末
尾
】）
と
明
白
に
述
べ
て
い
る
。
存
在
の
歴
史
性
の
規
定
、
歴
史
的
時
間
の

解
明
、
或
は
ま
た
い
わ
ゆ
る
目
的
論
の
解
釈
、
等
々
、
私
の
歴
史
哲
学
の
中
で
取
り
扱
わ
れ
た
限
り
の
あ
ら
ゆ
る

重
要
な
問
題
は
、
凡
て
こ
の
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
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四
二

に
就
い
て
は
私
の
書
物
の
中
に
は
く
ど
い
ほ
ど
繰
り
返
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
然
る
に
本
多
氏
は
私
の
い
う
「
事

実
」
を
「
存
在
」
か
ら
全
然
切
り
離
し
、
全
く
抽
象
し
て
理
解
さ
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
非
弁
証
法
的
な
物
の
見
方
の

典
型
で
は
な
い
か
。
か
く
の
如
き
非
弁
証
法
的
な
抽
象
に
よ
っ
て
、
私
の
い
う
事
実
が
本
多
氏
の
眼
に
本
多
氏
の

意
味
で
の
「
絶
対
者
」
と
し
て
映
じ
た
と
し
て
も
何
の
不
思
議
が
あ
ろ
う
。
事
実
を
「
絶
対
主
義
的
に
」
捉
え
た

の
は
私
で
は
な
く
、
却
っ
て
反
対
に
本
多
氏
で
あ
り
、
氏
の
非
弁
証
法
的
な
抽
象
化
の
結
果
で
あ
る
。
私
に
と
っ

て
は
事
実
と
存
在
と
が
離
す
べ
か
ら
ざ
る
関
係
に
あ
る
こ
と
、
恰
も
主
観
と
客
観
と
の
関
係
に
於
け
る
が
如
く
で

あ
る
。
主
観
な
く
し
て
客
観
な
く
、
客
観
な
く
し
て
主
観
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
存
在
を
離
れ
て
事
実

な
く
、
事
実
を
離
れ
て
存
在
は
な
い
。
一
定
の
弁
証
法
的
な
概
念
、
例
え
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
経
済
学
に
於
け
る

生
産
力
の
概
念
の
如
き
も
、
も
し
そ
れ
を
生
産
関
係
の
概
念
か
ら
全
く
抽
象
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
一
の
神
秘
的

な
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、
存
在
の
概
念
か
ら
全
く
抽
象
し
て
理
解
さ
れ
た
事
実
の
概
念
に
於
け
る
と
異

な
る
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

私
自
身
に
就
い
て
云
え
ば
、
私
は
私
の
歴
史
哲
学
に
於
て
事
実
を
な
ん
ら
か
「
絶
対
主
義
的
に
」
説
い
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
否
。
第
一
0

0

、
私
は
存
在
が
事
実
に
対
す
る
対
立
物
と
し
て
そ
れ
自
身
の
法
則
性
を
有
す
る
こ
と
を

明
ら
か
に
述
べ
、
従
っ
て
存
在
が
事
実
に
対
し
て
働
き
か
け
、
こ
れ
を
規
定
し
、
或
は
こ
れ
を
圧
迫
す
る
こ
と
の
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三

拙
著
批
評
に
答
え
る

あ
る
の
を
十
分
に
認
め
て
い
る（
一
〇
〇
頁〔
九
五
頁
〕【
第
二
章
第
三
節「
第
一
、事
実
」以
下
】以
下
、二
九
五
頁〔
二
七
四
頁
〕

【
第
六
章
第
三
節
「
存
在
は
固
よ
り
」
以
下
】、
そ
の
他
）。
存
在
が
事
実
に
対
し
て
否
定
的
意
味
を
含
み
、
相
対
的
独
立

性
を
担
う
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
到
る
処
に
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
0

0

、
私
は
事
実
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
そ
の
う

ち
に
含
ま
れ
る
否
定
な
い
し
自
然
の
契
機
に
就
い
て
絶
え
ず
繰
り
返
し
て
語
っ
た
。然
る
に
本
多
氏
は
云
わ
れ
る
、

「
シ
ェ
リ
ン
グ
の
考
え
る
『
神
に
お
け
る
自
然
』、質
料
や
闇
の
原
理
た
る
方
面
は
言
葉
の
上
で
認
め
ら
れ
な
が
ら
、

実
質
的
に
は
全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
三
木
氏
の
構
想
で
は
な
か
ろ
う
か
。」
そ
し
て
哲
学
時
評
家
本

多
謙
三
氏
の
診
断
に
従
え
ば
、
私
の
い
う
「
事
実
」
は
フ
ィ
ヒ
テ
の
「
事
行
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。
然
し
実

際
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
本
多
氏
は
、
例
え
ば
、
次
の
文
章
を
読
ま
れ
た
筈
で
あ
る
、「
そ
れ
故
も
し
歴
史
的
思

惟
が
或
る
運
命
の
概
念
を
欠
き
得
な
い
と
す
れ
ば
、
歴
史
が
単
な
る
行
動
主
義
の
立
場
に
於
て
成
立
し
得
ぬ
こ
と

も
ま
た
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。歴
史
は
我
々
が
作
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
我
々
に
と
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

行
為
が
同
時
に
物
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
る
。
為
す
こ
と
が
同
時
に
為
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る

と
こ
ろ
に
歴
史
は
あ
る
。」（
四
三
頁
〔
四
三
頁
〕【
第
一
章
第
四
節
】）。
フ
ィ
ヒ
テ
的
な
純
粋
活
動
と
し
て
の
事
行
の

概
念
に
よ
っ
て
は
歴
史
は
考
え
ら
れ
な
い
。
単
な
る
「
自
我
」
の
概
念
に
よ
っ
て
は
歴
史
は
考
え
ら
れ
な
い
。
本

多
氏
は
私
が
「
運
命
」
の
概
念
に
就
い
て
比
較
的
詳
細
に
論
じ
、
そ
れ
を
如
何
に
規
定
し
て
い
る
か
を
、
も
う
一
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四

度
読
み
直
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
或
は
ま
た
私
が「
社
会
的
身
体
」に
就
い
て
述
べ
た
箇
所（
三
四
頁〔
三
五

頁
〕【
第
一
章
第
三
節
「
と
こ
ろ
で
第
三
に
」】
以
下
、
二
六
四
頁
〔
二
四
五
頁
〕【
第
五
章
第
三
節
「
行
為
が
物
の
意
味
を
」】

以
下
）
を
参
照
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
或
は
更
に
私
は
事
実
を
現
在
と
い
い
、
こ
の
現
在
を
特
に
「
瞬
間
」
と
し
て

規
定
し
た
。
そ
し
て
私
は
こ
の
瞬
間
の
概
念
を
説
明
す
る
に
際
し
い
つ
で
も
、
否
定
的
な
も
の
を
含
む
こ
と
な
し

に
は
瞬
間
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
（
三
〇
頁
〔
三
○
頁
〕【
第
一
章
第
三
節
「
我
々
に
と
っ
て
現
在
」】
以
下
、
一
七
六
頁

〔
一
六
四
頁
〕【
第
四
章
第
一
節
「
我
々
は
現
在
を
ば
」】
以
下
）。
第
三
0

0

、
私
は
事
実
を
行
為
す
る
も
の
と
し
て
性
格
付

け
た
。
然
る
に
私
は
「
行
為
の
歴
史
性
」
に
就
い
て
語
り
、「
何
故
に
行
為
が
事
実
と
し
て
の
歴
史
0

0

と
呼
ば
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
か
」
と
問
い
（
二
九
頁
〔
三
〇
頁
〕）、
以
下
そ
れ
に
対
し
て
解
答
を
与
え
た
。
そ
の
際
私
は
就
中
、
行

為
は
必
然
的
に
社
会
及
び
自
然
の
存
在
に
結
び
付
く
と
い
う
こ
と
を
論
じ
、
従
っ
て
事
実
は
存
在
に
結
び
付
く
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

と
な
し
に
は

0

0

0

0

0

自
己
を
実
現
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
根
本
思
想
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
歴
史
の
如
き
も
そ
の
見
地
か
ら
説
明
さ
れ
、「
然
る

に
ま
た
か
く
の
如
く
存
在
と
し
て
の
歴
史
の
忠
実
な
研
究
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
事
実
と
し
て
の
歴
史
が

そ
れ
自
身
こ
の
も
の
に
結
び
付
く
必
然
性
を
含
み
、
且
つ
こ
の
も
の
に
結
び
付
く
こ
と
な
し
に
は
事
実
と
し
て
の

歴
史
の
発
展
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
書
か
れ
て
い
る
（
二
八
八
頁
〔
二
六
七
―
八
頁
【
第
六
章
第
二
節
】〕、



二
四
五

拙
著
批
評
に
答
え
る

こ
の
箇
所
は
二
八
、二
九
頁
〔
二
九
、三
〇
頁
〕
に
照
応
す
る
）。

凡
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は
本
多
氏
に
と
っ
て
は
書
か
れ
な
か
っ
た
に
等
し
い
の
で
あ
る
。
本
多
氏
の
手
元
に
あ
る

『
歴
史
哲
学
』
の
特
別
版
は
私
の
書
い
た
も
の
で
な
く
、
氏
自
身
の
特
別
編
輯
に
な
る
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
他

の
場
合
に
於
て
は
引
用
を
あ
れ
ほ
ど
好
ま
れ
る
本
多
氏
は
こ
の
批
評
文
の
中
に
於
て
も
も
う
少
し
私
の
書
物
か
ら

引
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
実
に
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ヤ
コ
ー

ビ
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
、
モ
ー
ゼ
ス
・
ヘ
ッ
ス
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ヤ
ス
パ
ー

ス
、
さ
て
は
弁
証
法
的
神
学
、
西
田
博
士
、
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
る
人
物
が
飛
び
出
し
て

来
て
、
氏
の
あ
つ
ぱ
れ
な
博
識
振
り
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
が
、
―
―
だ
が
読
者
諸
君
、
哲
学
は	 V

ielw
isserei	

で

は
な
く
、
却
っ
て
反
対
の
も
の
な
の
で
あ
る
、
―
―
私
の
歴
史
哲
学
そ
の
も
の
に
就
い
て
は
極
め
て
僅
か
し
か
語

ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
私
に
於
て
は
、
私
は
既
に
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
を
説
き
、
事
実
が
存
在
に
結
び

付
か
ね
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
を
論
じ
、
そ
し
て
こ
の
必
然
性
の
上
に
存
在
と
し
て
の
歴
史
を
研
究
す
る
ロ
ゴ
ス
と
し

て
の
歴
史
を
基
礎
付
け
、
且
つ
特
に
「
現
代
の
歴
史
」（
存
在
と
し
て
の
歴
史
に
於
け
る
現
代
）
の
研
究
の
重
要
性

を
力
説
し
て
い
る
（
二
八
九
頁
〔
二
六
八
頁
〕【
第
六
章
第
二
節
】）。
か
く
て
私
の
理
解
す
る
歴
史
的
現
実
的
な
行
為
、

即
ち
い
わ
ゆ
る
実
践
が
、
本
多
氏
の
解
釈
と
は
反
対
に
、
単
に
直
接
的
信
仰
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
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瞭
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
氏
が
私
に
於
て
非
難
さ
れ
る
「
ト
リ
ッ
ク
」
と
い
う
も
の
は
、
反
対
に
、
哲
学

時
評
家
と
し
て
の
本
多
謙
三
氏
の
も
の
で
あ
り
、
氏
の
時
評
家
的
野
心
か
ら
意
識
的
な
い
し
無
意
識
的
に
生
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
更
に
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。

三

本
多
氏
は
云
う
、「
す
る
と
人
間
学
と
『
事
実
』
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
事
実
』
は
ど
こ
ま

で
も
客
体
的
存
在
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
と
い
う
よ
う
な
物
心
的
、
主
客
的
存
在
も
そ
れ
と
等
置
さ

れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
人
間
を
絶
対
に
否
定
し
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。」
私
の
歴
史
哲

学
の
多
少
と
も
注
意
深
い
読
者
に
か
く
の
如
き
設
問
と
推
断
と
が
出
来
た
と
し
た
な
ら
ば
、
奇
怪
で
あ
る
。
先

ず
、
本
多
氏
は
人
間
学

0

0

0

と
事
実
と
の
関
係
に
就
い
て
問
い
、
そ
し
て
人
間
0

0

と
事
実
と
の
関
係
に
就
い
て
断
ぜ
ら
れ

る
。
こ
れ
一
の
甚
し
き
混
乱
で
は
な
い
か
。「
人
間
」
と
「
人
間
学
」
と
は
同
一
で
な
い
、
後
者
は
ど
こ
ま
で
も

意
識
の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
を
同
一
視
さ
れ
る
の
は
、
本
多
氏
自
身
の
観
念
論
が
知
ら
ず
識
ら
ず
現
れ
た
も
の
と

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
本
多
氏
が
疑
問
に
さ
れ
た
よ
う
な
人
間
学
と
事
実
と
の
関
係
に
就
い
て
は
私
の

書
物
の
第
五
章
の
全
体
に
亙
っ
て
、
特
に
二
四
九
―
二
五
五
頁
〔
二
三
一
―
二
三
七
頁
【
第
五
章
第
二
節
「
第
一
、
人
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拙
著
批
評
に
答
え
る

間
学
」
以
下
】〕
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
も
う
一
度
読
み
直
し
て
み
ら
れ
る
が
よ
い
。
次
に
、
人
間
と
事
実
と
の
関

係
に
就
い
て
は
、
本
多
氏
の
勝
手
な
推
断
と
は
全
く
反
対
に
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
然
し
人
間
は

単
に
主
体
的
事
実
で
な
く
、
同
時
に
客
体
的
存
在
で
あ
る
。
人
間
は
現
実
的
な
も
の
と
し
て
主
体
＝
客
体
の
統
一

で
あ
る
。
こ
の
統
一
は
対
立
に
於
け
る
統
一
で
あ
り
、
従
っ
て
人
間
は
そ
の
本
性
に
於
て
弁
証
法
的
な
も
の
で
あ

る
。
人
間
は
自
己
を
絶
え
ず
二
つ
の
も
の
に
分
裂
し
、
分
裂
し
つ
つ
統
一
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
は

運
動
的
、
発
展
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
人
間
を
単
に
主
体
的
に
の
み
捉
え
て
、
同
時
に
客
体
的
に
捉
え
な
い
こ
と

は
、
そ
れ
自
身
ま
た
一
の
非
歴
史
的
な
見
方
と
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（
二
六
一
頁
〔
二
三
三
頁
【
二
四
二
頁
】〕【
第

五
章
第
三
節
】）。
蓋
し
私
は
事
実
及
び
存
在
を
主
体
及
び
客
体
と
し
て
規
定
し
た
。
私
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
事
実

で
あ
る
と
共
に
存
在
で
あ
り
、
両
者
の
弁
証
法
的
統
一
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
人
間
は
単
に
0

0

事
実

で
な
い
と
共
に
、
事
実
も
単
に
0

0

人
間
的
な
も
の
で
な
い
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
と
こ
ろ
で
本
多
氏
も
右

に
引
用
し
た
文
章
の
中
で
「
人
間
と
い
う
よ
う
な
物
心
的
、
主
客
的
存
在
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
私
と
本
多
氏

と
の
相
違
は
、
氏
が
無
雑
作
に
常
識
的
に
「
主
客
的
存
在
」
と
い
う
の
を
私
は
少
し
く
哲
学
的
に
解
明
し
た
と
こ

ろ
に
あ
り
、且
つ
「
物
心
的
」
と
「
主
客
的
」
と
が
対
応
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
論
究
し
た
点
に
あ
る
。

か
く
て
私
は
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
私
の
書
物
の
何
処
に
於
て
も
本
多
氏
の
評
さ
れ
る
如
き
「
人
間
を
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絶
対
に
否
定
し
超
越
し
た
も
の
」
と
し
て
の
事
実
に
就
い
て
語
っ
た
こ
と
が
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
哲
学
時
評
家
本

多
謙
三
氏
の
「
新
発
見
」
に
属
し
て
い
る
。
却
っ
て
私
は
、
我
々
の
根
源
的
な
存
在
理
解
に
於
て
歴
史
と
人
間
と

が
つ
ね
に
一
緒
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
二
一
九
頁
〔
二
〇
四
頁
〕【
第
五
章
第
一
節
「
こ
の
区
別
は
歴
史
の
」】
以
下
）、

従
っ
て
歴
史
哲
学
の
中
心
問
題
が
つ
ね
に
人
間
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
私
の
い
う
事
実
は
人
間
を
絶
対
に
超
越

し
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
は
事
実
と
存
在
と
の
弁
証
法
的
統
一
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
於
て
高

山
氏
が
、私
の
立
場
は
ジ
ン
メ
ル
に
最
も
近
い
と
云
わ
れ
た
の
に
は
承
服
し
難
い
と
し
て
も
、そ
れ
を
一
種
の
「
生

の
哲
学
」
で
あ
る
と
評
さ
れ
た
の
は
、
本
多
氏
の
批
評
よ
り
も
適
切
で
あ
ろ
う
。
な
る
ほ
ど
私
は
実
に
屡
々
超
越

に
就
い
て
語
っ
た
、
然
し
私
は
ま
た
そ
の
つ
ど
内
在
に
就
い
て
も
語
っ
た
、
そ
し
て
私
の
い
う
超
越
は
、
本
多
氏

の
想
像
さ
れ
る
如
き
、
屏
風
の
う
し
ろ
に
机
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
超
越
と
い
う
語

も
哲
学
者
に
よ
っ
て
ま
こ
と
に
種
々
な
る
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
リ
ッ
カ
ー
ト
の
い
う
超
越
と
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
超
越
と
は
ま
る
で
違
っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
の
い
う
超
越
は
ま
た
そ
の
い
ず
れ
と
も
等
し
く

な
い
。
私
は
超
越
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
存
在
と
事
実
と
の
非
連
続

0

0

0

を
、
そ
し
て
か
よ
う
な
存
在
と
事
実
と
の
分

離
が
あ
る
の
は
人
間
に
は
意
識
0

0

が
属
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
を
現
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
事
実
が
意
識

に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
存
在
も
意
識
に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
、
―
―
私
は
こ
れ
を
「
二
重
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拙
著
批
評
に
答
え
る

の
超
越
」
と
呼
び
、「
か
く
の
如
き
二
重
の
超
越
が
初
め
て
行
為
の
立
場
（
現
実
的
な
実
践
の
こ
と
）
を
成
立
せ

し
め
る
の
で
あ
る
」
と
書
い
て
い
る
（
一
九
一
頁
〔
一
七
八
頁
〕）、
―
―
固
よ
り
二
つ
の
場
合
に
於
て
超
越
の
意

味
が
同
じ
く
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
に
相
応
し
て
意
識
の
構
造
も
二
つ
の
方
向
、
即
ち
表
象
の
方
向
と

情
意
の
方
向
と
に
分
れ
る
（
二
九
七
頁
〔
二
七
五
頁
〕
以
下
【
第
六
章
第
三
節
「
意
識
が
織
り
」
以
下
】
を
見
よ
）。
我
々

は
今
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」Intentionalität 

と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
関
心
性
」Sorge	

と
に
相
応
す

る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
要
す
る
に
次
の
如
く
考
え
て
よ
い
、
人
間
は
そ
の

0

0

0

0

0

構
造
に
於
て
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
的
構
造
を
有
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
こ
の
構
造
は
意
識
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
こ
の

媒
介
は
固
よ
り
弁
証
法
的
意
味
を
有
す
る
。
或
は
意
識
は
弁
証
法
的
超
越
の
媒
介
的
根
源
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
こ
で
フ
ッ

サ
ー
ル
の
い
う
志
向
性
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
い
う
関
心
性
―
―
私
は
そ
の
う
ち
に
こ
れ
ら
に
代
る
べ
き
一
層
適
切

な
術
語
を
提
説
し
得
る
か
も
知
れ
な
い
―
―
も
、
本
来
、
一
方
は
客
体
的
方
向
に
於
け
る
、
他
方
は
主
体
的
方
向

に
於
け
る
、
内
在
的
超
越
、
超
越
的
内
在
を
意
味
し
、
両
者
は
弁
証
法
的
統
一
的
に
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

存
在
と
事
実
と
は
右
の
如
き
意
味
に
於
て
構
造
的
概
念

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
私
が
そ
の
区
別
を
つ
ね
に
「
秩
序
に
於
け
る
」

区
別
で
あ
る
と
云
っ
た
の
は
、
こ
の
こ
と
を
表
さ
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。

然
る
に
本
多
氏
は
人
間
を
「
主
客
的
存
在
」
と
自
分
で
も
称
し
な
が
ら
、
主
体
と
客
体
と
を
哲
学
的
に
区
別
す
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〇

る
こ
と
を
欲
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
両
者
の
区
別
を
予
想
せ
ず
し
て
如
何
に
し
て
主
客
的
存
在
な
ど
と
云
わ
れ

得
る
の
で
あ
る
か
。
人
間
は
統
一
で
あ
り
な
が
ら
つ
ね
に
自
己
を
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
に
分
裂
せ
し
め
る
。
主

体
と
客
体
と
へ
の
分
裂
が
あ
れ
ば
こ
そ
、人
間
に
は
優
越
な
意
味
に
於
て
実
践
0

0

と
い
う
こ
と
が
属
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
弁
証
法
的
対
立
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
、
人
間
の
実
践
と
い
う
こ
と
も
例
え
ば
植
物
の
「
生
長
」

と
い
う
如
き
こ
と
と
区
別
さ
れ
ず
、従
っ
て
真
に
実
践
的
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。植
物
も
動
物
も「
実
践
的
」

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
主
体
と
客
体
と
へ
の
弁
証
法
的
分
裂
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
人
間
に
は
優
越
な
意
味
に
於

て
認
識
0

0

と
い
う
こ
と
が
属
す
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
認
識
と
い
う
こ
と
に
せ
よ
、
実
践
と
い
う
こ
と

に
せ
よ
、
つ
ね
に
必
ず
主
体
及
び
客
体
と
い
う
対
立
的
概
念
を
予
想
せ
ず
し
て
は
成
立
し
得
な
い
。
も
し
出
来
る

と
す
る
な
ら
ば
、
本
多
氏
は
そ
の
証
明
の
責
任
を
負
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
氏
は
云
う
、「
自
己
を
も
先
ず
客0

観
し
て

0

0

0

、
自
ら
の
社
会
的
、
歴
史
的
、
そ
し
て
自
然
的
全
体
に
お
け
る
地
位
を
見
究
め
、
か
く
し
た
上
で
自
己
の

行
動
0

0

が
他
の
客
体
0

0

に
対
し
て
と
る
因
果
関
係
を
測
定
し
、
然
る
後
で
初
め
て
自
己
を
包
む
全
体
性
へ
の
信
頼
を
以

0

0

0

0

て
断
乎
と
し
て
行
動
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
が
、
唯
物
弁
証
法
に
お
け
る
実
践
で
な
く
て
は
な
る
ま
い
」（
傍
点
三
木
）。
こ
の

考
は
ま
こ
と
に
正
し
い
。
然
る
に
こ
の
文
章
に
は
客
観
と
か
客
体
と
か
い
う
語
が
現
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
主
観

な
い
し
主
体
に
対
し
て
有
意
味
で
あ
り
、
そ
こ
に
い
う
行
動
は
主
体
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
（
主
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一

拙
著
批
評
に
答
え
る

体
的
事
実
も
客
体
的
存
在
と
結
び
付
く
こ
と
な
し
に
は
現
実
的
な
行
動
の
あ
り
得
な
い
こ
と
は
さ
き
に
述
べ
て
お
い
た
）。

ま
た
「
信
頼
を
以
て
断
乎
と
し
て
」
行
動
す
る
と
い
う
の
は
、
主
体
的
な
言
葉
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
行

動
と
か
実
践
と
か
が
単
に
客
体
的
も
し
く
は
対
象
的
に
の
み
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、如
何
に
し
て「
信

頼
を
以
て
断
乎
と
し
て
」
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
於
て
は
真
理
の

基
準
が
実
践
に
お
か
れ
る
。
然
る
に
も
し
こ
の
場
合
実
践
と
い
う
こ
と
が
単
に
0

0

客
体
的
な
意
味
し
か
も
た
な
い
と

す
れ
ば
、
何
が
真
理
で
あ
る
か
は
要
す
る
に
あ
と
か
ら
の
み

0

0

0

0

0

0

経
験
的
に
決
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
り
、
―

―
従
っ
て
他
の
経
験
論
と
根
本
的
に
は
同
じ
く
悪
し
き
相
対
主
義
に
陥
る
こ
と
と
な
り
、
―
―
そ
れ
故
に
そ
の
場

合
自
己
の
理
論
に
「
信
頼
し
て
断
乎
と
し
て
」
行
動
す
る
こ
と
も
不
可
能
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
云
え
ば
、

本
多
氏
は
或
は
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
的
統
一
と
い
う
思
想
を
持
ち
出
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。然
し
な
が
ら
、

理
論
と
実
践
と
い
う
如
き
性
質
の
二
つ
の
も
の
が
如
何
に
し
て
対
立
物
で
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
れ

ら
が
如
何
に
し
て
統
一
で
あ
り
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
理
論
と
実
践
と
の
弁
証
法
が
な
ん
ら
か
の
意
味
で
考
え
ら

れ
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
実
践
と
い
う
こ
と
が
我
々
の
い
う
如
き
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
を
除
い
て
は
考
え

ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
且
つ
意
識
、
特
に
理
論
が
か
よ
う
な
存
在
と
事
実
と
の
弁
証
法
的
関
係
に
対
し
て
特
殊

な
位
置
を
占
め
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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四

右
に
云
っ
た
如
く
人
間
が
主
体
と
客
体
と
に
分
裂
す
る
の
は
、
人
間
に
は
弁
証
法
的
超
越
の
媒
介
的
根
源
と
し

て
優
越
な
意
味
に
於
け
る
意
識
が
属
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
意
識
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
主
体
は
自
己
を

そ
の
主
体
性
に
於
て
告
知
し
得
な
い
。
ま
た
意
識
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
客
体
は
自
己
を
そ
の
客
体
性
も
し
く
は

客
観
性
に
於
て
現
す
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
比
喩
的
に
云
え
ば
、
意
識
は
客
観
的
存
在
と
主
体
的
事
実

と
の
い
わ
ば
中
間
に
介
在
す
る
。
然
る
に
意
識
の
か
く
の
如
き
中
間
性
は
一
層
正
確
に
は
そ
れ
の
極
限
性

0

0

0

を
意
味

す
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
意
識
の
根
本
的
な
存
在
論
的
規
定
は
、
そ
れ
が
存
在
論
的
意
味
に
於
け
る
極
限
概
念
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
主
体
の
客
体
へ
の
方
向
に
於
け
る
極
限
で
あ
る
と
共
に
、
客

体
の
主
体
へ
の
方
向
に
於
け
る
極
限
で
あ
る
。
意
識
は
一
面
事
実
に
属
し
、
事
実
の
属
性
0

0

と
も
見
ら
れ
得
る
と
共

に
、
他
面
そ
れ
自
身
の
領
域
0

0

を
形
作
り
、
従
っ
て
ひ
と
つ
の
存
在
と
も
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
存
在

と
事
実
と
は
共
に
意
識
を
超
越
す
る
と
見
ら
れ
得
る
か
ら
に
は
、
意
識
は
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
と
も
云
わ

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
存
在
と
事
実
と
は
秩
序
を
異
に
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
事
態
を
凡
て
考
慮
に

入
れ
る
な
ら
ば
、意
識
の
根
本
的
規
定
は
極
限
性
と
し
て
哲
学
的
に
規
定
さ
れ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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拙
著
批
評
に
答
え
る

そ
し
て
次
に
こ
の
よ
う
に
事
実
と
存
在
と
の
中
間
に
介
在
す
る
意
識
の
根
本
的
性
質
は
媒
介
性

0

0

0

で
あ
る
と
云
わ
れ

よ
う
。
主
体
の
意
味
及
び
主
体
の
客
体
に
対
す
る
根
源
的
な
要
求
は
意
識
に
於
て
主
と
し
て
情
意
的
に
表
出
さ
れ

る
。
ま
た
客
体
は
意
識
に
於
て
表
象
的
に
模
写
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
客
体
の
主
体
に
は
た
ら
き
か
け
る
と
こ

ろ
の
客
体
の
主
体
的
な
意
味
も
意
識
に
於
て
表
現
さ
れ
る
。
我
々
は
意
識
に
於
て
事
実
を
そ
の
主
体
性
に
於
て
知

る
に
至
る
ば
か
り
で
な
く
、
存
在
も
ま
た
意
識
に
於
て
客
観
化
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
を
通
じ

て
意
識
は
存
在
と
事
実
と
を
媒
介
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
も
意
識
は
或
る
極
限
的
な
も
の
と
し
て
か
か
る
媒

介
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
等
か
存
在
と
事
実
と
に
共
通
な
も
の
と
し
て
そ
の
共
通
性

0

0

0

に
於
て
両
者
を
媒
介

す
る
の
で
は
な
い
。
か
く
の
如
き
媒
介
は
形
式
論
理
的
な
、
類
概
念
的
な
媒
介
で
あ
り
、
従
っ
て
真
の
媒
介
と
は

云
わ
れ
な
い
。
弁
証
法
的
な
媒
介
は
凡
て
或
る
極
限
性
の
媒
介

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
私

は
主
体
を
も
っ
て
行
為
的
な
も
の
と
考
え
た
。
然
る
に
こ
の
行
為
は
私
に
と
っ
て
も
、
本
多
氏
の
推
断
さ
れ
る
の

と
は
反
対
に
、
決
し
て
直
接
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
先
ず
、
主
体
的
事
実
は
つ
ね
に
客
体
的
存
在
に
結
び
付
く

こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
現
実
的
な
意
味
で
は
行
為
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
次
に
、
主
体

的
事
実
は
絶
え
ず
意
識
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
現
実
的
に
行
為
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
、
蓋

し
既
に
意
識
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
主
体
＝
客
体
的
構
造
と
い
う
も
の
も
な
く
、
そ
れ
が
な
け
れ
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ば
実
践
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
。
然
る
に
か
よ
う
な
主
体
＝
客
体
的
構
造
は
同
時
に
理
論
的
認
識
の
可
能
と

な
る
基
礎
で
あ
る
。
そ
こ
で
理
論
と
実
践
と
は
必
然
的
に
結
び
付
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
意
識
的
で
あ
る

か
ら
と
云
っ
て
、
現
実
的
な
行
為
が
あ
る
の
で
は
な
い
、
現
実
的
な
行
為
は
必
ず
客
体
的
存
在
に
結
び
付
い
た
と

こ
ろ
の
行
為
で
あ
る
。
根
源
的
な
弁
証
法
的
運
動
は
存
在
と
事
実
と
の
間
に
行
わ
れ
る
。
意
識
は
こ
の
運
動
の
過

程
に
於
て
媒
介
者
と
し
て
は
た
ら
く
。
し
か
も
そ
れ
の
媒
介
性
は
そ
れ
の
極
限
性
と
い
う
こ
と
と
離
れ
な
い
。
存

在
と
事
実
と
の
弁
証
法
は
意
識
の
媒
介
を
通
じ
て
具
体
的
と
な
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
具
体
的
な
弁
証
法
は
意
識

的
な
弁
証
法
で
あ
り
、
或
は
自
覚
的
な
も
の
の
弁
証
法
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
ま
た
基
本
的
な
意
識
形
態
が
お
の
ず
か
ら
三
つ
の
も
の
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
も
理
解

さ
れ
よ
う
。
私
は
最
近
そ
れ
ら
を
ド
ク
サ

0

0

0

、
ミ
ュ
ト
ス

0

0

0

0

及
び
ロ
ゴ
ス

0

0

0

と
し
て
術
語
的
に
規
定
し
、
私
の
思
想
組
織

の
中
へ
導
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
今
後
の
適
用
に
よ
っ
て
豊
富
に
さ
れ
、
或
は
ま
た
規
定

さ
れ
直
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
存
在
と
事
実
と
は
弁
証
法
的
関
係
に
あ
る
か
ら
、
両
者
は
一
面
内
在
的
連
続
的

で
あ
る
と
共
に
、
他
面
超
越
的
非
連
続
的
で
あ
り
、
そ
し
て
ド
ク
サ
的
意
識
と
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
と
は
か
く
の
如

き
両
面
に
そ
れ
ぞ
れ
一
面
的
に
相
応
す
る
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
に

於
て
は
存
在
と
事
実
と
の
超
越
的
非
連
続
的
な
関
係
が
一
面
的
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
反
し
て
ド
ク
サ
的
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拙
著
批
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に
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る

意
識
に
於
て
は
両
者
の
内
在
的
連
続
的
な
関
係
が
一
面
的
に
意
識
さ
れ
る
。
両
者
の
関
係
を
唯
単
に
内
在
的
連
続

的
と
し
て
把
捉
す
る
の
は
、
歴
史
哲
学
の
中
で
示
し
て
お
い
た
如
く
、
有
機
体
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
れ
だ
か

ら
ド
ク
サ
的
意
識
は
一
種
の
有
機
的
意
識
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
ミ
ュ
ト
ス
的
意
識
が
単
に
客
体
的
な
或
は

対
象
的
な
意
識
で
な
い
こ
と
は
言
う
を
俟
た
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ド
ク
サ
的
意
識
と
て
も
そ
う
で
あ
る
。
蓋
し
な
ん
ら

か
の
有
機
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
決
し
て
単
に
客
体
の
秩
序
の
み
に
於
て
は
考
え
ら
れ
ず
、
事
実
と
存
在
と

い
う
如
き
秩
序
の
異
な
る
二
つ
の
も
の
を
予
想
す
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
間
の
関
係
を
唯
単
に
内
在
的
連

続
的
と
し
て
捉
え
る
と
こ
ろ
に
有
機
的
な
も
の
の
意
識
は
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ド
ク
サ
的
意
識
、
ミ
ュ
ト
ス
的
意

識
の
い
ず
れ
も
が
一
面
的
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
的
意
識
、
従
っ
て
科
学
的
意
識
に
於
て
初
め
て
そ
れ
ら
の
一
面
性
は

脱
却
さ
れ
る
。
従
っ
て
真
の
ロ
ゴ
ス
な
い
し
理
論
は
弁
証
法
的
な
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
ロ
ゴ
ス
の

媒
介
に
よ
っ
て
弁
証
法
は
初
め
て
真
に
自
覚
的
と
云
わ
れ
得
る
弁
証
法
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

る
。
か
よ
う
に
し
て
私
は
実
践
を
何
等
か
単
に
直
接
的
な
も
の
と
考
え
る
者
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

尤
も
私
は
『
歴
史
哲
学
』
に
於
て
理
論
と
実
践
と
の
関
係
に
就
い
て
説
く
こ
と
が
あ
ま
り
に
少
な
か
っ
た
か
も

知
れ
な
い
。
こ
れ
に
は
客
観
的
及
び
主
観
的
の
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。
即
ち
一
方
客
観
的
に
は
、
私
は
、
意
識

と
か
自
覚
と
か
を
つ
ね
に
最
初
に
且
つ
前
面
に
持
ち
出
し
て
物
を
考
え
る
従
来
の
考
え
方
と
は
違
っ
た
コ
ー
ス
を
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と
っ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。
そ
し
て
他
方
主
観
的
に
は
、
私
自
身
に
於
て
意
識
の
問
題
が
な
お
体
系
的
に
解
決
さ

れ
て
お
ら
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。
右
に
述
べ
た
こ
と
も
な
お
全
く
不
十
分
で
あ
る
。
然
し
私
は
今
後
出
来
る
だ

け
速
か
に
意
識
の
問
題
に
或
る
程
度
の
解
決
を
与
え
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
の
思
想
は
生

成
の
過
程
に
あ
る
。
単
に
「
事
実
」
の
概
念
に
限
ら
ず
、
私
の
思
想
の
有
す
る
諸
根
本
概
念
は
こ
れ
か
ら
も
規
定

さ
れ
直
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
新
し
き
諸
概
念
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
は
ま
だ
ま
だ
学
び
、
ま

だ
ま
だ
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
は
こ
の
国
に
於
て
も
西
田
博
士
、
田
辺
博
士
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
主
流

哲
学
」
か
ら
学
ぶ
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
畏
友
本
多
氏
か
ら
も
多
く
を
学
び
た
い
と
思
う
。
従
っ
て
私
が
こ
の
文
章

に
於
て
多
少
逆
襲
に
出
た
こ
と
を
咎
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
を
も
っ
て
私
に
も
ま
だ
ま
だ
闘
志
が
枯
渇

し
て
い
な
い
し
る
し
と
な
し
、
且
つ
こ
れ
を
も
っ
て
私
の
う
ち
に
な
お
残
さ
れ
て
い
る
発
展
可
能
性
の
現
れ
で
あ

る
と
し
て
受
取
ら
れ
、
本
多
謙
三
氏
が
今
後
種
々
な
る
教
示
を
惜
み
な
く
与
え
ら
れ
ん
こ
と
を
願
う
。
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題	

	

【1932.9

】

一

最
近
文
壇
の
一
部
で
い
わ
ゆ
る
「
純
粋
文
学
の
滅
亡
」
と
い
う
題
目
が
特
に
取
上
げ
ら
れ
て
問
題
に
さ
れ
た
。

尤
も
こ
の
問
題
は
今
に
初
ま
っ
た
こ
と
で
な
く
、
数
年
こ
の
か
た
絶
え
ず
触
れ
ら
れ
て
来
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ

る
。
純
粋
文
学
の
滅
亡
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
る
の
と
同
様
の
意
味
で
、
哲
学
の
衰
頽
と
い
う
こ
と
が
ま
た

問
題
に
な
り
得
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
文
学
に
何
か
純
粋
文
学
と
い
う
如
き
も
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
、
哲
学
に
も
何
か
純
粋
な
も
の
が
あ
る
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
な
、
純
粋
な
も
の
は
哲

学
の
一
種
類
も
し
く
は
一
部
分
で
は
な
く
て
、哲
学
は
凡
そ
何
か
純
粋
な
も
の
一
般
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
今
日
純
粋
文
学
の
滅
亡
が
問
題
に
さ
れ
る
な
ら
ば
、
哲
学
の
衰
頽
は
そ
れ
に
も
ま
し
て
問
題
と
な
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
か
の
如
く
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
哲
学
は
衰
頽
し
つ
つ
あ
る
」、
こ
れ
が
今
日
人
々
の
間
で
一

般
に
支
配
し
て
い
る
心
理
で
あ
り
、
或
は
見
方
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。



二
五
八

か
く
云
わ
れ
る
哲
学
の
衰
頽
の
徴
候
は
何
処
に
、
如
何
な
形
で
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
い
わ

ゆ
る
大
衆
の
哲
学
に
対
す
る
関
心
と
熱
意
と
の
衰
頽
に
於
て
見
出
さ
れ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
出
版
さ
れ
る
哲
学
書

の
数
は
今
日
と
雖
も
決
し
て
少
な
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
今
日
人
々
は
、
嘗
て
ベ
ル
グ
ソ

ン
、
オ
イ
ケ
ン
な
ど
の
流
行
し
た
当
時
の
よ
う
な
、
或
は
ま
た
西
田
哲
学
が
普
及
し
た
当
時
の
よ
う
な
関
心
と
熱

意
と
を
哲
学
に
対
し
て
感
じ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
哲
学
は
今
日
一
般
人
に
対
し
て
か
の
時
代
の
如
き
影
響
力
な

い
し
指
導
力
を
有
す
る
も
の
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
。
今
日
哲
学
に
興
味
を
よ
せ
て
い
る
者
は
、
一
般
社
会
か
ら

し
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
時
代
遅
れ
の
人
、
意
志
と
力
と
を
欠
け
る
人
と
い
う
風
に
さ
え
見
ら
れ
る
。
或
る
論

者
は
云
お
う
。
か
よ
う
な
状
態
は
哲
学
に
と
っ
て
な
ん
ら
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
な
い
、
と
。
な
ぜ
な
ら
か
の
当
時

人
々
が
哲
学
を
求
め
た
の
は
そ
れ
か
ら
人
生
観
、
も
し
く
は
世
界
観
を
得
ん
が
た
め
で
あ
っ
た
。
然
し
哲
学
は
本

来
科
学
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
哲
学
は
世
界
観
や
人
生
観
―
―
こ
れ
は
科
学
の
問
題
で
な
く

て
信
仰
の
問
題
で
あ
る
―
―
を
与
え
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
な
い
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
も
の
を
求
め
る
一
般
人
が

哲
学
か
ら
離
れ
去
っ
た
と
い
う
こ
と
は
哲
学
に
と
っ
て
な
ん
ら
の
損
失
を
も
意
味
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
も
ち

ろ
ん
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
、
或
は
カ
ー
ル
・
ヤ
ス
パ
ー
ス
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
「
予
言
者
的
哲
学
」
の
理
念

に
必
ず
し
も
同
意
す
る
者
で
な
い
か
ら
、
論
者
の
こ
の
よ
う
な
意
見
に
も
或
る
真
理
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

人
生
観
や
世
界
観
は
、
哲
学
者
自
身
の
場
合
に
於
て
さ
え
、
根
源
的
に
は
哲
学
に
よ
っ
て
初
め
て
与
え
ら
れ
る
の

で
な
く
、
他
の
処
で
、
現
実
の
生
活
の
中
か
ら
、
既
に
い
わ
ば
自
然
生
的
に
形
作
ら
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
よ
う
。

然
し
な
が
ら
人
間
は
彼
等
の
生
活
の
種
々
な
る
機
会
に
於
て
、
彼
等
の
自
然
生
的
な
世
界
観
を
反
省
し
、
そ
れ
を

基
礎
付
け
よ
う
と
す
る
要
求
を
感
じ
る
。
こ
の
と
き
哲
学
は
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
謂
ゆ
る
大
衆
の
哲
学
に

対
す
る
関
心
と
熱
意
と
の
衰
頽
は
一
般
的
な
哲
学
の
衰
頽
の
ひ
と
つ
の
徴
候
と
見
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。第
二
、

哲
学
の
衰
頽
の
他
の
ひ
と
つ
の
徴
候
は
哲
学
と
爾
余
の
文
化
と
の
交
渉
の
稀
薄
と
い
う
と
こ
ろ
に
於
て
認
め
ら
れ

る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
ど
こ
ま
で
も
科
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
然
し
こ
の
こ
と
は
哲
学
が
た
だ
科
学
に
の
み

結
び
付
き
、
そ
れ
を
の
み
地
盤
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
哲
学
は
更
に
芸
術
そ
の
他
の
諸

文
化
と
密
接
な
交
渉
に
立
つ
こ
と
が
出
来
、
ま
た
立
つ
べ
き
で
あ
ろ
う
。
哲
学
と
他
の
諸
文
化
と
の
関
係
は
云
う

ま
で
も
な
く
交
互
的
で
あ
る
。
哲
学
は
諸
文
化
に
影
響
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
力
と
豊
富
さ
と
を
示
し
、
諸

文
化
か
ら
影
響
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
豊
富
さ
と
力
と
を
増
す
。
こ
れ
に
反
し
そ
れ
が
他
の
諸
文
化
か
ら

孤
立
し
て
お
れ
ば
お
る
ほ
ど
、
或
は
孤
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
無
力
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
実
に
か
よ
う
な
無
力
さ
が
現
在
日
本
の
哲
学
を
特
徴
付
け
て
い
る
か
の
如
く
見
え
る
。こ
の
状
態
は
た
し
か
に
、

一
方
か
ら
考
え
れ
ば
、
我
々
の
哲
学
が
あ
ま
り
に
短
い
伝
統
し
か
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
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我
々
が
普
通
に
哲
学
と
い
っ
て
い
る
も
の
が
日
本
に
移
植
さ
れ
た
の
は
明
治
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
諸
文

化
と
の
間
に
密
接
な
交
渉
が
行
わ
れ
る
に
至
る
ま
で
に
は
相
当
長
い
伝
統
の
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
一
般
的
に
哲
学
と
諸
文
化
と
の
交
互
作
用
に
就
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
は
固
よ
り
文
化
主
義
と
い
う
こ
と

と
は
直
接
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
或
る
場
合
に
は
哲
学
は
最
も
決
定
的
に
文
化
に
対
し
て
反
対
す
る
こ
と
も
あ
ろ

う
。
然
し
そ
の
と
き
に
は
ま
た
そ
う
い
う
仕
方
で
哲
学
は
諸
文
化
と
交
渉
関
係
し
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

第
三
、
今
日
哲
学
の
衰
頽
の
徴
候
は
就
中
そ
れ
と
他
の
諸
科
学
と
の
没
交
渉
と
い
う
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
る
と

云
わ
れ
得
よ
う
。
哲
学
は
科
学
的
で
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
そ
の
時
代
の
諸
文
化
の
う
ち
、
就
中
諸
科
学
と
特

に
密
接
な
関
係
に
立
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
嘗
て
西
南
学
派
の
新
カ
ン
ト
主
義
か
ら
出
た
左
右
田
博
士
の

活
動
華
か
な
り
し
頃
、そ
の
影
響
の
も
と
に
経
済
学
徒
に
し
て
哲
学
を
研
究
す
る
者
が
輩
出
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ま
た
同
じ
時
代
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
他
の
一
方
向
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
影
響
を
受
け
て
、
哲
学
者
に
し
て
数
学

や
物
理
学
な
ど
を
研
究
す
る
者
も
少
な
く
は
な
か
っ
た
。
然
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
一
時
の
流
行
に
終
っ
た
。
今

日
で
は
一
般
的
に
云
っ
て
哲
学
は
科
学
に
対
し
て
孤
立
し
て
い
る
。
ひ
と
は
こ
こ
に
哲
学
の
衰
頽
の
ひ
と
つ
の
顕

著
な
徴
候
を
見
出
し
得
る
と
信
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
当
時
経
済
学
者
に
し
て
哲
学
を
追
う
た
人
々
も
、
今
で
は

哲
学
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
経
済
学
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
し
た
。
そ
し
て
我
々
は
そ
う
い
う
人
々
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

が
良
い
経
済
学
者
に
な
り
、
或
は
良
い
哲
学
者
に
な
っ
た
と
信
ず
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。

二

右
に
記
し
た
三
つ
の
徴
候
は
固
よ
り
決
し
て
相
互
に
無
関
係
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
凡
て
現
代
に
於
け
る
一
般

的
な
文
化
危
機
の
種
々
な
る
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
危
機
は
哲
学
に
就
い
て
云
え
ば
先
ず
そ
の
非

現
実
性
と
し
て
総
括
さ
れ
る
。
大
衆
が
哲
学
に
対
し
て
関
心
と
熱
意
と
を
失
っ
た
の
は
、
現
在
の
哲
学
が
彼
等
の

自
然
生
的
な
世
界
観
と
交
渉
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
従
っ
て
彼
等
の
反
省
に
と
っ
て
生
命
と
な
り
得
る
知
識
や
概

念
を
与
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
他
の
諸
文
化
、
そ
れ
故
に
ま
た
科
学
の
場
合
に
於
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
現
在
の

哲
学
が
そ
れ
ら
に
対
し
て
指
導
的
、
刺
戟
的
、
暗
示
的
で
あ
る
よ
う
な
概
念
と
知
識
と
を
含
む
こ
と
の
あ
ま
り
に

少
な
い
故
に
、
そ
れ
ら
は
哲
学
の
研
究
の
必
要
も
興
味
も
感
じ
な
い
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
然
る
に
哲
学
が

そ
の
時
代
の
生
活
及
び
文
化
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
積
極
的
に
交
渉
を
も
と
う
と
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
と
り

も
な
お
さ
ず
、
哲
学
的
精
神
の
枯
渇
も
し
く
は
死
滅
で
あ
り
、
従
っ
て
実
に
哲
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
危
機
を

意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
的
精
神
な
き
哲
学
者
も
な
お
「
教
師
」
で
あ
り
、殊
に
今
の
よ
う
な
時
代
に
於
て
は
、

善
良
な
少
な
く
と
も
無
害
な
教
師
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
彼
は
研
究
者
と
は
云
わ
れ
ず
、
ま
し
て
哲
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学
者
と
は
云
わ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。
古
来
勝
れ
た
る
哲
学
者
は
凡
て
そ
の
時
代
の
悩
み
を
最
も
深
く
悩
ん
だ
人

で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
苦
し
め
る
者
に
皮
肉
と
冷
笑
と
を
送
る
の
を
も
っ
て
哲
学
者
的
超
越
と
で

も
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
古
来
勝
れ
た
る
哲
学
は
凡
て
そ
の
時
代
の
諸
文
化
、
特
に
諸
科
学
に
対
し
て
積

極
的
に
通
路
を
開
拓
す
る
こ
と
を
怠
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
の
危
機
は
普
遍
的
な
文
化
危
機
の
一
表
現
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
右
に
記
し
た
諸
徴
候
に
於
て
見
ら
れ
る
哲
学
の
衰
頽
は
、
固
よ
り
単
に
哲
学
の
側
の
み
の
責
任

に
帰
せ
ら
る
べ
き
で
な
い
。
そ
れ
ら
の
諸
徴
候
に
現
れ
た
普
遍
的
な
文
化
危
機
は
、
い
ま
特
に
哲
学
的
な
関
係
に

於
て
言
い
表
せ
ば
、
一
般
的
に
理
論
的
意
識
の
喪
失
と
し
て
総
括
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
理
論
的
意

識
の
喪
失
と
い
う
こ
と
は
現
代
の
文
化
危
機
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
今
日
経
済
学
は
流
行
の
科
学
で
あ
る
。
そ
れ
の
流
行
が
単
な
る
流
行
以
上
の
強
い
現
実
の
根
柢
を
有

す
る
と
い
う
こ
と
は
誰
の
眼
に
も
明
白
で
あ
っ
て
、
何
人
と
雖
も
否
定
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
一
寸
注
意
し

て
見
る
な
ら
ば
、
今
日
経
済
学
の
か
く
も
盛
大
な
る
に
も
拘
ら
ず
、
理
論
経
済
学
者
の
如
何
に
少
な
い
か
に
多
少

驚
か
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
マ
ル
ク
ス
主
義
が
大
学
か
ら
閉
め
出
さ
れ
て
以
来
理
論
経
済
を
や
る
者
は

次
第
に
な
く
な
っ
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
し
て
も
景
気
観
測
だ
、
或
は
統
制
経
済
、
農
村
対
策
、
満
蒙

経
営
等
々
、
ど
ち
ら
を
見
て
も
政
策
論
ば
か
り
で
あ
る
。
私
は
講
壇
学
者
の
政
策
論
な
る
も
の
に
ど
れ
ほ
ど
の
価
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哲
学
の
衰
頽
と
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建
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値
が
あ
る
か
を
知
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
問
題
に
特
別
関
心
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
現
代
の
社
会
状
勢
に
於
て
十

分
理
由
の
あ
る
こ
と
に
相
違
な
く
、
ま
た
そ
の
議
論
の
内
容
も
恐
ら
く
結
構
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ

し
て
そ
れ
は
大
学
の
街
頭
進
出
と
し
て
歓
迎
さ
る
べ
き
こ
と
で
さ
え
あ
ろ
う
。
然
し
私
は
同
時
に
恐
れ
る
、
そ
う

し
た
こ
と
の
う
ち
に
学
者
の
無
理
論
が
カ
ム
フ
ラ
ー
ヂ
さ
れ
た
り
、
理
論
的
意
識
の
喪
失
が
蔽
い
隠
さ
れ
た
り
、

ま
た
そ
の
死
滅
が
用
意
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
か
、
と
。
経
済
学
が
科
学
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
何
よ
り
も

理
論
で
あ
る
筈
で
あ
り
、
従
っ
て
も
う
少
し
は
純
粋
な
理
論
家
が
い
て
も
よ
か
り
そ
う
に
思
う
。
い
わ
ゆ
る
実
証

的
研
究
、
政
策
論
な
ど
の
流
行
は
、
一
面
か
ら
す
れ
ば
、
理
論
的
意
識
の
喪
失
と
し
て
現
れ
る
文
化
危
機
の
一
表

現
と
も
見
ら
れ
な
く
は
な
い
の
か
と
危
ま
れ
る
の
で
あ
る
。そ
し
て
理
論
経
済
学
が
理
論
的
で
あ
ろ
う
と
す
れ
ば
、

恐
ら
く
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
哲
学
と
、
意
識
的
に
せ
よ
無
意
識
的
に
せ
よ
、
交
渉
し
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
政
策
学

で
さ
え
も
が
、
理
論
の
基
礎
に
立
つ
べ
き
で
あ
る
限
り
に
於
て
は
、
そ
う
で
あ
り
、
い
な
、
特
に
そ
う
で
あ
る
と

も
云
わ
れ
よ
う
。
或
は
ま
た
例
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
大
衆
な
る
も
の
の
哲
学
に
対
す
る
関
心
と
、
熱
心
と
の
衰
頽
に

し
て
も
が
、
理
論
的
意
識
の
喪
失
に
も
と
づ
く
と
見
ら
れ
る
方
面
が
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
一
般
に
難

解
だ
、
と
云
わ
れ
る
。
従
っ
て
哲
学
が
見
限
ら
れ
る
の
も
当
然
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
非
難
に
対
し
て
哲
学

者
の
責
任
を
負
う
べ
き
方
面
の
あ
る
こ
と
は
十
分
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
、
哲
学
と
雖
も
学
問
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で
あ
る
以
上
、
他
の
諸
科
学
の
場
合
と
同
様
、
そ
れ
が
分
る
た
め
に
は
相
当
の
努
力
と
研
究
と
が
必
要
で
あ
る
筈

で
あ
り
、
必
要
な
勉
強
も
し
な
い
で
徒
ら
に
難
解
よ
ば
は
り
を
す
る
の
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
全
く
簡
単

な
事
柄
だ
。
こ
の
簡
単
な
事
柄
が
忘
れ
ら
れ
る
の
は
、
一
面
か
ら
見
れ
ば
、
理
論
の
要
求
に
対
す
る
熱
意
の
欠
乏

を
示
す
も
の
と
云
わ
れ
よ
う
。ひ
と
は
真
実
に
必
要
な
も
の
で
あ
れ
ば
困
難
を
お
か
し
て
も
求
め
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
故
に
ま
た
哲
学
が
難
解
な
た
め
に
見
棄
て
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
実
は
決
し
て
単
に
難
解
な
た
め
ば
か
り
で

な
く
、
却
っ
て
哲
学
が
必
要
な
も
の
を
与
え
る
こ
と
の
出
来
ぬ
非
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
べ
き
で
も
あ
ろ
う
。

か
く
て
今
日
の
哲
学
の
衰
頽
は
、
普
遍
的
な
文
化
危
機
の
一
環
で
あ
り
、
一
表
現
で
あ
る
。
現
に
い
わ
ゆ
る
純

粋
文
学
の
滅
亡
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
つ
つ
あ
る
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
哲
学
の
危
機
が
単
独
な
も
の

で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、そ
れ
が
今
日
の
社
会
的
矛
盾
に
ま
さ
に
相
応
す
る
こ
と
を
現
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
こ
の
社
会
的
矛
盾
に
対
し
て
積
極
的
な
意
識
を
有
し
、
態
度
を
取
る
マ
ル
ク
ス
主
義

の
如
き
に
於
て
、
右
に
述
べ
た
が
如
き
哲
学
の
衰
頽
の
諸
徴
候
に
対
し
、
少
な
く
と
も
理
念
上
は
、
明
ら
か
に
反

対
さ
れ
、
そ
れ
と
は
逆
の
こ
と
が
自
覚
的
に
力
説
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。
即
ち
そ
こ
で
は

大
衆
、
し
か
も
漠
然
と
し
た
意
味
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
大
衆
で
な
く
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
階
級
の
自
然
生
的
な
意
識
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

が
目
的
意
識
的
に
転
化
さ
れ
、
明
確
な
世
界
観
に
高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
、
且
つ
そ
こ
で
は
哲
学
と

芸
術
等
の
諸
文
化
、
特
に
諸
科
学
と
の
最
も
密
接
な
関
係
が
積
極
的
に
承
認
さ
れ
、
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

私
は
哲
学
の
衰
頽
の
問
題
に
立
ち
戻
ろ
う
。
最
初
私
は
こ
の
問
題
を
謂
ゆ
る
「
純
粋
文
学
の
滅
亡
」
の
問
題
と

ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
提
出
し
た
。
と
こ
ろ
で
純
粋
文
学
の
滅
亡
の
問
題
は
文
壇
論
と
結
び

付
け
て
論
ぜ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
哲
学
の
衰
頽
の
問
題
は
文
壇
論
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て

哲
学
界
、
一
般
的
に
学
界
論
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
哲
学
の

衰
頽
の
ひ
と
つ
の
原
因
は
実
に
か
く
い
う
学
界
な
る
も
の
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る

と
も
云
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。「
学
界
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
第
一
、
学
界
と
は
パ
ブ
リ
ッ
ク

で
あ
る
。
日
本
の
哲
学
界
に
は
か
よ
う
な
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
が
十
分
な
意
味
で
は
存
し
て
い
な
い
。
組
織

の
方
面
か
ら
見
て
も
、
全
国
的
に
統
一
さ
れ
た
哲
学
会
は
組
織
さ
れ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
全
国
の
哲
学
研
究
者
た

ち
が
集
ま
っ
て
そ
の
研
究
を
発
表
し
、
意
見
を
交
換
す
る
機
会
と
い
う
も
の
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
自
然
科
学

関
係
で
は
よ
く
発
達
し
て
い
る
全
国
的
な
学
会
組
織
が
、法
科
、経
済
科
、文
科
と
な
る
と
、次
第
に
少
な
く
な
り
、
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或
は
全
然
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
現
象
は
、
何
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
学
問
が
次
第
に

い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
質
を
増
す
の
に
よ
る
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
学
問
の
学

問
と
し
て
の
発
達
に
と
っ
て
パ
ブ
リ
ッ
ク
は
た
し
か
に
一
の
重
要
な
要
素
で
あ
ろ
う
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
学
会

が
即
ち
学
界
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
学
会
を
離
れ
て
も
、
学
界
と
い
う
も
の
は
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ

う
い
う
パ
ブ
リ
ッ
ク
も
日
本
の
哲
学
並
び
に
文
化
科
学
の
方
面
で
は
極
め
て
不
十
分
に
し
か
存
在
し
て
い
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
あ
る
の
は
寧
ろ
教
壇
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
で
あ
る
（
従
っ
て
教
師
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
で

あ
る
）。
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
し
て
の
学
界
は
、「
教
師
」
に
よ
っ
て
は
形
作
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
ず
、
た
だ
「
研
究
者
」

に
よ
っ
て
の
み
本
当
に
形
作
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
そ
れ
は
ま
た
良
き
研
究
者
を
作
る
に
甚

だ
役
立
つ
の
で
あ
る
。

第
二
、
学
界
と
は
伝
統
で
あ
る
。
そ
れ
は
死
せ
る
伝
統
を
い
う
の
で
な
く
、
生
け
る
伝
統
を
意
味
す
る
。
即
ち

そ
こ
で
は
つ
ね
に
若
干
の
共
通
に
関
心
さ
れ
て
い
る
中
心
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
は

も
ち
ろ
ん
、
人
々
が
互
い
に
先
を
争
う
て
諸
外
国
の
最
新
版
の
学
説
ま
た
は
思
想
を
輸
入
し
て
い
る
と
い
う
よ
う

な
状
態
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
新
し
い
精
神
を
も
っ
て
古
典
の
研
究
に
従
事
す
る
と
い

う
気
風
が
も
っ
と
盛
ん
に
な
ら
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
学
者
が
自
分
の
問
題
を
ど
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

こ
ま
で
も
考
え
て
ゆ
き
、
自
分
の
思
想
を
ど
こ
ま
で
も
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
な
け
れ
ば
あ

り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
は
真
の
意
味
に
於
け
る
学
派
が
成
立
す
る
の
で
な
け
れ
ば
あ
り
得
な
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。

第
三
、
学
界
と
は
批
評
の
自
由
で
あ
る
。
批
評
の
自
由
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
現
実
に
存
在

し
得
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
批
評
は
陰
口
と
な
り
、
そ
う
で
な
く
と
も
陰
口
と
し
て
受
取
ら
れ
る
。
パ
ブ
リ

ッ
ク
と
し
て
の
学
界
と
い
う
も
の
が
存
在
し
な
い
た
め
に
個
人
的
関
係
が
力
を
も
ち
、
或
は
ま
た
批
評
を
遠
慮
す

る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
、
無
い
腹
を
探
ら
れ
は
し
な
い
か
と
気
兼
を
し
、
そ
の
他
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
仕
方
で
批

評
の
自
由
と
い
う
も
の
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
か
分
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
批
評
の
自
由
が
あ
る
た
め
に
は

伝
統
、
言
い
換
え
れ
ば
共
通
に
関
心
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
中
心
問
題
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で

な
い
な
ら
ば
、
一
般
に
批
評
と
い
う
も
の
が
成
立
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
な
ん
ら
の
共
通
の
地
盤
も
存
し
な
い
と
こ

ろ
で
は
批
評
は
単
に
無
駄
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
も
そ
も
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
批
評
の
自
由
が
学

問
の
発
達
の
た
め
に
如
何
に
必
要
で
あ
る
か
は
こ
こ
に
更
め
て
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

単
に
哲
学
に
の
み
限
ら
れ
ず
、
自
然
科
学
に
比
し
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
質
を
よ
り
高
い
程
度
に
於
て
有
す
る

諸
々
の
文
化
科
学
の
今
日
の
危
機
は
、
教
壇
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
み
が
あ
っ
て
、
右
に
規
定
し
た
意
味
に
於
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け
る
「
学
界
」
の
存
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
或
は
寧
ろ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
学
界
を
併
呑
し
、も
し
く
は
、

そ
れ
に
代
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
問
題
は
、
或
る
論
者
の
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
カ
デ
ミ
ー

（
論
者
の
い
う
ア
カ
デ
ミ
ー
と
は
研
究
所
の
如
き
も
の
を
指
す
の
で
な
く
、
教
壇
も
し
く
は
講
壇
の
こ
と
で
あ
る
）

と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
範
疇
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
得
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
弁
証
法
的
に
三
つ
の
範

疇
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ア
カ
デ
ミ
ー
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
い
う
二
つ
の
範
疇
で
問
題
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
こ
そ

科
学
の
危
機
を
現
す
も
の
で
あ
ろ
う
。問
題
は
ア
カ
デ
ミ
ー
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。我
々

の
い
う
「
学
界
」、
即
ち
パ
ブ
リ
ッ
ク
、
伝
統
、
批
評
の
自
由
と
い
う
弁
証
法
的
な
構
成
を
有
す
る
学
界
は
、
い

わ
ば
ア
カ
デ
ミ
ー
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
統
一
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
の
学
界
は

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
溌
刺
た
る
現
実
性
と
批
評
の
精
神
と
を
も
ち
、然
し
単
な
る
評
論
に
終
る
こ
と
な
く
、

寧
ろ
ア
カ
デ
ミ
ー
の
如
く
理
論
的
、
従
っ
て
体
系
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
現
実
に
於
て
か
く
の
如
き
学

界
が
存
在
せ
ず
、
或
は
寧
ろ
存
在
し
得
ざ
る
と
こ
ろ
に
、
今
日
の
文
化
危
機
が
現
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
根
柢

に
そ
れ
を
制
約
し
つ
つ
今
日
の
社
会
的
矛
盾
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
こ
こ
で
固
よ
り
将
来
に
来
る

か
よ
う
な
学
界
の
意
味
を
有
す
べ
き
研
究
所
組
織
、
即
ち
真
の
ア
カ
デ
ミ
ー
組
織
に
就
い
て
考
え
て
み
な
い
で
あ

ろ
う
。
然
し
今
日
の
文
化
危
機
を
知
る
た
め
に
、
例
え
ば
か
の
最
近
作
ら
れ
た
或
る
研
究
所
の
こ
と
を
考
え
て
み
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

よ
。
そ
こ
で
は
一
般
に
研
究
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
結
論
は
最
初
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
。
研
究
の
自
由
が
な
け
れ
ば
学
問
は
要
す
る
に
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
我
々
の
い
う
よ
う
な
学
界

は
現
在
で
は
一
の
理
論
的
構
成
物
と
し
て
し
か
存
し
な
い
の
で
あ
る
。

四

私
は
も
う
一
度
哲
学
の
衰
頽
の
問
題
に
立
ち
戻
ろ
う
。
純
粋
文
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て
哲
学
に
於
け
る
純

粋
な
も
の
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
明
治
時
代
に
は
「
純
正
哲
学
」
と
い
う
語
が
行
わ
れ
た
（
こ
の
語
は
、

今
日
学
術
語
と
し
て
は
殆
ど
全
く
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
だ
大
学
に
於
け
る
科
を
区
別
し
て
呼

ぶ
際
に
「
純
哲
」
と
い
う
風
に
略
さ
れ
て
な
お
学
生
の
間
に
使
わ
れ
て
い
る
）。
こ
の
場
合
純
正
哲
学
と
い
う
こ

と
は
主
と
し
て
形
而
上
学
な
い
し
謂
ゆ
る
本
体
論
の
こ
と
を
指
し
た
よ
う
で
あ
る
。
然
し
そ
の
後
、
か
よ
う
に
純

正
哲
学
と
い
わ
る
べ
き
も
の
も
変
っ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
か
の
新
カ
ン
ト
主

義
が
隆
盛
を
極
め
た
頃
、
そ
の
主
張
に
従
っ
て
日
本
で
も
形
而
上
学
の
不
可
能
が
唱
え
ら
れ
て
、
哲
学
は
認
識
論

或
は
広
義
の
論
理
学
で
あ
る
と
考
え
る
人
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
然
る
に
最
近
で
は
ま
た
形
而
上
学
な
い
し
存

在
論
（
本
体
論
）
が
再
び
広
く
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
こ
の
場
合
そ
う
し
た
も
の
が
最
初
純
正
哲
学
と
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い
わ
れ
た
も
の
と
そ
の
趣
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
何
が
純
粋
な
も
の
と
見

做
さ
れ
る
か
は
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
―
―
こ
れ
は
文
学
の
場
合
に
も
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
認
め
ら
れ
得
る
こ
と
で

あ
ろ
う
―
―
と
し
て
も
、
何
か
一
般
に
純
粋
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
特
殊
科
学

殊
に
自
然
科
学
の
場
合
に
於
て
は
「
純
粋
」
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
「
応
用
」
に
対
す
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
純
粋

な
も
の
と
は
理
論
の
こ
と
で
あ
り
、
も
し
応
用
理
論
と
い
う
よ
う
な
言
葉
の
遣
い
方
を
認
め
る
な
ら
ば
、
純
粋
な

も
の
と
は
原
理
も
し
く
は
原
理
的
理
論
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
定
の
仕
方
に
従
う
な
ら
ば
、
哲
学
は
一

般
に
「
原
理
の
学
」
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
は
凡
そ
純
粋
な
も
の
一
般
で
あ
り
、
そ
こ
に
な
ん
ら
純

粋
な
ら
ぬ
も
の
が
な
い
筈
で
あ
る
。

然
る
に
今
日
か
の
「
純
正
哲
学
」
と
い
う
語
は
学
術
語
と
し
て
は
廃
れ
て
し
ま
っ
た
に
拘
ら
ず
、
な
お
哲
学
研

究
者
の
気
持
の
う
ち
に
は
そ
う
い
う
純
正
哲
学
的
な
観
念
が
知
ら
ず
識
ら
ず
支
配
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

は
し
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
現
代
の
哲
学
の
非
現
実
性
の
一
徴
候
と
云
わ
れ
よ
う
。
む
か
し
哲
学

者
ベ
ー
コ
ン
は
イ
ド
ラ
（
偶
像
観
念
）
論
を
書
い
た
が
、
哲
学
者
自
身
も
案
外
沢
山
の
イ
ド
ラ
を
も
っ
て
い
る
か

も
知
れ
な
い
。
か
の
純
正
哲
学
の
イ
ド
ラ
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
人
は
、
或
る
人
が
社
会
と
か
、
歴
史
と
か
或
は
も

っ
と
具
体
的
現
実
的
な
問
題
を
取
扱
う
と
、
彼
は
何
か
純
正
哲
学
者
で
な
い
か
の
よ
う
に
考
え
、
も
し
く
は
自
然
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

的
に
感
ず
る
。
然
し
社
会
哲
学
、
法
律
哲
学
、
芸
術
哲
学
、
等
々
、
は
応
用
哲
学
と
で
も
呼
ば
れ
ね
ば
い
け
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
社
会
哲
学
は
社
会
の
原
理
の
学
で
あ
り
、
芸
術
哲
学
は
芸
術
の
原
理
の
学
で
あ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
単
に
応
用
の
名
を
も
っ
て
称
せ
ら
れ
る
べ
き
で
な
い
筈
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
寧
ろ
哲
学
体

系
の
各
部
分
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
に
於
け
る
最
も
重
要
な
書
は
『
ポ
リ
テ
イ
ア
』（
国
家
論
）

の
名
を
冠
せ
ら
れ
て
い
る
。も
し
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
最
初
か
ら
単
な
る
論
理
学
の
専
門
家
で
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、

彼
は
恐
ら
く
弁
証
法
の
体
系
的
な
観
念
に
到
達
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
於
け
る
い
わ
ゆ
る
先
験
論
理

学
の
場
合
で
も
が
同
様
で
あ
っ
た
。
時
代
の
生
け
る
現
実
の
問
題
の
中
へ
深
く
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、

論
理
学
や
認
識
論
な
ど
い
わ
ゆ
る
純
正
哲
学
な
る
も
の
に
と
っ
て
も
新
し
い
思
想
が
孕
ま
れ
得
る
の
で
あ
る
。
然

る
に
、
例
え
ば
几
帳
面
な
カ
ン
ト
が
時
を
忘
れ
て
ル
ソ
ー
を
感
激
し
な
が
ら
読
み
耽
っ
た
と
い
う
こ
と
を
立
派
な

逸
話
と
し
て
話
す
同
じ
人
が
、
今
日
、
学
生
が
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
を
耽
読
す
る
か
ら
と
云
っ
て
冷
笑
し
、
或
は
非

難
す
る
と
し
た
ら
、
如
何
で
あ
ろ
う
。
哲
学
者
も
所
詮
階
級
人
で
あ
る
。
哲
学
に
於
け
る
純
粋
性
の
問
題
は
哲
学

的
精
神
の
問
題
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
は
「
主
体
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
に
於
て
そ
れ
は

文
学
に
於
け
る
純
粋
性
の
問
題
と
似
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
文
学
に
於
け
る
純
粋
性
も
作
家
の
主
体
性
の
問
題
に
か

か
わ
る
か
ら
（
も
ち
ろ
ん
我
々
の
い
う
主
体
は
純
粋
な
自
我
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
そ
の
う
ち
に
社
会
的
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規
定
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
限
り
そ
れ
は
寧
ろ
純
粋
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
）。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
場
合
純
粋
性

と
い
う
こ
と
が
特
に
客
観
的
で
あ
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
特
殊
科
学
の
場
合
―
―
そ
こ
で
は
純
粋
と
は
単
に
応
用

に
対
す
る
理
論
の
意
味
で
あ
っ
た
―
―
と
は
違
っ
た
意
味
を
も
ち
、
こ
の
意
味
に
於
て
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
い
う
主
体
性
は
、「
創
作
性
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
こ
と
も
出
来
る
。
そ
れ
で
ま
た
本
当
の
哲
学

は
な
ん
ら
か
創
作
性
を
も
っ
て
い
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
こ
れ
は
ま
た
同
時
に
哲
学
的
論
文
の
代
り
に
多
く
の
哲
学

的
「
作
文
」
が
生
産
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。
創
作
性
と
い
う
こ
と
は
単
な
る
主
観
性
、
或
は
空
想
性
な
ど
と
い

う
こ
と
と
間
違
え
ら
れ
て
は
い
け
な
い
。
寧
ろ
生
ま
の
現
実
に
働
き
か
け
る
力
の
強
さ
に
従
っ
て
創
作
性
、
従
っ

て
純
粋
性
の
量
は
計
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
ま
た
自
己
の
う
ち
に
閉
じ
籠
る
こ
と
に
よ
っ
て
純
粋
に
創
作
的

と
な
り
得
る
の
で
も
な
い
。「
最
大
の
天
才
で
す
ら
も
、
も
し
も
彼
が
凡
て
を
彼
の
内
部
に
負
お
う
と
欲
し
た
な

ら
ば
そ
れ
ほ
ど
に
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。」
と
ゲ
ー
テ
も
云
っ
た
。
ゲ
ー
テ
の
如
き
も
「
収
穫
の
天
才
」
で

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
創
作
に
於
て
は
材
料
は
隈
な
く
占
有
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
哲
学
に
於
け
る
純

粋
性
は
、
ど
の
よ
う
に
小
さ
い
事
柄
、
ど
の
よ
う
に
掛
離
れ
た
題
目
を
取
扱
っ
て
も
、
そ
こ
に
つ
ね
に
全
体
の
体

系
的
意
欲
が
は
た
ら
い
て
い
る
の
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
部
分
に
於
て
も
全
体
が
現
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
の
場
合
に
於
て
と
同
じ
く
、
哲
学
の
創
作
性
を
示
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題

文
学
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て
、
固
よ
り
ど
こ
ま
で
も
或
る
程
度
に
於
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
哲
学
の
純
粋

性
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
同
じ
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
於
て
こ
れ
と
反
対
の
も
の
も
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
純
粋
文
学
に
対
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
大
衆
文
学
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
も
し
純
粋
哲
学
に
対
立
す
る

も
の
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
論
理
学
や
認
識
論
に
対
す
る
社
会
哲
学
や
芸
術
哲
学
な
ど
の
こ
と
で
は
な

く
て
、
ま
さ
に
大
衆
哲
学
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
大
衆
哲
学
と
い
う
の
は
俗
流
哲
学
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
い
う
俗
流
哲
学
と
い
う
の
は
、
私
が
他
の
場
合
に
ミ
ュ
ト
ス
及
び
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
規
定
し
た
意
味
に
於
け

る
ド
ク
サ
的
、
従
っ
て
ド
グ
マ
的
哲
学
の
こ
と
で
あ
る
。
今
日
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
学
が
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
上
に
立
っ
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
、
か
か
る
大
衆
哲
学
も
ま
た
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
内
容
を
も
っ
て
現
れ

て
い
る
。
日
本
精
神
主
義
の
諸
博
士
の
哲
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
大
衆
文
学
の
流
行
が
必
ず
し
も
文
学
の
隆
盛
を
意

味
し
な
い
の
と
同
じ
く
、
こ
の
種
の
哲
学
の
流
行
は
哲
学
の
盛
大
を
語
る
も
の
で
な
く
、
恐
ら
く
そ
の
正
反
対
の

徴
候
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
哲
学
の
再
建
が
如
何
な
る
方
向
に
於
て
」
如
何
な
る
基
礎
の
上
に
可
能
で
あ
る
か
は
、
右
の
論
述
か
ら
し

て
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
な
お
残
さ
れ
た
問
題
は
い
わ
ゆ
る
純
正
哲
学
、
し
か
も
そ
れ
が
形
而
上
学
な

い
し
、
存
在
論
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
た
場
合
の
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
従
来
の
哲
学
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の
う
ち
存
続
す
る
の
は
形
式
論
理
学
と
弁
証
法
の
み
で
あ
る
と
云
っ
た
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
従
来
の
哲
学

に
於
て
多
く
の
場
合
最
も
哲
学
的
な
も
の
の
如
く
見
做
さ
れ
た
形
而
上
学
は
遂
に
滅
亡
す
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
純
粋
文
学
の
滅
亡
の
問
題
と
は
全
く
違
っ
た
意
味
で
の
、
い
わ
ゆ
る
「
純
正
哲

学
の
滅
亡
」
の
問
題
が
提
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
と
も
カ
ン
ト
に
も
拘
ら
ず
、
新
カ
ン
ト
主
義

に
も
拘
ら
ず
、
繰
り
返
し
て
現
れ
て
来
た
形
而
上
学
は
、
今
後
も
ま
た
何
か
新
し
い
意
味
を
含
み
、
新
し
い
形

態
を
と
っ
て
現
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
、
そ
し
て
こ
こ
に
簡
単
に
片
付
け
て
し
ま
う
こ

と
の
出
来
な
い
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
々
の
間
で
も
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な
名
で
あ
る
ル
ナ
ン
は
、
彼
の

二
十
五
歳
の
と
き
、『
科
学
の
将
来
』
と
い
う
書
物
を
書
い
た
。
そ
れ
は
丁
度
一
八
四
八
年
の
こ
と
で
あ
り
、
こ

の
書
物
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
は
「
一
八
四
八
年
の
思
想
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
近
代
史
に
於
け
る
最
も
記
念
す
べ
き

こ
の
年
に
一
青
年
学
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
こ
の
有
名
な
書
物
の
運
命
に
就
い
て
考
え
る
こ
と
は
興
味
が
な
く
は

な
い
。
然
し
我
々
は
今
日
ル
ナ
ン
の
青
年
ら
し
き
野
心
に
倣
っ
て
「
哲
学
の
将
来
」
に
就
い
て
何
か
書
く
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
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哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間	

	

【1933.1

】

一

近
年
「
哲
学
的
人
間
学
」
と
い
う
題
目
が
し
き
り
に
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
企
て
に
対
し
て
は
色
々
と

非
難
攻
撃
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
然
し
私
は
哲
学
的
人
間
学
の
意
図
の
中
に
は
或
る
正
当
な
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
尤
も
、「
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
は
、
こ
の
頃
の
い
わ
ゆ
る
哲
学
的

人
間
学
を
俟
っ
て
始
め
て
問
題
に
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
従
来
ど
の
よ
う
な
哲
学
も
そ
れ
を
何

等
か
の
仕
方
で
問
題
に
し
て
来
た
。
こ
の
問
が
自
覚
的
に
問
わ
れ
た
例
と
し
て
い
つ
も
思
い
出
さ
れ
る
の
は
ソ
ク

ラ
テ
ス
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
は
そ
の
最
も
美
し
い
対
話
篇
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
の
中
で
ソ
ク
ラ

テ
ス
を
し
て
、「
私
は
知
識
を
愛
す
る
者
だ
、
然
る
に
田
園
や
樹
々
は
私
を
教
え
ず
、
私
を
教
え
る
の
は
町
の
人

間
で
あ
る
」
と
い
う
ま
こ
と
に
意
味
深
い
言
葉
を
語
ら
し
め
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
狂
的
な
情
熱
を
も
っ
て
求
め
た
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の
は
自
然
に
関
す
る
知
識
で
な
く
、
人
間
の
本
質
に
つ
い
て
の
知
識
で
あ
っ
た
。

人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
に
対
し
て
、
こ
れ
ま
で
種
々
の
哲
学
は
種
々
に
答
え
て
来
た
。
そ
の
答
は
、

人
間
と
は
「
理
性
的
動
物
」
で
あ
る
と
い
う
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
人
間
定
義
か
ら
、ラ
・
メ
ト
リ
イ
の
有
名
な
「
人

間
・
機
械
」
の
説
に
至
る
ま
で
、
様
々
に
異
な
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
種
々
様
々
な
人
間
の
本
質
規
定
を
、
マ
ッ

ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
試
み
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
根
本
類
型
に
分
類
す
る
と
い
う
こ
と
も
有
益
な
こ
と
で
あ

ろ
う
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
五
個
の
そ
の
よ
う
な
根
本
類
型
を
区
別
し
て
い
る
。
然
し
ま
た
か
く
の
如
き
根
本
類
型
の

分
類
と
並
ん
で
、い
な
寧
ろ
そ
れ
よ
り
も
重
要
で
あ
り
且
つ
興
味
が
あ
る
の
は
、従
来
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
色
々

な
さ
れ
た
人
間
定
義
の
、
凡
て
に
で
な
く
と
も
、
そ
の
大
部
分
に
共
通
な
、
人
間
に
関
す
る
何
等
か
の
根
本
的
規

定
が
存
在
し
は
し
な
い
か
を
探
ね
て
、
言
い
表
す
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

私
は
い
ま
、従
来
現
れ
た
人
間
に
つ
い
て
の
哲
学
的
諸
定
義
の
大
多
数
に
共
通
な
規
定
を
求
め
て
、そ
れ
を
「
中

間
者
」（
メ
デ
ィ
ウ
ム
）
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
見
出
し
得
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
「
中
間
者
」
と
い
う
こ
と
は

人
間
に
関
す
る
単
に
最
も
一
般
的
な
哲
学
的
な
規
定
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
ま

た
最
も
根
本
的
な
且
つ
意
味
深
き
規
定
で
あ
る
。

私
が
こ
こ
で
云
っ
て
い
る
の
は
先
ず
種
々
な
る
人
間
定
義
に
共
通
な
規
定
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
い
う
中
間
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哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

者
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
者
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
意
味
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な

い
。
私
が
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
の
は
次
に
、
も
ち
ろ
ん
「
哲
学
的
な
」
人
間
規
定
で
あ
る
。
然
る
に
人
間
に

つ
い
て
の
或
る
規
定
が
哲
学
的
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
た
人
間
の
う
ち
に
哲

学
す
る
と
い
う
こ
と
の
可
能
性
と
必
然
性
と
が
含
ま
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
判
別
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
哲

学
的
な
人
間
規
定
は
同
時
に
哲
学
そ
の
も
の
の
可
能
性
と
必
然
性
と
を
現
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

一
二
の
顕
著
な
例
を
挙
げ
て
見
よ
う
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
存
在
と
非
存
在
と
の
「
中
間
者
」（
メ

タ
ク
シ
ュ
）
で
あ
る
。
そ
こ
で
認
識
は
人
間
に
お
い
て
哲
学
（
ピ
ロ
ソ
ピ
ア
、知
を
愛
す
る
こ
と
）
と
し
て
あ
る
。

人
間
の
認
識
は
エ
ロ
ス
（
愛
）
の
形
を
と
る
。
エ
ロ
ス
は
中
間
者
と
し
て
の
人
間
の
特
に
優
れ
た
存
在
の
仕
方
で

あ
る
。
既
に
知
を
所
有
す
る
者
の
誰
も
、
ま
た
全
く
知
を
所
有
せ
ざ
る
者
の
誰
も
哲
学
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学

は
「
知
と
無
知
と
の
中
間
」
で
あ
る
。
哲
学
、
そ
し
て
一
般
に
エ
ロ
ス
は
、
所
有
と
無
所
有
と
の
中
間
で
あ
っ
て
、

後
者
の
前
者
へ
の
憧
憬
、
努
力
、
推
移
で
あ
る
。
エ
ロ
ス
は
ポ
ロ
ス
（
富
）
と
ペ
ニ
ア
（
貧
）
と
の
間
の
子
供
で

あ
る
。
そ
れ
は
非
存
在
の
真
の
存
在
へ
の
運
動
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
プ
ラ
ト
ン
は
哲
学
を
も
っ
て
中
間
者

と
し
て
の
人
間
の
優
越
な
存
在
の
仕
方
で
あ
る
と
見
做
し
た
。

同
様
の
考
え
方
は
近
代
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
如
き
も
そ
の
『
メ
デ
ィ
タ
チ
オ
ネ
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ス
』【
三
木
清
訳
『
省
察
』】
の
中
で
、人
間
を
も
っ
て
神
と
無
と
の
間
の
、即
ち
最
高
存
在
と
非
存
在
と
の
中
間
者
（
メ

デ
ィ
ウ
ム
）
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
然
し
中
間
者
（
ミ
リ
ュ
ウ
）
と
い
う
こ
と
を
最
も
は
っ
き
り
と
人
間
の
根

本
的
規
定
と
考
え
た
の
は
パ
ス
カ
ル
で
あ
ろ
う
。
パ
ス
カ
ル
に
従
え
ば
、
宇
宙
に
お
け
る
人
間
の
地
位
は
ま
さ
に

中
間
者
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
は
宇
宙
の
全
体
の
裡
に
あ
っ
て
は
さ
ら
に
知
覚
し
得
ぬ
ほ
ど
の
も
の

で
あ
る
が
、
我
々
の
到
底
達
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
虚
無
に
も
等
し
き
微
塵
子
に
対
し
て
は
一
の
巨
体
、
一
の
世
界
、

寧
ろ
全
体
で
あ
る
。
か
く
て
自
然
に
於
け
る
人
間
は
、「
無
限
に
比
し
て
は
虚
無
で
あ
り
、
虚
無
に
比
し
て
は
全

体
で
あ
る
、
そ
れ
は
無
と
全
と
の
間
の
中
間
者
で
あ
る
。」
け
れ
ど
も
人
間
は
ま
た
他
の
意
味
に
お
い
て
も
中
間

者
で
あ
る
。「
人
間
は
天
使
で
も
な
け
れ
ば
獣
で
も
な
い
。」
と
い
う
の
は
パ
ス
カ
ル
の
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。
そ

し
て
我
々
は
、
実
際
、
そ
の
他
の
多
く
の
哲
学
者
や
思
想
家
の
著
作
の
中
か
ら
凡
て
こ
れ
ら
に
類
す
る
言
葉
を
容

易
に
取
り
出
し
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

二

人
間
が
身
体
と
精
神
と
か
ら
成
る
と
い
う
こ
と
は
極
め
て
普
通
に
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
見
方
で
あ
る
。
然
る
に

こ
の
全
く
普
通
の
見
方
は
、
実
際
に
お
い
て
は
、
何
等
か
物
質
か
ら
意
識
が
出
て
来
る
と
い
う
よ
う
な
見
方
―
―
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哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

い
わ
ゆ
る
唯
物
論
的
テ
ー
ゼ
―
―
を
含
む
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
逆
に
意
識
か
ら
物
質
が
出
て
来
る
と
い
う
風

な
見
方
―
―
い
わ
ゆ
る
観
念
論
的
テ
ー
ゼ
―
―
を
含
む
の
で
も
な
く
、
寧
ろ
ほ
ん
と
を
云
え
ば
、
人
間
が
物
質
的

な
存
在
で
も
な
く
、
純
粋
に
精
神
的
な
存
在
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
の
間
の
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い

表
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
物
心
的
存
在
と
い
う
人
間
定
義
も
中
間
者
と
し
て
の
人
間
と
い
う
規
定
の
ひ
と
つ
の
場

合
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。

か
よ
う
な
人
間
規
定
に
相
応
し
て
人
間
の
意
識
そ
の
も
の
も
ま
た
多
く
の
場
合
中
間
者
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
来

た
。
即
ち
人
間
の
意
識
に
は
二
つ
の
方
向
が
あ
る
。
伝
統
的
な
人
間
学
は
そ
の
一
を
ア
ク
チ
オ
（
能
動
作
用
）
と
、

そ
の
他
を
パ
ッ
シ
オ
（
受
動
作
用
）
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
。
能
動
作
用
と
い
う
の
は
思
惟
の
活
動
で
あ
り
、
受

動
作
用
と
い
う
の
は
一
方
で
は
い
わ
ゆ
る
パ
ッ
シ
ョ
ン
（
感
情
、
情
緒
）、
他
方
で
は
感
覚
を
意
味
す
る
。
中
世

哲
学
を
支
配
し
た
人
間
定
義
は
、
人
間
と
は
身
・
心
・
霊
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
先

ず
人
間
を
も
っ
て
身
体
と
精
神
と
か
ら
成
る
も
の
と
し
、
次
に
こ
の
精
神
も
し
く
は
意
識
に
は
純
粋
な
能
動
作
用

を
な
す
霊
的
部
分
と
身
体
乃
至
物
体
に
よ
っ
て
働
き
か
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
心
的
部
分
と
が
あ
る
と
考
え
る
と
こ

ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
近
世
に
お
い
て
も
、
意
識
に
お
け
る

ア
ク
チ
オ
と
パ
ッ
シ
オ
と
の
区
別
は
デ
カ
ル
ト
や
ス
ピ
ノ
ザ
を
初
め
多
く
の
哲
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
、
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用
い
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
我
々
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
お
い
て
さ
え
な
お
そ
の
影
響
を
見
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。
カ
ン
ト
に
よ
る
と
、
人
間
の
認
識
は
二
つ
の
要
素
、
言
い
換
え
れ
ば
感
性
と
悟
性
と
の
協
同
を
俟
っ
て
初
め

て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
の
み
で
は
認
識
は
成
立
せ
ず
、
必
ず
両
者
が
必
要
で
あ
る
。
然

る
に
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
感
性
の
本
性
は
「
受
容
性
」
で
あ
り
、
悟
性
の
本
性
は
「
自
発
性
」
で
あ
る
。
受
容
性

は
パ
ッ
シ
オ
に
、
自
発
性
は
ア
ク
チ
オ
に
相
応
す
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
が
人
間
的
認
識

を
感
性
と
悟
性
と
の
両
要
素
か
ら
成
立
す
る
と
考
え
た
限
り
、
彼
も
ま
た
人
間
を
中
間
者
と
見
做
し
た
者
と
云
わ

れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

中
間
と
い
う
こ
と
は
種
々
な
る
意
味
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
ず
そ
れ
は
二
つ
の
要
素
の
混
合
と
い
う
こ

と
を
意
味
し
よ
う
。
そ
し
て
実
際
、
プ
ラ
ト
ン
の
如
き
は
人
間
を
ば
存
在
と
非
存
在
と
の
「
混
合
物
」（
ミ
ク
ト

ン
）
と
呼
ん
で
い
る
。
中
間
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
そ
の
両
極
に
あ
る
も
の
の
関
係
に
よ
っ
て
決
ま

る
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
両
極
に
あ
る
も
の
を
連
続
的
に
考
え
よ
う
と
努
力
し
た
。
そ
こ
で
彼
は
身
体

と
精
神
と
の
関
係
の
如
き
を
も
、
前
者
を
可
能
態
（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
と
し
て
、
後
者
を
そ
れ
の
実
現
と
し
て
の
現

実
態
（
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
）
と
し
て
捉
え
た
。
連
続
的
な
見
方
は
量
的
な
見
方
と
結
び
付
く
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
が
人
間
諸
徳
の
根
本
的
な
規
定
と
し
て
「
中
間
」（
メ
ソ
ン
）
或
は
程
よ
さ
乃
至
中
庸
を
考
え
た
の
は



二
八
一

哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
勇
気
の
徳
は
過
ぎ
た
る
蛮
勇
と
足
ら
ざ
る
臆
病
と
の
中
間
で
あ
る
。
人
間
の
行

為
は
た
い
て
い
多
過
ぎ
る
か
少
な
過
ぎ
る
か
と
い
う
こ
と
の
間
に
動
い
て
い
る
。
徳
と
は
過
不
足
の
中
間
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
え
方
に
量
的
な
見
方
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
争
わ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
ま
た
こ
れ
に
反
し
て
、
中
間
者
の
両
極
に
立
つ
も
の
を
質
的
な
対
立
物
と
見
做
す
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
場
合
、
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
人
間
の
本
質
が
「
矛
盾
」
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
パ
ウ
ロ
、
そ
の
他
多
く
の
宗
教
的
な
思
想
家
や
哲
学
者

に
お
い
て
、
人
間
を
も
っ
て
霊
肉
相
剋
の
矛
盾
的
存
在
と
見
る
見
方
が
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
ほ
か
ま
こ
と
に
種
々
様
々
な
人
間
理
解
の
根
柢
に
中
間
者
と
い
う
規
定
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、

人
間
が
生
成
の
世
界
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
或
は
ま
た
彼
の
常
態
が
不
安
定
、
進
ん
で
不
安
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
そ
の
よ
う
な
根
本
規
定
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
。
そ
の
他
、
そ
の
他
。

三

と
に
か
く
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
我
々
の
生
活
に
お
け
る
根
本
的
な
基
礎
経
験
に
属
し
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
種
々
な
る
哲
学
は
こ
の
基
礎
経
験
の
種
々
な
る
理
論
的
解
明
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う
に
見
え
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る
。
と
こ
ろ
で
中
間
者
と
し
て
の
人
間
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
、
人
間
が
人
間
自
身
の
み
か
ら
で
は
理
解
さ

れ
得
ず
、
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
つ
ね
に
何
等
か
人
間
以
外
の
、
特
に
人
間
以
上
の
も
の
が
必
要
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。

然
る
に
こ
の
こ
と
も
ま
た
種
々
な
る
意
味
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
は
人
間
は
人
間
か
ら
で
な
く
社
会
か
ら

理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
人
間
は
「
社
会
的
動
物
」
で
あ
る
と
い
う

ク
ラ
シ
カ
ル
な
定
義
を
与
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
社
会
哲
学
的
根
本
命
題
は
、「
全
体
は
部
分
よ
り
先
き
で
あ

る
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
社
会
は
個
人
的
人
間
に
先
行
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

ン
は
社
会
も
し
く
は
国
家
を
も
っ
て
大
規
模
に
お
け
る
人
間
と
見
做
し
、
人
間
を
知
る
た
め
に
は
そ
れ
を
大
規
模

の
も
の
に
お
い
て
、
即
ち
国
家
に
お
い
て
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。
か
よ
う
な
考
え
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
ま
で

続
い
て
い
る
。
然
し
ま
た
中
間
者
と
い
う
基
礎
経
験
は
人
間
が
被
造
物
で
あ
る
こ
と
を
現
す
と
い
う
風
に
も
解
釈

さ
れ
た
。
中
間
者
と
い
う
か
ら
に
は
、
人
間
以
上
の
も
の
が
予
想
さ
れ
、
そ
の
も
の
は
人
間
が
何
で
あ
る
か
を
知

る
た
め
に
本
質
的
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
と
は
神
で
あ
り
、
人
間
は
神
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
人
間
は
ま
さ
に
中
間
者
と
し
て
動
物
そ
の
他
一
切
の
被
造
物
と
は
異
な

り
、神
に
似
せ
て
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
中
間
者
と
い
う
こ
と
は
人
間
の
「
宇
宙
に
お
け
る
特
殊
地
位
」
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哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

を
現
す
こ
と
に
な
る
。

中
間
者
た
る
人
間
は
人
間
自
身
の
み
か
ら
は
理
解
さ
れ
得
な
い
と
い
う
思
想
は
ま
た
屡
々
次
の
よ
う
に
も
解
釈

さ
れ
た
。
生
は
生
自
身
の
み
か
ら
は
理
解
さ
れ
得
な
い
。
却
っ
て
生
が
何
で
あ
る
か
を
根
本
的
に
理
解
せ
し
め
る

も
の
は
生
の
反
対
物
た
る
死
で
あ
る
。
生
の
立
場
に
お
い
て
生
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
理
解
は
部
分

的
で
あ
り
、
中
途
半
端
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
生
を
そ
の
全
体
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
生
の
極
限
な
る
死

の
立
場
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
生
は
単
な
る
生
で
は
な
く
、
彼
に
と
っ
て
生
は
死
で
あ
り
、
死
は
生
で
あ

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
有
が
無
の
中
に
懸
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
の
有
に
と
っ
て
有
で
あ
る
も
の
の
根

本
的
性
質
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
従
来
最
も
多
く
の
場
合
観
念
論
的
に
把
握
さ
れ
た
こ
と
は
云

う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
人
間
の
意
識
に
は
能
動
作
用
と
受
動
作
用
と
が
あ
る
。
受
動
作
用
即
ち
パ
ッ
シ
ョ
ン

が
身
体
乃
至
物
体
か
ら
働
き
か
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
に
反
し
、
能
動
作
用
は
純
粋
な
自
発
性
と

し
て
身
体
的
に
制
約
さ
れ
る
こ
と
な
き
純
粋
な
精
神
、
言
い
換
え
れ
ば
ヌ
ー
ス
即
ち
理
性
に
も
と
づ
く
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
理
性
は
身
体
か
ら
離
れ
て
な
お
独
立
に
存
し
得
る
精
神
で
あ
る
。
人
間
が
「
理
性
的
動
物
」
と
し

て
定
義
さ
れ
た
と
き
、
こ
の
よ
う
な
理
性
が
認
め
ら
れ
た
。
理
性
的
動
物
と
い
う
こ
と
も
中
間
者
と
し
て
の
人
間
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定
義
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
人
間
の
意
識
に
お
け
る
能
動
作
用
は
純
粋
な
精
神
と
し
て
の
理
性
、
そ
し
て
か
か
る
も
の

と
し
て
の
神
に
つ
ら
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。

然
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
観
念
論
的
前
提
を
離
れ
て
も
な
お
人
間
は
何
等
か
の
意
味
で
中
間
者
と
し
て
規
定
さ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
の
こ
と
が
人
間
の
哲
学
的
規
定
に
と
っ
て
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

哲
学
は
他
の
諸
科
学
に
対
し
て
「
全
体
」
の
学
と
し
て
普
通
に
特
徴
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
哲
学
的
な

問
が
全
体
に
つ
い
て
の
問
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
問
は
、
単
に
問
わ
れ
た
も
の
の
み
で
な
く
、
ま
た

か
く
問
う
も
の
が
―
―
し
か
も
ま
さ
に
問
う
た
も
の
と
し
て
―
―
一
緒
に
問
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
問
わ
れ
る
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
問
は
真
に
全
体
的
な
、
従
っ
て
哲
学
的
な
問
で
あ
る
こ
と
が
で

き
ぬ
。
そ
れ
故
に
哲
学
的
な
問
に
お
い
て
は
人
間
は
問
わ
れ
た
も
の
（
客
体
）
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に

こ
の
問
を
問
う
も
の
（
主
体
）
と
し
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
し
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
人
間

に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
規
定
は
人
間
を
主
体
・
客
体
的
に
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ
、
単
に
客
体
的
に
の
み
人
間
を
捉
え

た
の
で
は
、
い
ま
だ
哲
学
的
な
人
間
規
定
と
云
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
然
る
に
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
意

味
は
、
実
に
、
人
間
が
主
体
と
客
体
と
の
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
主
体
と
客
体
と

は
異
な
っ
た
秩
序
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
は
単
な
る
客
体
で
な
く
、
ま
た
単
な
る
主
体
で
も
な
く
、
却
っ
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哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間

て
主
体
と
客
体
と
の
中
間
者
で
あ
る
。
こ
の
場
合
中
間
者
と
い
う
こ
と
は
弁
証
法
的
に
、
即
ち
対
立
物
の
統
一
と

い
う
意
味
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。

こ
こ
に
主
体
と
客
体
と
い
う
の
は
心
と
物
と
の
こ
と
で
は
な
い
。
主
体
は
普
通
に
い
わ
ゆ
る
主
観
、
即
ち
意
識

で
な
い
。
む
し
ろ
人
間
の
意
識
の
本
性
は
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
こ
と
、
彼
が
主
体
と
客
体
と
の
中
間
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
意
識
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
主
体
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
の
場
合
、
客
体
が
意
識
の
外
に
超
越

し
て
意
識
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
の
と
は
反
対
に
、
意
識
の
内
に
超
越
し
て
、
い
わ
ば
裏
か
ら
意
識
を
限
定
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
分
り
易
く
云
え
ば
、
外
的
自
然
に
対
す
る
内
的
自
然
と
考
え
ら
れ
て
も
よ
い
。
或
は

そ
れ
は
普
通
に
い
う
身
体
即
ち
外
的
身
体
に
対
し
て
内
的
身
体
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
ニ
ー
チ
ェ
の
い

う
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
は
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
デ
ィ
オ

ニ
ソ
ス
的
な
も
の
と
の
中
間
者
、
即
ち
両
者
を
一
緒
に
含
む
矛
盾
の
も
の
と
見
ら
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
古
来
哲
学
者
た
ち
が
人
間
を
色
々
に
定
義
し
て
来
た

こ
と
の
う
ち
恐
ら
く
最
も
一
般
的
な
規
定
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
の
こ
と
は
我
々
の
現
実
の
生
活
に
最

も
深
く
根
ざ
せ
る
我
々
の
基
礎
経
験
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
問
題
は
こ
の
中
間
者
と
い
う
こ
と
を
如
何
な
る

意
味
に
如
何
に
哲
学
的
に
解
明
す
る
か
に
あ
る
。
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
が
弁
証
法
的
な
も
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の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ま
た
人
間
が
中
間
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
根

本
的
規
定
の
う
ち
に
、
哲
学
そ
の
も
の
の
可
能
性
も
必
然
性
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
私
は
今
こ
こ
で
私
自
身
の

考
を
特
に
述
べ
よ
う
と
し
た
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
従
来
の
哲
学
者
た
ち
の
人
間
定
義
に
お
け
る
最
も
一
般
的
な

も
の
を
一
応
取
り
出
し
て
み
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
興
味
で
あ
っ
た
。
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克		

【1933.6

】

一

す
で
に
数
年
こ
の
か
た
我
が
国
に
お
い
て
も
精
神
的
危
機
は
絶
え
ず
叫
ば
れ
て
き
た
が
、
そ
の
危
機
の
最
も
内

的
な
も
の
、
い
わ
ば
最
も
精
神
的
な
も
の
、
従
っ
て
ま
た
最
も
魅
惑
的
で
も
あ
り
得
る
も
の
は
、
従
来
な
お
一
般

に
は
真
実
に
経
験
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
日
本
の
社
会
的
、
特
に
文
化
的
条
件
に

制
約
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
か
よ
う
な
精
神
的
危
機
は
既
に
以
前
か
ら

そ
の
精
神
的
な
表
現
を
生
産
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
文
学
に
お
い
て
、
神
学
に
お
い
て
、
哲
学
に
お
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
魅
惑
的
な
表
現
を
与
え
ら
れ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
、
ジ
ー
ド
等
の
文
学
、
バ
ル
ト
、
ブ
ル
ン
ナ
ー
な
ど
の
神
学
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
そ
の
他
の
哲
学
が
か
よ
う
な
も
の
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
そ
れ
ら
を
お
し
な
べ
て
、

不
安
の
文
学
、
不
安
の
神
学
、
不
安
の
哲
学
と
い
う
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
既
に
早
く
日
本

に
も
紹
介
さ
れ
、
移
植
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
国
の
社
会
的
、
特
に
文
化
的
条
件
の
た
め
に
、
そ
れ
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ら
の
も
の
も
、
一
般
に
は
た
だ
新
し
い
も
の
、
新
し
い
文
学
、
新
し
い
神
学
、
新
し
い
哲
学
と
し
て
受
取
ら
れ
、

新
し
い
も
の
に
対
す
る
日
本
人
の
い
つ
も
の
愛
好
癖
か
ら
歓
迎
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。攻
撃
す
る
側
の
者
も
、

そ
れ
ら
の
特
殊
な
性
質
を
十
分
に
理
解
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
他
の
も
の
と
一
様
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
文
学
、
フ

ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
哲
学
等
と
し
て
、
無
差
別
に
批
評
す
る
に
止
ま
っ
た
。
よ
し
そ
れ
が
必
ず
し
も
間
違
い
で
な
い
に

し
て
も
、
そ
れ
は
殆
ど
無
意
味
に
も
近
い
概
括
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
バ
ル
ト
と
シ
ュ
パ
ン
を
、
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
と
ジ
ェ
ン
テ
ィ
ー
レ
を
同
列
に
し
て
批
判
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
、
ど
れ
ほ
ど
の
切
実

さ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
今
挙
げ
た
種
類
の
文
学
や
哲
学
は
、
人
間
の
生
活
、
社
会
の
将
来
に
関
し
積

極
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
掲
げ
、
積
極
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
も
の
と
し
て
よ
り
も
、
現
代
人
の
不
安
乃
至
懐
疑
、

そ
の
精
神
的
危
機
の
最
も
精
神
的
な
も
の
の
表
現
と
し
て
特
殊
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
日
本
に
お
い
て
も
昨
年
あ
た
り
か
ら
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
精
神
的
状
況
に
か
な
り
著
し
い
変
化
が

現
れ
て
来
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ひ
と
は
こ
れ
を
満
洲
事
変
と
い
う
重
要
な
事
件
を
目
標
に
し
て
特
徴
附
け
て

事
変
後
の
影
響
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
事
変
後
の
影
響
に
よ
っ
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
に
醸
し
出
さ
れ
つ

つ
あ
る
精
神
的
雰
囲
気
は
ほ
か
な
ら
ぬ
「
不
安
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
後
多
分
次
第
に
深
さ
を
増
し
、
陰
影
を
濃

く
し
て
行
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
不
安
の
文
学
、
不
安
の
哲
学
等
は
知
ら
ず
識
ら
ず
人
々
の
心
の
な
か
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に
忍
び
入
り
、
や
が
て
そ
の
主
人
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
む
ろ
ん
従
来
と
て
も
決
し
て
不
安
が
存
し
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
不
安
と
し
て
十
分
に
内
面
的
に
な
り
得
な
い
事
情
に
あ
っ
た
。
か
く
て
今
我
々

は
、
現
在
す
で
に
ま
す
ま
す
多
く
の
愛
好
者
、
追
随
者
を
見
出
し
つ
つ
あ
る
不
安
の
思
想
の
根
本
的
性
質
を
理
解

し
、
批
判
す
べ
き
必
要
に
迫
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ス
の
批
評
家
ク
レ
ミ
ュ
ー
は
、
世
界
大
戦
後
の
文
学
を
決
算
し
、
そ
の
思
想
の
登
録
を
企
て
た
書
物
の

な
か
で
、
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
至
る
間
を
一
つ
の
「
ペ
リ
オ
ー
ド
」
と
看
做
し
て
い
る
。
ペ
ギ
ー
は

歴
史
に
お
い
て
無
秩
序
、
分
裂
も
し
く
は
準
備
の
時
期
で
あ
る
「
ペ
リ
オ
ー
ド
」
と
、
大
い
な
る
体
系
ま
た
は
著

作
の
開
花
に
適
す
る
時
期
で
あ
る
「
エ
ポ
ッ
ク
」
と
を
区
別
し
た
が
、
そ
れ
ら
の
年
に
跨
る
時
期
は
か
よ
う
な
意

味
で
の
「
ペ
リ
オ
ー
ド
」
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
渡
的
時
期
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
性
格
附
け
て

い
る
も
の
は
ま
さ
に
不
安
の
精
神
で
あ
る
。
こ
の
時
期
は
一
九
一
八
年
に
始
ま
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
戦

争
の
終
っ
た
年
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
不
安
は
、
ク
レ
ミ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
戦
争
の
影
響
と
い
う
よ
り
も
む
し

ろ
戦
後
の
影
響
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
平
和
に
関
し
て
な
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
予
想
、
戦
争
の
終
結
と
静

穏
及
び
幸
福
と
を
た
だ
漠
然
と
同
一
視
し
て
い
た
期
待
は
、
完
全
に
裏
切
ら
れ
た
。
フ
ラ
ン
ス
は
少
な
く
と
も
戦

勝
国
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
勝
利
は
社
会
の
平
和
と
幸
福
を
意
味
し
な
か
っ
た
の
み
か
、
反
対
に
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イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
他
の
原
因
の
た
め
に
社
会
的
動
揺
と
不
安
は
増
大
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
一
九
一
四

年
に
は
、
こ
の
年
に
戦
争
が
始
ま
っ
た
に
も
拘
ら
ず
な
お
、
世
界
は
固
定
し
た
不
動
の
も
の
、
徐
々
の
進
化
に
よ

っ
て
移
っ
て
行
く
も
の
と
見
え
て
い
た
。
し
か
る
に
一
九
一
八
年
は
突
然
す
べ
て
の
者
に
こ
の
世
界
の
不
安
定
と

転
変
を
教
え
た
。
か
よ
う
に
し
て
普
遍
的
な
流
動
主
義
の
像
が
人
々
の
心
に
深
く
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

こ
の
年
以
後
に
お
い
て
象
徴
的
な
意
味
を
有
す
る
に
至
っ
た
文
学
者
や
哲
学
者
の
名
は
、
戦
前
に
も
よ
く
知
ら

れ
て
い
た
。け
れ
ど
も
そ
の
場
合
彼
等
の
多
く
は
人
生
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
解
釈
者
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
ベ
ル
グ
ソ
ン
ま
た
は
ジ
ー
ド
は
、
彼
等
が
影
響
を
及
ぼ
し
た
限
り
、
そ
の
当
時
こ
の
よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ッ
ク

な
そ
し
て
活
動
的
な
意
味
に
お
い
て
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
主
意
説
の
意
味
に
受
取
ら
れ
、

理
智
を
越
え
て
生
命
の
跳
躍
を
体
験
す
る
こ
と
を
教
え
た
。ジ
ー
ド
の
作
品
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
意
味
に
理
解
さ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
束
縛
を
断
ち
切
り
、
ニ
ー
チ
ェ
に
結
合
し
て
、
生
を
肯
定
す
る
こ
と
を
教
え
た
。「
如
何
に
活
動
す
べ

き
か
」、
こ
の
問
に
対
す
る
答
が
、
一
九
一
四
年
ま
で
は
、
青
年
た
ち
が
彼
等
の
教
師
に
尋
ね
た
こ
と
で
あ
っ
た
、

と
ク
レ
ミ
ュ
ー
は
記
し
て
い
る
。
社
会
に
お
い
て
如
何
に
身
を
処
す
べ
き
か
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て
社
会
の
た
め

に
行
動
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
か
よ
う
な
犠
牲
を
拒
ん
で
個
人
の
見
地
を
主
張
す
べ
き
か
。
と
も
か
く
行
動
の
原
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理
が
青
年
た
ち
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。

し
か
る
に
、
更
に
ク
レ
ミ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
戦
争
の
大
変
動
は
こ
の
よ
う
な
「
行
動
の
悲
劇
」
に
「
知
識
の
悲

劇
」を
置
き
換
え
た
。「
人
間
と
は
何
か
。
生
活
と
は
何
か
。
世
界
と
は
何
か
。
何
故
に
生
き
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。」

人
間
も
、
生
活
も
、
世
界
も
、
も
は
や
理
智
の
框か
ま
ちの

中
へ
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
よ
う
に
見
え
た
。
合
理
的
で
あ

っ
た
一
切
の
も
の
、
思
想
或
い
は
人
格
の
骨
組
は
砕
け
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。
す
べ
て
は
不
安
定
な
も
の

と
感
じ
ら
れ
た
。
今
や
ひ
と
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
か
ら
事
物
の
絶
え
ざ
る
流
転
の
感
情
を
受
取
る
。
無
意
識
の
う
ち
に

あ
っ
て
し
か
も
我
々
の
生
活
に
対
し
て
殆
ど
独
裁
的
な
力
を
現
す
と
看
做
さ
れ
る
リ
ビ
ド
に
関
す
る
フ
ロ
イ
ト
の

学
説
が
、
そ
の
と
き
強
く
影
響
し
始
め
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
時
間
及
び
境
遇
の
作
用
の
も
と
に
人
間
の
人
格
が
不

断
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。
ジ
ー
ド
は
か
よ
う
な
流
動
主
義
を
倫
理
の
う
ち
へ
移
し
入
れ
、
人
間
の

行
為
の
偶
然
と
無
理
由
と
を
説
き
、
あ
ら
ゆ
る
義
務
を
断
ち
切
っ
て
情
熱
と
瞬
間
の
充
実
と
を
求
め
る
こ
と
を
勧

め
る
。
そ
し
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
不
安
の
伝
道
者
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
現
れ
た
。
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と

は
一
九
一
八
年
以
後
の
社
会
の
情
勢
に
一
致
し
、
そ
れ
を
反
映
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
思
想
や
文
学
は
、
懐
疑
、

不
安
、
否
定
の
表
現
で
あ
っ
た
か
、
或
い
は
少
な
く
と
も
か
か
る
意
味
に
解
釈
さ
れ
て
影
響
し
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
日
本
で
は
昨
年
あ
た
り
ま
で
は
か
よ
う
な
不
安
の
思
想
の
影
響
は
局
部
的
で
あ
っ
た
。
青
年
の
心
を
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圧
倒
的
に
支
配
し
た
よ
う
に
見
え
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
っ
た
。
到
る
処
旗
幟
鮮
明
で
あ
り
、
ど
こ
で
も
威

勢
が
好
か
っ
た
。
と
も
か
く
「
如
何
に
活
動
す
べ
き
か
。」
が
問
題
で
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学

に
反
対
す
る
者
は
、
新
興
芸
術
派
と
称
し
、
或
い
は
新
社
会
派
、
新
心
理
主
義
の
文
学
、
等
々
と
名
乗
っ
た
。
し

か
し
反
動
期
が
順
序
と
し
て
や
っ
て
来
た
。
外
部
に
阻
ま
れ
た
青
年
知
識
人
の
心
は
お
の
ず
か
ら
内
部
に
引
込
ま

れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
的
不
安
は
精
神
的
不
安
と
な
り
、
し
か
も
「
内
面
化
」
さ
れ
る
。
我
々
は
も
と
よ
り
歴
史

の
類
推
を
間
違
っ
て
行
う
こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
歴
史
は
つ
ね
に
具
体
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
今
や
我

が
国
に
お
い
て
も
「
行
動
の
悲
劇
」
に
「
知
識
の
悲
劇
」
が
従
っ
て
来
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
ま
い
か
、
少
な
く
と

も
そ
の
危
険
の
近
づ
い
て
来
た
こ
と
が
予
感
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
危
機
は
、
単
な
る
文
化
的
危
機

と
直
ち
に
同
一
視
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
一
つ
の
「
精
神
的
」
危
機
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
危
機
は
、
青
年
イ
ン
テ

リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
と
っ
て
魅
惑
的
で
な
く
は
な
い
だ
け
、
一
層
危
険
で
も
あ
る
。

そ
こ
で
我
々
は
も
う
少
し
ク
レ
ミ
ュ
ー
の
記
録
を
も
と
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
う
ち
に
現
れ
た
不
安
の
思
想

の
特
徴
を
指
摘
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
先
ず
そ
れ
が
流
動
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
既
に
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら

知
ら
れ
よ
う
。
か
か
る
流
動
主
義
は
一
方
で
は
事
物
の
相
対
性
に
対
す
る
鋭
敏
に
さ
れ
た
感
覚
と
結
び
附
く
。
こ

の
感
覚
が
強
め
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
相
対
的
な
も
の
に
対
し
て
絶
対
的
な
も
の
に
対
す
る
と
殆
ど
同
様
の
信
用
が
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

与
え
ら
れ
、
ひ
と
は
相
対
的
な
も
の
に
魅
了
さ
れ
て
生
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
他
方
、
流
動
主
義
的
思
想
は
時

間
性
に
対
す
る
特
殊
な
感
覚
或
い
は
趣
味
と
結
び
附
く
。
空
間
的
な
も
の
は
単
に
外
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
本
質

的
な
も
の
は
時
間
的
な
も
の
、
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
理
智
の
か
か
わ
る
の
は
空
間
的
な
も
の
に
過
ぎ
ず
、
ま
た

理
智
と
い
う
も
の
は
「
自
己
の
表
面
に
お
け
る
」
小
さ
な
光
に
過
ぎ
な
い
。
我
々
の
行
為
、
我
々
の
存
在
を
決
定

す
る
も
の
は
、
セ
ッ
ク
ス
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
浸
潤
さ
れ
た
無
意
識
的
な
も
の
の
う
ち
に
根
差
す
か
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ア
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
【affective

】
な
生
活
が
我
々
自
身
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
我
々
の
理
智
の
捉
え
得
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
あ
ら
ゆ
る
矛
盾
す
る
も
の
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ま
た
一
面
的
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
よ
う
な
文
学
の

特
徴
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
理
智
的
な
も
の
、
空
間
的
な
も
の
、
剛
性
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
、
情
緒
的
な
も
の
、
時
間
的
な
も

の
、
流
動
的
な
も
の
へ
向
う
感
覚
乃
至
趣
味
は
、
客
観
的
な
も
の
か
ら
主
観
的
な
も
の
へ
の
転
向
と
同
じ
で
あ
る
。

社
会
に
信
頼
を
失
い
、或
い
は
社
会
的
に
活
動
す
る
こ
と
を
阻
止
さ
れ
た
人
間
は
い
わ
ば
必
然
的
に
自
己
の
内
へ
、

内
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
内
観
も
し
く
は
内
省
が
プ
ル
ー
ス
ト
や
ジ
ー
ド
な
ど
の
道
に
従
っ
た
新
し

い
文
学
の
方
法
で
あ
っ
た
。
主
観
的
と
い
っ
て
も
、
不
安
の
精
神
に
と
っ
て
は
も
は
や
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
可
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能
で
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
新
し
い
文
学
は
規
則
と
し
て
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
【sincerity

】
を
と
っ
た
、
そ
こ

か
ら
今
日
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
わ
れ
る
も
の
が
生
じ
た
。
仮か
し
ゃ
く借
の
な
い
鋭
さ
を
も
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
道
徳

的
顧
慮
に
も
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
ら
の
心
理
学
者
た
ち
は
彼
等
の
自
己
の
追
求
に
身
を
委
ね
た
。
そ
れ

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
等
を
単
に
個
人
主
義
者
と
考
え
る
こ
と
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
十
九
世
紀
の
偶
像
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
の
個
人
及
び
個
人
の
権
利
の
観
念
は
、
既
に
戦
争
に
よ
っ
て
無
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を

教
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
戦
後
に
お
け
る
社
会
的
不
安
の
う
ち
に
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
不
安
定
を
経
験
し
た
人

間
は
、
外
的
世
界
の
存
在
を
疑
っ
て
は
な
ら
ぬ
理
由
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
彼
等
に
と
っ
て
現
実
の
生
活
は

彼
等
が
想
像
し
、
発
明
す
る
生
活
よ
り
も
実
在
性
の
少
な
い
も
の
に
す
ら
感
じ
ら
れ
た
。
彼
等
は
社
会
か
ら
孤
立

し
、
游
離
し
、
或
い
は
む
し
ろ
社
会
は
彼
等
か
ら
逃
げ
去
る
。
か
く
て
い
わ
ば
外
的
世
界
の
破
産
を
宣
言
し
て
人

間
生
活
の
内
部
を
追
求
し
た
人
々
は
、
こ
こ
で
も
自
己
の
う
ち
に
不
動
の
基
礎
を
見
出
す
こ
と
に
失
敗
し
た
の
で

あ
る
。
外
的
世
界
の
破
産
に
内
的
世
界
の
破
産
が
附
け
加
わ
る
。
人
格
の
不
動
性
と
統
一
性
と
は
把
持
さ
れ
な
か

っ
た
、
却
っ
て
こ
こ
で
こ
そ
す
べ
て
が
流
動
的
で
あ
っ
た
。
一
九
一
八
年
か
ら
一
九
三
〇
年
に
至
る
時
期
は
、
文

学
史
に
お
い
て
「
人
格
の
分
解
」
の
時
期
と
し
て
残
る
で
あ
ろ
う
、
と
ク
レ
ミ
ュ
ー
は
い
っ
て
い
る
。
人
間
の
人

格
は
た
と
え
ば
微
塵
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
る
、
彼
の
「
自
己
」
は
瞬
間
瞬
間
に
生
き
、
他
の
者
に
伝
え
る
こ
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

と
も
で
き
ず
、
自
分
自
身
に
も
捉
え
る
こ
と
の
で
き
ぬ
連
続
的
な
多
く
の
「
自
己
」
に
分
割
さ
れ
て
し
ま
う
。
人

格
の
統
一
は
「
意
識
の
流
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
人
間
的
自
己
の
連
続
性
は
た
だ
無
意
志
的
な

記
憶
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
よ
う
に
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
我
々
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
ジ
ー
ド
、
ピ
ラ
ン
デ
ロ
或
い
は
ジ
ョ
イ
ス

な
ど
の
文
学
を
決
し
て
低
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
者
で
は
な
い
。
そ
れ
が
文
学
と
し
て
、
新
し
い
芸
術
的
世
界
の

開
拓
者
と
し
て
有
す
る
独
自
の
価
値
は
十
分
に
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
特
に
シ
ン
セ
リ
テ
ィ

を
芸
術
的
態
度
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
体
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
立
て
た
。
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
な
さ
れ
た
人
間

心
理
の
発
見
に
は
多
く
の
貴
重
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
そ
れ
が
そ
の
性
格

に
お
い
て
不
安
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
社
会
的
不
安
が
か
く
も
増
大
し
た
時
代
も

稀
で
あ
り
、
人
間
の
不
安
が
か
く
も
深
く
表
現
さ
れ
た
時
代
も
稀
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

二

さ
て
我
々
は
い
ま
、
同
時
代
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
に
転
じ
て
一
瞥
を
与
え
よ
う
。
こ
こ
で
も
、
あ
の
不
安
の
文
学

に
つ
い
て
教
え
ら
れ
た
の
と
同
じ
傾
向
、
同
じ
特
徴
が
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
と
っ
て
興
味
が
な
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く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
前
の
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
観
念
的
抽
象
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
と
も
か
く
活
動
主
義

が
支
配
的
で
あ
っ
た
。
新
カ
ン
ト
派
、
或
い
は
む
し
ろ
新
フ
ィ
ヒ
テ
派
と
も
い
う
べ
き
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
派
の
哲
学

は
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
見
ら
れ
よ
う
。
し
か
る
に
戦
争
は
こ
こ
で
も
「
行
動
の
悲
劇
」
を
、
い
つ
も
の
ド
イ

ツ
人
の
仕
方
で
暫
ら
く
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
流
行
）
を
も
っ
た
後
に
、
や
が
て
「
知
識
の

悲
劇
」
に
置
き
換
え
た
。
そ
し
て
、
人
間
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
た
。
不
安
の
哲
学
は
生
産
さ
れ
て

次
第
に
流
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
よ
う
な
変
化
を
示
す
一
例
と
し
て
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
の
変
化
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
以
前
に
は
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
の
哲
学
者
と
し
て
、
活
動
的
な
理
想
主
義
者
と
し
て
す
ら
解
釈
さ
れ
て
い
た

ニ
ー
チ
ェ
は
、
今
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
並
ん
で
不
安
の
哲
学
の
う
ち
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
、

今
日
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
代
表
的
な
名
と
す
る
不
安
の
哲
学
の
若
干
の
特
徴
を
簡
単
に
記
し
て
み
よ
う
。

一
、
あ
の
不
安
の
文
学
が
時
間
的
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
不
安
の
哲
学
も
時
間
的
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
差
異

が
あ
る
と
す
れ
ば
、
南
方
の
カ
ト
リ
ッ
ク
と
北
方
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
い
う
よ
う
な
差
異
で
あ
ろ
う
。
彼
の
書

物
が
『
存
在
と
時
間
』
と
名
附
け
ら
れ
て
い
る
如
く
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
の
根
本
概
念
は
時
間
で
あ
り
、
そ

こ
に
は
時
間
に
対
す
る
特
殊
な
感
覚
或
い
は
熱
情
さ
え
も
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
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
と
飛
躍
し
、
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

非
連
続
的
な
瞬
間
の
連
続
を
意
味
し
て
い
る
。
ヤ
ス
パ
ー
ス
に
よ
る
と
、
彼
の
歴
史
に
お
け
る
人
間
の
本
質
は
彼

の
い
つ
に
お
い
て
も
完
成
さ
れ
ぬ
時
間
存
在
の
不
安
定
と
し
て
、
つ
ね
に
時
間
の
途
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。二

、
不
安
の
文
学
と
同
じ
よ
う
に
不
安
の
哲
学
も
一
面
的
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
で
あ
る
。
あ
の
文
学
が
フ
ロ
イ
ト

の
精
神
分
析
学
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
如
く
、
こ
の
哲
学
の
代
表
者
の
一
人
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
。
お
よ
そ
、
理
智
、
理
性
、
一
般
に
ロ
ゴ
ス
的
な
も

の
に
対
す
る
信
頼
が
失
わ
れ
、
ア
フ
ェ
ク
テ
ィ
ヴ
な
生
活
が
人
間
の
根
本
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
世
界
に
お
け
る
人
間
の
存
在
の
仕
方
を
現
す
も
の
は
「
気
分
」
で
あ
る
。
人
間
の
根
本
的
規

定
は
ゾ
ル
ゲ
（
関
心
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
直
接
に
恐
怖
も
し
く
は
不
安
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
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
は
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
る
と
、
そ
れ
が
存
在
者
で
あ
っ
て
、
そ
し
て
無
で
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
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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
文
学
が
主
観
性
の
文
学
で
あ
る
よ
う
に
、
不
安
の
哲
学
も
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
解
す
る
。」
し
か
し
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
な
い
。
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
思
惟
の
根
本

的
な
範
疇
は
「
単
独
者
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
見
解
に
従
う
と
、
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
行
く
こ
と
に
お
け
る
意
識
で
あ
る
。
世
界
の
う
ち
へ
入
っ
て
行
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
は
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
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

的
な
生
は
お
よ
そ
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
だ
か
ら
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
そ
し
て
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
行
く
の
ほ
か
な
い
。
哲
学
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
例
え
ば
プ
ル
ー
ス
ト
の
文
学

に
つ
い
て
の
見
解
と
類
似
し
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
ス
タ
イ
ル
は
決
し
て
或
る
人
々
の
信
ず
る
如
く
装
飾
で

は
な
い
、
そ
れ
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
で
す
ら
な
い
、
そ
れ
は
―
―
画
家
に
お
け
る
色
の
如
く
―
―
視
覚
の
ひ
と

つ
の
性
質
、
我
々
の
各
々
の
者
が
見
て
、
他
の
者
が
見
な
い
と
こ
ろ
の
特
殊
な
宇
宙
の
啓
示
で
あ
る
。」
そ
し
て

完
全
に
精
神
的
生
の
真
理
の
う
ち
に
あ
ろ
う
と
す
る
芸
術
家
は
た
だ
独
り
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
よ
う

に
プ
ル
ー
ス
ト
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

四
、
不
安
の
文
学
に
お
い
て
の
よ
う
に
不
安
の
哲
学
に
お
い
て
も
問
題
は
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
、
即
ち
誠
実
性
、
真

実
性
、
も
し
く
は
厳
粛
性
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る
と
、
科
学
の
問
題
が
厳
密
性	 Strenge	

に
あ
る
と
す

れ
ば
、
形
而
上
学
の
問
題
は
厳
粛
性	 Ernst	

で
あ
る
。
あ
の	 sincérité	

と
こ
の	 Ernst	

と
は
ほ
ぼ
同
様
の
精
神
的

態
度
を
現
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
哲
学
も
あ
の
文
学
と
同
じ
く
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
も
な
く
、
ロ
マ
ン
テ

ィ
ッ
ク
で
も
な
く
、
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
と
欲
す
る
。「
物
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
の
が
現
象
学
の
モ
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ッ
ト
ー
で
あ
る
。
物
が
自
己
自
身
を
顕
に
す
る
即
ち
「
現
象
す
る
」
場
面
は
何
処
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
こ
の
窓
前

の
樹
木
は
私
が
眠
っ
て
い
る
間
に
も
存
在
し
は
す
る
、
し
か
し
そ
れ
が
自
己
自
身
を
顕
に
す
る
の
は
私
の
覚
め
た

る
心
の
眼
に
と
っ
て
、
即
ち
意
識
に
お
い
て
で
あ
る
。
現
象
学
は
物
が
自
己
自
身
を
顕
に
す
る
場
面
に
お
い
て
物

を
捉
え
よ
う
と
し
、
従
っ
て
意
識
の
研
究
が
そ
の
テ
ー
マ
と
な
る
。
そ
し
て
パ
ト
ロ
ギ
ー
的
な
哲
学
は
人
間
の
本

質
的
な
も
の
、
根
源
的
な
も
の
が
自
己
自
身
を
顕
に
す
る
場
面
は
情
緒
、
感
情
、
一
般
に
パ
ト
ス
的
意
識
で
あ
る

と
考
え
る
。
と
こ
ろ
で
現
象
学
は
、
既
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
、
理
論
的
構
成
を
排
し
て
「
純
粋
に
記
述
的
」

で
あ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
。
現
象
学
に
お
い
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
原
本
的
に
与
え
る
直
観
は
認
識
の
権
利
の
根

源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、我
々
に
と
っ
て
直
観
に
お
い
て
原
本
的
に
（
い
わ
ば
そ
の
体
現
的
な
現
実
性
に
お
い
て
）

現
れ
る
す
べ
て
の
も
の
を
、
そ
れ
が
現
れ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
、
し
か
し
ま
た
そ
れ
が
そ
こ
に
現
れ
る
範
囲

内
に
お
い
て
の
み
、
単
純
に
受
取
る
と
い
う
こ
と
」
が
大
切
で
あ
る
、
と
彼
は
い
う
。
こ
の
よ
う
に
現
象
学
に
お

い
て
は
直
観
が
重
ん
じ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
単
な
る
直
観
主
義
と
考
え
て
は
な
ら
ず
、
却
っ
て
ひ
と
が
現

象
学
に
お
い
て
見
出
す
の
は
、
し
ば
し
ば
ス
コ
ラ
的
煩
瑣
と
し
て
非
難
さ
れ
る
如
き
精
緻
な
分
析
で
あ
る
。
従
っ

て
そ
こ
に
は
特
殊
な
知
性
が
は
た
ら
い
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
「
構
成
」
を
排
斥
し
、「
体
系
」
に
対
す
る

極
端
な
嫌
悪
を
さ
え
抱
い
て
い
る
、
彼
も
ま
た
分
析
と
記
述
と
を
重
ん
じ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

安
の
文
学
の
方
法
に
つ
い
て
も
い
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
不
安
の
哲
学
も
不
安
の
文
学
も
、
ヤ
ス
パ
ー
ス
の
語
を
転
用
す
る
と
「
限
界
情
況
」
に
お
か
れ
た

人
間
の
表
現
で
あ
る
と
い
っ
て
宜
い
で
あ
ろ
う
。
な
に
よ
り
も
客
観
的
社
会
か
ら
孤
立
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
は
か
く
の
如
き
主
観
的
な
限
界
情
況
に
追
い
や
ら
れ
る
。
世
界
は
そ
こ
で
は
そ
の
動
か
し
難
い
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
や
文
学
に
お
い
て
人
間
は
「
限
界
」

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
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
限
界
に
あ
る

も
の
は
、
或
る
人
に
と
っ
て
は
「
死
」
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

は
た
ら
く
リ
ビ
ド
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

粗
略
な
が
ら
不
安
の
文
学
と
不
安
の
哲
学
と
に
共
通
す
る
思
想
の
根
本
的
特
徴
が
指
摘
さ
れ
た
後
に
、
我
々
は

次
に
こ
の
よ
う
な
思
想
の
行
方
を
窺
っ
て
み
よ
う
。
人
間
は
い
つ
ま
で
も
不
安
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
得
る
も
の
で

は
な
い
。
ゲ
ー
テ
が
い
っ
た
如
く
、植
物
で
さ
え
す
で
に「
純
な
る
太
陽
に
向
う
」、「
色
ど
ら
れ
た
る
地
上
に
向
う
」

衝
動
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
人
間
も
ま
た
か
く
の
如
き
ヘ
リ
オ
ト
ロ
ピ
ズ
ム
（
向
日
性
）
を
具
え
て
い

る
。
い
ま
ク
レ
ミ
ュ
ー
に
よ
る
と
、
一
九
一
八
年
に
始
ま
っ
た
「
ペ
リ
オ
ー
ド
」
は
一
九
三
〇
年
に
は
終
結
に
達

し
た
。
そ
の
こ
と
を
示
す
徴
候
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
先
ず
一
九
一
八
年
に
教
師
と
し
て
選
ば
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れ
た
人
々
に
対
す
る
反
動
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
。
彼
等
は
見
捨
て
ら
れ
た
か
、
彼
等
に
対
す
る
興
味
が
急
に
な

く
な
っ
た
か
、或
い
は
、最
も
多
く
の
場
合
、彼
等
の
著
作
に
新
し
い
解
釈
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
し
た
。

例
え
ば
、
プ
ル
ー
ス
ト
は
も
は
や
人
格
の
破
壊
者
と
は
見
ら
れ
な
い
で
、
人
間
に
芸
術
的
創
造
を
そ
の
生
存
理
由

と
し
て
与
え
る
詩
人
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
同
じ
よ
う
に
、
ジ
ー
ド
は
も
は
や
道
徳
の
破
壊
者
と
し
て
で

な
く
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
、「
新
し
い
ゲ
ー
テ
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
解

釈
の
変
化
は
精
神
的
不
安
の
転
向
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ク
レ
ミ
ュ
ー
は
、
も
は
や
不
安
の
時
期
が
去
っ

て
再
建
の
時
期
が
来
た
こ
と
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。「
知
識
の
悲
劇
」に「
新
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

の
肯
定
が
継
ぐ
の
で
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。
一
九
三
〇
年
の
安
定
の
ひ
と
つ
の
他
の
徴
候
は
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

に
対
す
る
考
え
方
の
変
化
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
不
均
衡
の
時
期
に
支
配
的
な
絶
対
的
独
創
性
と
い
う
観
念
は
漸
次

消
え
失
せ
、
青
年
た
ち
は
先
輩
の
列
に
加
わ
り
、
彼
等
の
歩
ん
だ
道
に
従
い
、
そ
れ
を
拡
げ
る
こ
と
を
再
び
始
め

る
に
到
っ
た
。
そ
し
て
あ
の
不
安
の
精
神
の
表
現
で
あ
る
文
学
が
シ
ン
セ
リ
テ
ィ
を
求
め
た
の
に
対
し
、
こ
の
と

き
確
実
性
が
求
め
ら
れ
る
。
か
れ
が
個
人
的
伎
倆
を
問
題
に
し
た
の
に
対
し
、
こ
こ
で
は
完
全
性
が
問
題
に
さ
れ

る
。
か
れ
が
精
神
も
し
く
は
想
像
の
豊
富
を
好
ん
だ
の
に
対
し
、
い
ま
で
は
選
択
、
均
衡
、
綜
合
、
創
造
へ
の
傾

向
が
現
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
ク
レ
ミ
ュ
ー
に
よ
る
と
歴
史
の
法
則
に
適
合
す
る
。
け
だ
し
、
人
類
が
参
加
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

し
た
血
腥
い
大
闘
争
の
後
に
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
光
輝
あ
る
時
代
が
従
っ
て
来
る
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
実
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
時
代
は
、
一
九
三
〇
年
に
お

い
て
、
或
い
は
そ
の
後
今
日
ま
で
に
お
い
て
、
展
開
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
ク
レ
ミ
ュ
ー
の
考
え
が
錯
誤

で
な
い
か
を
恐
れ
る
。
例
え
ば
、
戦
争
の
危
機
は
な
く
な
っ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
む
し
ろ
増
大
し
て
い
る
こ
と

は
、
今
日
フ
ラ
ン
ス
人
こ
そ
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
べ
き
筈
で
あ
る
。	 i

そ
し
て
ド
イ
ツ
の
哲
学
に
お
い
て
は
如
何

で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
一
見
「
知
識
の
悲
劇
」
に
既
に
「
新
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
が
従
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
い
わ
ゆ
る
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
、
そ
の
他
の
現
象
が
そ
れ
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
新
ヘ

ー
ゲ
ル
主
義
の
哲
学
の
如
き
が
今
日
に
至
る
ま
で
如
何
に
無
気
力
で
あ
る
か
は
誰
の
眼
に
も
明
瞭
で
あ
る
。
社
会

的
安
定
の
時
期
は
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
の
み
か
、
む
し
ろ
反
対
に
矛
盾
は
尖
鋭
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
っ

た
の
は
た
だ
僅
か
な
相
対
的
安
定
期
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
不
安
の
哲
学
が
自
己
の
転
化
を
企
て
る
と

き
、
容
易
に
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
哲
学
と
も
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
来
る
と
し

て
も
、
反
対
の
側
か
ら
来
る
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
の
再
生
は
全
く
新
し
い
社
会
的
地
盤
の
上
に
お
い
て
の

み
可
能
で
あ
ろ
う
。

i　

こ
の
論
文
時
（1933

年
）
は
、
三
月
、
ナ
チ
ス
独
裁
政
権
成
立
、
日
本
の
国
際
聯
盟
脱
退
が
あ
る
。
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不
安
の
思
想
が
社
会
的
不
安
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
、
互
い

に
直
接
に
交
渉
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
と
ド
イ
ツ
の
哲
学
と
が
、
右
に
述
べ
た
如
く
根

本
に
お
い
て
共
通
の
性
質
を
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
察
知
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
社
会
的
不
安
に

し
て
絶
滅
さ
れ
な
い
限
り
、不
安
の
思
想
が
完
全
に
超
克
さ
れ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
最
も
基
礎
的
な
問
題
が
実
践
的
に
こ
の
社
会
を
革
新
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
い
ま

不
安
の
文
学
及
び
不
安
の
哲
学
と
し
て
提
出
さ
れ
た
問
題
は
、
文
学
及
び
哲
学
そ
の
も
の
に
関
す
る
限
り
、
一
般

に
如
何
な
る
方
向
に
お
い
て
解
決
を
求
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
簡
単
に
し
て
も
こ
の
問
題
に
触
れ
て
お
か

ね
ば
な
ら
ぬ
。

前
世
紀
の
末
か
ら
人
間
は
自
己
に
値
す
る
自
己
の
定
義
を
求
め
て
迷
っ
て
き
た
。
種
々
の
努
力
が
な
さ
れ
た
に

も
拘
ら
ず
、
人
間
に
つ
い
て
の
一
義
的
な
定
義
は
発
見
さ
れ
ず
、
如
何
な
る
人
間
規
定
も
普
遍
的
な
承
認
を
得
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。「
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
一
層
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
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

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
亘
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
。」
と
マ
ッ
ク
ス
・

シ
ェ
ー
ラ
ー
は
書
い
て
い
る
。
し
か
も
人
間
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
は
、
人
類
学
、
生
物
学
、
社
会
学
、
等
々

の
諸
科
学
に
よ
っ
て
は
人
間
の
現
実
的
な
生
活
意
識
に
満
足
を
与
え
る
よ
う
に
は
答
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、

そ
れ
に
真
実
に
答
え
る
べ
き
任
務
を
有
し
、
ま
た
答
え
得
る
も
の
は
哲
学
と
文
学
と
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
今
日

ク
レ
ミ
ュ
ー
の
い
う
「
新
し
い
ク
ラ
シ
カ
ル
な
人
間
の
定
義
」
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
哲
学
が
「
人
間
学
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
自
体
非
難
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間

学
的
と
観
念
論
的
と
を
直
ち
に
同
一
視
す
る
限
り
、
唯
物
論
は
あ
ま
り
に
単
純
で
あ
る
。
そ
う
い
う
唯
物
論
哲
学

こ
そ
、
今
日
、
人
間
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
に
、
正
確
に
、
具
体
的
に
、
真
実
に
答
え
ね
ば
な
ら
ぬ
義
務
を
有

し
て
い
る
と
思
う
。
こ
の
場
合
、
単
に
人
間
の
存
在
は
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
如
き
の
み
で
は
不
十

分
で
あ
る
。
た
と
い
人
間
の
現
在
の
不
幸
が
社
会
的
原
因
に
よ
る
と
し
て
も
、
何
故
に
私
は
自
己
を
犠
牲
に
し
て

社
会
の
革
新
の
た
め
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
、
た
と
い
将
来
に
お
い
て
幸
福
な
社
会
が
到
達

す
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
私
が
そ
の
幸
福
に
与
り
得
る
ま
で
生
存
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
様
に
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確
実
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
何
故
に
私
は
今
自
己
を
犠
牲
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い
か
く
の
如
く
問
う

こ
と
が
「
知
識
の
悲
劇
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
も
し
一
旦
か
か
る
問
題
に
逢
着
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
如
何
で
あ

ろ
う
。
そ
し
て
実
に
か
か
る
問
題
こ
そ
嘗
て
ロ
ッ
ツ
ェ
の
如
き
哲
学
者
を
苦
し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
っ
た
。

不
安
の
思
想
の
超
克
の
た
め
に
は
人
間
に
値
す
る
新
し
い
人
間
の
定
義
が
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

実
際
、
従
来
の
偉
大
な
哲
学
や
文
学
は
人
間
の
タ
イ
プ
を
創
造
し
て
き
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
創
造

し
た
。
あ
の
何
等
芸
術
的
と
は
い
え
な
い
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
』
に
お
い
て
す
ら
我
々
は
ひ
と
つ
の
人
間

の
タ
イ
プ
が
生
々
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
偉
大
な
文
学
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
、
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
、
フ
ァ
ウ
ス
ト
、
等
々
は
か
よ
う
な
タ
イ
プ
を
現
し
て
い
る
。
ユ
ー
ゴ

ー
が
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
論
の
中
で
書
い
て
い
る
。「
最
上
級
の
天
才
に
お
け
る
固
有
な
こ
と
は
、
そ
の
各
々
が
人

間
の
一
類
型
を
作
り
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
天
才
は
人
類
に
彼
の
肖
像
の
贈
物
を
な
し
た
、
或
る

も
の
は
笑
い
な
が
ら
、
或
る
も
の
は
泣
き
な
が
ら
、
或
る
も
の
は
物
思
い
に
沈
み
な
が
ら
。」
タ
イ
プ
と
は
如
何

な
る
も
の
で
あ
る
か
。「
タ
イ
プ
は
何
等
か
特
殊
な
人
間
を
再
生
す
る
の
で
な
い
。
そ
れ
は
或
る
個
人
に
正
確
に

重
な
り
合
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
つ
の
人
間
的
形
態
の
も
と
に
す
べ
て
一
群
の
性
格
と
精
神
と
を
要
約
し

集
中
す
る
の
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
省
略
し
な
い
、
そ
れ
は
凝
結
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。」
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
か
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

よ
う
な
タ
イ
プ
が
生
き
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
抽
象
で
な
く
、
い
ま
道
で

会
っ
た
誰
よ
り
も
強
度
の
存
在
を
も
っ
て
生
存
し
て
い
る
。そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
は
我
々
の
目
前
に
生
き
て
い
る
。

我
々
は
、
彼
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
だ
と
い
い
、
彼
は
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
だ
と
い
う
。

現
代
の
「
生
の
哲
学
」
は
、
人
間
の
研
究
を
中
心
的
な
テ
ー
マ
に
し
た
が
、
現
実
の
「
人
間
」
に
「
生
」
と
い

う
或
る
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
、
し
か
も
漠
然
と
し
た
概
念
を
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
等
正
確
で
明
瞭
な

人
間
規
定
を
与
え
て
い
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ジ
ン
メ
ル
、
等
々
の
生
の
哲
学
者
に
比
し
て
、
例
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ

は
如
何
に
生
々
し
た
人
間
の
タ
イ
プ
を
我
々
に
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
古
典
哲
学
の
崩
壊
以
後
、
哲
学

は
一
度
も
ク
ラ
シ
カ
ル
な
人
間
の
タ
イ
プ
を
形
作
ら
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
。
我
々
に
与
え
ら
れ
た
タ
イ
プ

と
い
え
ば
、
不
安
の
思
想
に
お
け
る
不
安
の
人
間
で
あ
る
。
か
か
る
思
想
を
超
克
す
る
た
め
に
、
哲
学
は
新
し
い

人
間
の
タ
イ
プ
を
正
確
に
、
明
瞭
に
、
具
体
的
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
単
な
る
観
念
論
的
乃
至
個

人
主
義
的
要
求
と
看
做
さ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
は
新
し
い
歴
史
的
社
会
的
条
件
の
も
と
に
、
新
し
い
哲

学
的
基
礎
の
上
に
お
い
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
一
時
マ
ル
ク
ス
主
義
が
多
く
の
青
年
の
心
を
捉
え

た
の
も
、
現
代
の
諸
哲
学
に
お
い
て
人
間
が
タ
イ
プ
と
し
て
崩
さ
れ
、
失
わ
れ
て
い
た
と
き
、
そ
れ
が
「
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
ー
ト
」
の
名
の
も
と
に
新
し
い
人
間
の
タ
イ
プ
を
与
え
よ
う
と
し
た
魅
力
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
で
あ
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ろ
う
。
し
か
し
そ
こ
に
示
さ
れ
た
諸
要
素
も
、
ま
だ
十
分
に
正
確
で
、
明
瞭
で
、
具
体
的
な
タ
イ
プ
に
ま
で
綜
合

さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
い
な
い
。
我
々
は
そ
の
場
合
、
人
間
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
か
、
存
在
が
意
識
を
決
定
す

る
と
か
い
う
よ
う
な
規
定
に
と
ど
ま
ら
な
い
で
、
例
え
ば
、
感
覚
と
か
思
惟
と
か
、
感
情
と
か
意
志
と
か
、
ま
た

身
体
と
か
、
社
会
と
か
い
う
も
の
に
新
し
い
哲
学
的
規
定
を
与
え
、
か
く
て
社
会
的
存
在
と
い
わ
れ
る
人
間
を
底

の
底
ま
で
哲
学
的
光
の
う
ち
に
規
定
し
、
形
成
し
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
感
覚
と
か
感
情
と
か
い

っ
て
も
、
そ
れ
に
新
し
い
透
徹
し
た
解
明
を
与
え
な
い
で
、
た
だ
そ
れ
に
実
践
的
と
か
社
会
的
と
か
い
う
こ
と
を

附
け
加
え
る
だ
け
で
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
新
し
い
人
間
の
タ
イ
プ
が
心
理

学
や
生
物
学
や
経
済
学
な
ど
の
夾
雑
物
と
し
て
で
は
な
く
、
哲
学
自
身
の
方
法
及
び
手
段
に
よ
っ
て
、
統
一
的
に
、

具
体
的
に
規
定
さ
れ
、
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
文
学
に
と
っ
て
は
な
お
さ
ら
必
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
不
安
の
文
学
も
或
る
意
味
で
は
人
間

の
タ
イ
プ
を
創
造
し
た
と
も
見
ら
れ
得
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
に
は
い
わ
ば
タ
イ
プ
的
で
な
い
人
間
の
タ
イ
プ
が

問
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
そ
れ
が
不
安
の
文
学
で
あ
る
理
由
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
感
情
が
あ
る
の
で

な
く
、
そ
れ
を
感
じ
る
個
人
が
あ
る
の
み
で
あ
る
、
と
プ
ル
ー
ス
ト
は
考
え
る
。
感
情
を
自
然
の
う
ち
に
そ
の
純

粋
な
状
態
に
お
い
て
出
会
い
得
る
或
い
は
そ
の
母
岩
か
ら
分
離
し
得
る
単
純
体
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
不
可
能
で
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

あ
る
。
愛
と
か
功
名
心
と
か
い
う
も
の
も
、
極
め
て
不
安
定
な
複
合
物
で
あ
っ
て
、
個
々
人
に
よ
っ
て
変
り
、
そ

し
て
各
々
の
者
に
お
い
て
甚
だ
矛
盾
し
た
、
偶
然
的
な
諸
要
素
が
そ
こ
で
相
会
す
る
と
こ
ろ
の
複
合
体
で
あ
る
。

か
よ
う
な
見
地
に
立
つ
文
学
が
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
は
、
既
に
上
に
述
べ
た
。
不
安
の
文
学
を
超
克

す
る
た
め
に
は
新
し
い
人
間
の
タ
イ
プ
が
作
り
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
の
タ
イ
プ
を
描
く
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
も
言
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
ま
だ
十
分
に
行
届
か
ず
、
実

現
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
。
客
観
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
主
張
が
或
る
意
味
で
そ
の
障
碍
に
な
っ
て
い
た
と
見

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
最
近
「
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
革
命
的
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
も
偶
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。タ
イ
プ
は
単
純
に
リ
ア
ル
な
も
の
で
は
な
い
。

外
部
に
あ
る
も
の
の
単
な
る
模
写
、
或
い
は
抽
象
乃
至
概
括
に
よ
っ
て
タ
イ
プ
は
作
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
そ

こ
に
は
内
部
か
ら
、
自
己
の
情
熱
か
ら
創
造
さ
れ
る
方
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
そ
こ
で
は
観
察
と
構
成
と
が
幸

福
な
結
合
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
ア
イ
デ
ィ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
し
か
し
単
純
な
リ
ア

リ
ズ
ム
で
は
な
く
て
ク
ラ
シ
シ
ズ
ム
に
近
づ
く
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
リ
ア
リ
ズ
ム
は
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
へ
の
道

を
示
し
、
そ
の
方
向
を
指
す
限
り
発
展
的
で
あ
り
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
際
特
に
、
あ
の
不
安
の
思
想
が
立
っ
て
い
る
上
に
挙
げ
た
諸
見
地
の
一
面
性
乃
至
抽
象
性
が
理
解
さ
れ
、
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そ
れ
に
対
立
す
る
諸
見
地
の
重
要
性
が
正
し
く
把
捉
さ
る
べ
き
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
先
ず

時
間
性
の
見
地
に
対
し
て
空
間
性
の
原
理
的
な
意
味
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
次
に
一
面
的
に
パ
ト
ロ
ギ
ー
的

な
見
方
に
対
し
て
理
智
、
理
性
、
一
般
に
ロ
ゴ
ス
的
意
識
の
固
有
の
力
と
権
利
と
に
つ
い
て
の
信
用
と
認
識
と
が

取
り
戻
さ
れ
、
か
く
て
パ
ト
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
意
味
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
見
方
が
十
分
に
主
張
さ
れ
、
滲

透
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
更
に
主
観
性
の
リ
ア
リ
ズ
ム
或
い
は
主
体
的
真
実
性
に
対
し
て
客
観
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム

も
し
く
は
客
体
的
現
実
性
の
重
要
さ
が
強
調
さ
る
べ
き
こ
と
は
固
よ
り
で
あ
る
。
更
に
純
粋
に
記
述
的
な
方
法
に

対
し
て
創
造
と
構
成
的
方
法
と
の
必
要
が
力
説
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
す
べ
て
こ
れ
ら
の
こ
と
は

そ
れ
自
身
一
面
的
に
で
な
く
、
弁
証
法
的
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。
か
よ
う
に
し
て
我
々
の
い
う
如
き
主

体
と
客
体
と
の
弁
証
法
、
従
っ
て
ま
た
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
の
弁
証
法
が
、
体
系
的
に
展
開
さ
れ

る
と
共
に
、
個
別
的
に
現
実
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
信
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

タ
イ
プ
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
単
に
客
観
的
な
抽
象
乃
至
概
括
で
は
な
く
、
客
観
的
な
も
の

の
単
な
る
摸
写
で
も
な
い
。
タ
イ
プ
は
主
体
的
意
識
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
単
に
そ
れ
だ

け
で
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
相
応
し
、
一
致
す
る
方
面
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
タ
イ

プ
は
ユ
ー
ゴ
ー
の
言
葉
に
よ
る
と
「
観
察
の
混
ぜ
ら
れ
た
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
の
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
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不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
言
葉
を
避
け
る
な
ら
ば
、
タ
イ
プ
は
ロ
ゴ
ス
的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
の
統
一

の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
る
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
客
体
的
な
現
実
性
と
主
体
的
な

真
実
性
と
が
相
寄
っ
て
、
互
い
に
強
め
合
い
、
高
め
合
う
。
か
か
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
タ
イ
プ
は
生
き
た
も
の

と
し
て
我
々
の
目
前
に
つ
ね
に
現
れ
、
我
々
の
生
活
を
慰
め
、
励
ま
し
、
深
め
、
力
づ
け
る
の
で
あ
る
。
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命	

	

【1933.11

】

少
し
以
前
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
の
ソ
ビ
エ
ト
へ
の
転
向
が
文
壇
の
一
話
題
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
度
は
マ
ル

チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
ナ
チ
ス
入
党
が
報
道
さ
れ
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
既
に
先
日
東
京
朝
日
新
聞
に
お

い
て
田
辺
元
博
士
が
そ
の
批
判
を
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
、―
―
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
は
同
じ
ナ
チ
ス
に
よ
っ
て
大
学
か
ら
追
放
さ
れ
、
抗
議
を
た
た
き
つ
け
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ー
ド
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
バ
ル
ト
と
云
え
ば
、
と
も
か
く
現
代
の
文
学
、
哲
学
、
神
学
の
世
界
に
お
け
る
立
物

で
あ
り
、
ま
た
彼
等
の
思
想
の
う
ち
に
或
る
共
通
な
も
の
の
あ
る
こ
と
は
他
の
場
合
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
愈
々
社
会
的
に
三
人
三
様
の
態
度
を
と
っ
て
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
興
味
深
い
こ
と
で

あ
る
。
固
よ
り
そ
れ
は
単
に
外
面
的
な
出
来
事
と
の
み
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
彼
等
三
人
の
性
格
も
し
く
は
思
想

的
傾
向
に
含
ま
れ
る
内
的
な
差
異
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
私
は
ま
た
そ
こ
に
現
代
思
想
の
行
方
に
つ
い
て
或
る
暗

示
が
与
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
と
ナ
チ
ス
の
政
治
と
は
如
何
に
し
て
内
面
的
に
結
び
付
き
得
る
か
。
こ
の
問
に
答
え
る
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命

に
困
難
を
感
じ
た
人
は
、
あ
の
ニ
ー
チ
ェ
を
媒
介
に
し
て
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
と

の
間
に
如
何
に
密
接
な
関
聯
が
あ
る
か
、
如
何
に
多
く
の
も
の
を
前
者
が
後
者
か
ら
取
っ
て
来
て
い
る
か
は
、
二

人
の
書
物
を
取
り
出
し
て
多
少
詳
し
く
読
め
ば
誰
に
も
気
付
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ー
ド
と
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関

係
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
の
類
似
に
は
ま
こ
と
に
顕
著
な
も
の
が
あ
る
。
ニ
ー
チ

ェ
は
現
代
の
不
安
の
思
想
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
に
も
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な

方
面
の
あ
る
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い
。
然
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
、
か
く
の
如
き
い
わ
ば
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
乃
至
キ
ェ

ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
一
面
を
有
す
る
と
共
に
、
他
面
に
お
い
て
超
人
の
伝
道
者
で
あ
り
、
貴
族
主
義
者
、
英
雄
主
義
者

で
あ
り
、
戦
争
の
或
る
讃
美
者
で
あ
り
、
熱
烈
な
愛
国
主
義
者
で
す
ら
あ
っ
た
。
我
々
は
今
や
ナ
チ
ス
の
教
授
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
の
こ
の
後
の
一
面
が
強
調
さ
れ
て
現
れ
て
来
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
者
と
し
て
の
独
創
性
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
議
論
が
あ
ろ
う
。
彼
の
哲
学
の
専
門
学
術
的

価
値
は
と
も
か
く
も
、
現
代
と
い
う
も
の
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
云
え
ば
、
彼
の
意
義
は
殆
ど
凡
て
ニ
ー
チ
ェ

に
お
い
て
既
に
尽
さ
れ
て
い
る
と
云
っ
て
も
誇
張
で
は
な
い
と
思
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
係
を
全
面
的
に
取
扱
う
こ
と
は
、
他
の
機
会
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ

で
私
は
た
だ
最
近
到
着
し
た
ひ
と
つ
の
小
冊
子
、
即
ち
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
ナ
チ
ス
に
入
党
し
て
後
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
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大
学
総
長
に
就
任
し
た
際
（
一
九
三
三
年
五
月
二
七
日
）
に
お
け
る
就
任
演
説
『
ド
イ
ツ
大
学
の
自
己
主
張
』
の

一
節
を
取
り
上
げ
て
、
彼
と
ニ
ー
チ
ェ
と
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
云
う
、
ド
イ
ツ
大
学
の
本
質
へ
の
意
志
は
科
学
の
本
質
へ
の
意
志
で
あ
る
。
然
る
に
科
学
の

本
質
は
―
―
「
新
し
い
科
学
概
念
」
を
問
題
に
し
て
―
―
単
に
そ
の
独
立
性
や
無
前
提
性
を
争
っ
て
い
た
の
で
は

そ
の
最
も
内
的
な
必
然
性
に
お
い
て
知
ら
れ
な
い
。我
々
に
し
て
科
学
の
本
質
を
捉
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、我
々

は
先
ず
次
の
如
き
決
定
的
な
問
題
に
面
接
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
―
―
科
学
は
今
後
も
我
々
に
と
っ
て
な
お
存
在
す
べ

き
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
我
々
は
科
学
を
し
て
速
に
終
を
遂
げ
し
む
べ
き
で
あ
る
か
。
科
学
が
一
般
に
存
在
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、な
ん
ら
絶
対
に
必
然
的
な
こ
と
で
は
な
い
。然
し
、も
し
科
学
が
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、

且
つ
そ
れ
が
我
々
に
と
っ
て
ま
た
我
々
に
よ
っ
て
存
在
す
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
如
何
な
る
条
件
の
も
と
に
そ
の

場
合
そ
れ
は
真
に
存
立
し
得
る
の
で
あ
る
か
。
唯
、我
々
が
我
々
を
再
び
我
々
の
精
神
的
、歴
史
的
生
存
の「
端
初
」

の
力
の
も
と
に
お
く
場
合
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
端
初
と
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
発
現
で
あ
る
。
そ
こ
に
西

洋
的
人
間
は
一
の
民
族
性
か
ら
そ
の
言
語
に
よ
っ
て
初
め
て
存
在
者
の
全
体
に
向
っ
て
起
ち
、
そ
し
て
そ
れ
を
存

在
者
そ
の
も
の
と
し
て
問
い
且
つ
捉
え
た
。
凡
て
の
科
学
は
哲
学
で
あ
り
、
さ
も
な
け
れ
ば
科
学
で
な
い
。
凡
て

の
科
学
は
つ
ね
に
哲
学
の
か
の
端
初
に
縛
り
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
端
初
か
ら
そ
れ
は
そ
の
本
質
の
力
を
汲
み
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命

取
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
科
学
の
根
源
的
な
ギ
リ
シ
ア
的
な
本
質
の
二
つ
の
著
し
い
性
質
を
我
々
の
生
存
の
た
め
に
取
り
戻
そ
う

と
思
う
、
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
続
け
て
云
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
間
で
は
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
が
最
初
の
哲
学

者
で
あ
っ
た
と
い
う
古
い
伝
説
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
を
し
て
、
ア
イ
ス
キ
ュ
ロ
ス
は
、
知
識
の
本

質
を
現
す
ひ
と
つ
の
格
言
を
語
ら
し
め
た
。「
と
こ
ろ
で
知
識
は
必
然
よ
り
も
遥
か
に
無
力
な
も
の
で
あ
る
」
と
。

こ
の
言
葉
は
、
事
物
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
つ
ね
に
何
よ
り
も
運
命
の
圧
倒
的
な
力
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

そ
の
前
に
は
無
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。ま
さ
し
く
そ
れ
故
に
知
識
は
そ
の
最
高
の
反
抗
を
展
開
し
、

こ
の
反
抗
に
対
し
初
め
て
存
在
者
の
隠
蔽
性
の
全
き
力
は
現
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
恰
も
存
在
者
は
そ

の
測
り
難
く
動
か
し
難
き
性
質
に
お
い
て
開
示
さ
れ
、
知
識
に
そ
の
真
理
性
を
賦
与
す
る
。
知
識
の
創
造
的
な
無

力
に
つ
い
て
の
こ
の
格
言
は
、
ひ
と
が
「
理
論
的
」
態
度
と
い
う
、
純
粋
に
自
分
自
身
に
よ
っ
て
立
ち
そ
し
て
そ

の
際
自
己
を
忘
れ
た
知
識
に
と
っ
て
の
模
範
が
彼
等
の
間
に
見
出
さ
れ
る
と
あ
ま
り
に
簡
単
に
考
え
て
い
る
ギ
リ

シ
ア
人
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
「
理
論
」（
テ
オ
リ
ア
）
と
は
何
で
あ
る
か
。
ひ
と
は
ギ

リ
シ
ア
人
を
担
ぎ
出
し
て
、
理
論
と
は
純
粋
な
観
照
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
行
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、

と
云
う
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
理
由
な
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
先
ず
「
理
論
」
は
そ
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れ
自
身
の
た
め
に
行
わ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
専
ら
、
存
在
者
そ
の
も
の
に
近
く
且
つ
そ
れ
の
圧
迫
の
も
と
に

留
ま
ろ
う
と
す
る
情
熱
に
お
い
て
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
次
に
ギ
リ
シ
ア
人
は
ま
さ
に
、
こ
の
よ
う
な
理

論
的
な
問
を
人
間
の
活
動
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
の
ひ
と
つ
の
、
い
な
実
に
最
高
の
仕
方
と
し
て
把
握
し
且
つ
実
行

せ
ん
が
た
め
に
戦
っ
た
。
彼
等
は
理
論
そ
の
も
の
を
純
な
る
実
践
の
最
高
の
実
現
と
し
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
。

ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
科
学
は
一
の
「
文
化
財
」
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
全
体
の
民
族
的
、
国

家
的
生
存
を
最
も
内
的
に
規
定
す
る
中
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
科
学
と
は
絶
え
ず
自
己
を
隠
す
存
在

者
の
全
体
の
真
中
に
お
け
る
問
の
固
持
で
あ
る
。
こ
の
執
拗
な
る
行
為
は
そ
の
と
き
運
命
の
前
に
お
け
る
自
己
の

無
力
に
つ
い
て
知
る
。

か
く
の
如
き
が
科
学
の
端
初
的
本
質
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
人
間
的
活
動
の
進
歩
は
科
学
を
も
変
化
さ
せ
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
。
た
し
か
に
、
そ
の
後
の
キ
リ
ス
ト
教
的
・
神
学
的
世
界
解
釈
並
び
に
近
代
の
数
学
的
・
技
術

的
思
惟
は
科
学
を
時
間
的
及
び
内
容
的
に
そ
の
端
初
か
ら
遠
ざ
か
ら
せ
た
。
け
れ
ど
も
そ
れ
に
よ
っ
て
端
初
そ
の

も
の
は
決
し
て
克
服
さ
れ
も
せ
ず
、
破
滅
さ
せ
ら
れ
も
し
な
か
っ
た
。
蓋
し
、
根
源
的
な
ギ
リ
シ
ア
的
科
学
が
或

る
偉
大
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
偉
大
な
も
の
の
端
初
は
そ
の
最
も
偉
大
な
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
端

初
は
な
お
在
る
。
そ
れ
は
と
っ
く
の
昔
か
ら
在
っ
た
も
の
と
し
て
我
々
の
後
に
横
た
わ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命

れ
は
我
々
の
前
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
端
初
は
最
も
偉
大
な
も
の
と
し
て
一
切
の
来
た
る
べ
き
も
の
を
越
え

て
、
従
っ
て
ま
た
我
々
を
越
え
て
既
に
先
に
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
端
初
は
我
々
の
未
来
に
立
ち
、
我
々
が
そ

れ
に
追
付
い
て
手
に
収
め
る
こ
と
を
我
々
の
上
に
命
じ
て
い
る
。
我
々
が
こ
の
遠
方
か
ら
の
命
令
に
応
じ
て
、
端

初
の
偉
大
さ
を
取
り
戻
す
場
合
に
の
み
、
科
学
は
我
々
に
と
っ
て
生
存
の
最
も
内
的
な
必
然
と
な
る
。

と
こ
ろ
で
我
々
自
身
の
生
存
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
大
き
な
変
化
の
前
に
立
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
熱

情
的
に
神
を
求
め
た
最
後
の
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ニ
ー
チ
ェ
が
云
っ
た
こ
と
、
即
ち
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
こ
と

が
真
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
者
の
真
中
に
お
い
て
今
日
の
人
間
が
こ
の
よ
う
に
見
棄
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
真
面
目
に
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
科
学
は
如
何
な
る
情
況
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
と
き
存
在
者
の
前
に
最
初
ギ
リ
シ
ア
人
が
驚
異
し
つ
つ
立
ち
続
け
た
と
い
う
こ
と
は
、隠
さ
れ
た
る
も
の
、

不
確
実
な
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
問
わ
る
べ
き
も
の
の
う
ち
に
全
く
覆
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
曝
さ
れ
て
在
る
と

い
う
こ
と
に
変
化
す
る
。
問
は
そ
の
と
き
も
は
や
単
に
知
識
と
し
て
の
答
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
克
服
し
得
る
前
階

で
な
く
、
却
っ
て
問
そ
の
も
の
が
知
識
の
最
高
の
形
態
と
な
る
。
問
は
そ
の
と
き
一
切
の
事
物
の
本
質
的
な
も
の

を
開
示
す
る
そ
の
最
も
固
有
な
力
を
展
開
す
る
。
問
は
そ
の
と
き
避
け
難
き
も
の
に
対
し
て
単
純
に
ひ
た
す
ら
眼

を
向
け
る
よ
う
に
強
制
す
る
。
我
々
が
存
在
者
の
全
体
の
不
確
実
性
の
真
中
に
問
い
つ
つ
覆
わ
れ
る
こ
と
な
く
踏
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み
留
る
と
い
う
意
味
に
お
け
る
科
学
の
本
質
を
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
こ
の
本
質
意
志
は
我
々
の
民
族
に
と

っ
て
そ
の
真
の
精
神
的
世
界
を
作
る
の
で
あ
る
。一
民
族
の
精
神
的
世
界
と
い
う
の
は
文
化
の
上
層
建
築
で
な
く
、

応
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
諸
知
識
や
諸
価
値
の
た
め
の
倉
庫
の
如
き
も
の
で
も
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
そ
の
民
族

の
生
存
の
最
も
内
面
的
な
活
動
と
最
も
広
き
運
動
の
力
た
る
、
そ
の
地
と
血
に
根
差
す
諸
力
の
最
も
探
き
維
持
の

力
で
あ
る
。
こ
の
精
神
的
世
界
の
み
が
民
族
に
偉
大
さ
を
保
証
す
る
。

こ
れ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
演
説
に
お
い
て
哲
学
的
に
見
て
最
も
内
容
的
な
部
分
の
要
旨
で
あ
る
。こ
の
演
説
は
、

「
凡
て
大
い
な
る
も
の
は
危
険
を
有
す
る
」
と
い
う
句
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
ポ
リ
テ
イ
ア
の
中
か
ら
引
用
す
る
こ
と

を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
我
々
が
右
の
如
き
内
容
の
文
章
を
ニ
ー
チ
ェ
哲
学
の
解
説
書
中
に

見
出
し
た
と
し
て
も
、
我
々
は
多
分
そ
れ
に
殆
ど
不
審
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ほ
ど
ニ
ー
チ
ェ
と
の
類
似

は
著
し
い
。
そ
こ
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
根
本
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
の
あ
の
「
運
命
の
愛
」
の
思
想
と

相
通
ず
る
。
運
命
の
前
に
、
存
在
す
る
も
の
の
測
り
難
き
深
さ
の
前
に
人
間
の
無
力
を
思
う
と
い
う
こ
と
は
、
こ

の
場
合
例
え
ば
あ
の
ゲ
ー
テ
の
「
あ
き
ら
め
」
と
は
全
く
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
運
命
の
愛
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に

お
い
て
ま
さ
に
「
超
人
」
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
権
力
へ
の
意
志
」
と
結
び
付
い
て
い
た
。
超
人
の
ミ

ュ
ト
ス
は
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
人
間
の
力
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
反
対
に
、
あ
の
無
の
、
運
命
の
力
か
ら
生
れ
た
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
超
人
は
実
践
す
る
者
で
あ
る
よ
り
も
「
認
識
す
る
者
」
で
あ
り
、
寧
ろ
そ
の
場
合
認
識
す

る
こ
と
が
最
高
の
実
践
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
認
識
の
意
味
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
考
え
方
に
も
ニ
ー

チ
ェ
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
ニ
ー
チ
ェ
の
運
命
の
愛
の
思
想
が
彼
の
ギ
リ
シ
ア
解
釈
と
極
め
て
深

い
関
係
の
あ
る
こ
と
は
既
に
屡
々
云
わ
れ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
へ
の
、
あ
の
「
端
初
」
へ
の
つ
な
が
り
を
求
め
る
こ
と
に
お
い
て
ニ
ー
チ
ェ
は
全
く
情
熱
的
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
に
追
随
す
る
者
と
見
ら
れ
よ
う
。『
悲
劇
の
出
生
』
そ

の
他
に
お
け
る
ニ
ー
チ
ェ
の
ギ
リ
シ
ア
解
釈
の
特
色
は
、
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
、
そ
し
て
ゲ

ー
テ
の
古
典
主
義
を
方
向
付
け
た
よ
う
な
ギ
リ
シ
ア
解
釈
に
対
し
て
、
い
わ
ゆ
る
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
を
強

調
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
か
る
解
釈
に
お
い
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
と
同
じ
方
向
を
と
っ
て
い
る
。
運

命
の
愛
に
い
う
愛
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
ア
ガ
ペ
―
―
そ
れ
は
神
と
隣
人
と
に
向
う
―
―
で
も
な
く
、
プ
ラ
ト
ン

的
な
エ
ロ
ス
―
―
そ
れ
は
イ
デ
ア
に
、
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
に
向
う
―
―
で
も
な
く
、
却
っ
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
、

従
っ
て
ま
た
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
の
熱
情
的
な
肯
定
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
人
が
人
間
の
本
質
規
定
と
し
た
ロ

ゴ
ス
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
、
言
語
学
者
と
し
て
出
発
し
た
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
っ
て
と
同
じ
く
、
単
に
言
葉

と
し
て
解
釈
さ
れ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
は
彫
刻
の
原
理
で
あ
り
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
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も
の
は
音
楽
の
原
理
で
あ
る
。
世
界
に
お
い
て
最
も
音
楽
的
な
国
民
と
云
わ
れ
る
ド
イ
ツ
人
が
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス

的
ギ
リ
シ
ア
に
対
し
て
最
も
親
和
的
に
感
じ
る
の
も
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
。

然
し
な
が
ら
我
々
は
同
時
に
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
最
も
輝
し
き
芸
術
が
彫
刻
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
も
忘
る
べ

き
で
は
な
か
ろ
う
。ド
イ
ツ
人
は
よ
く
自
分
達
の
み
が
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
継
承
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
吹
聴
す
る
。

け
れ
ど
も
ギ
リ
シ
ア
人
の
彫
刻
的
な
明
朗
性
と
限
定
性
と
を
、
そ
の
本
性
、
そ
の
思
惟
に
具
え
て
い
る
の
は
却
っ

て
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
イ
デ
ア
的
思
考
の
本
来
の
直
観
性
は
フ
ラ
ン
ス
的
思
考
の
う

ち
に
最
も
よ
く
生
か
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ギ
リ
シ
ア
人
の
う
ち
に
は
固
よ
り
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
全
く
深
い

意
識
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
彼
等
の
文
化
の
古
典
的
完
成
は
か
か
る
パ
ト
ス
的
な
も
の
と

ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
と
の
幸
福
な
結
合
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
た
ゲ
ー
テ
に
お
け
る
古
典
主
義

の
内
容
で
も
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
古
典
主
義
の
最
高
峯
を
現
す
の
は
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
が
、
然
る
に
ニ
ー
チ
ェ
は
ソ

ク
ラ
テ
ス
以
前
の
哲
学
者
に
お
い
て
哲
学
者
の
純
粋
な
タ
イ
プ
を
見
、あ
の
神
の
如
き
プ
ラ
ト
ン
を
す
ら
単
に「
混

合
的
性
格
」
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
た
。
彼
の
い
う
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
と
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
と
が
ギ
リ
シ
ア

的
範
囲
に
お
い
て
最
高
の
統
一
に
達
し
た
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
悲
劇
に
お
い
て
よ
り
も
、
寧
ろ
エ
ロ
ス
に
担
わ
れ
、

ミ
ュ
ト
ス
を
奥
に
含
む
プ
ラ
ト
ン
の
ロ
ゴ
ス
哲
学
、
そ
の
イ
デ
ア
説
に
お
い
て
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命

ジ
ー
ド
は
ニ
ー
チ
ェ
に
影
響
さ
れ
は
し
た
が
、
然
し
彼
の
う
ち
に
は
も
と
も
と
古
典
主
義
へ
の
、
ゲ
ー
テ
へ
の

本
質
的
な
希
求
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
か
ら
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
近
づ
き
、
そ
し
て
そ
の
自
然
の

道
と
し
て
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
結
び
付
く
と
こ
ろ
の
バ
ル
ト
の
弁
証
法
的
神
学
の
如
き
方
向
に
進
む
か
の
よ
う

に
も
見
え
た
が
、
彼
は
今
や
再
び
逆
転
し
て
ニ
ー
チ
ェ
に
、
運
命
の
愛
と
超
人
の
ミ
ュ
ト
ス
を
説
い
た
ニ
ー
チ
ェ

に
還
っ
て
行
っ
た
。
尤
も
彼
の
叫
び
の
う
ち
に
神
を
待
つ
者
の
声
が
か
す
か
に
響
い
て
来
な
い
で
も
な
い
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ド
イ
ツ
の
国
民
主
義
的
統
一
の
原
理
を
、
血
と
地
と
運
命
と
に
、
凡
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
に

求
め
る
よ
う
で
あ
る
。
客
観
的
原
理
は
何
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も

の
は
「
個
別
化
の
原
理
」
を
否
定
し
、
根
源
的
一
者
の
統
一
で
あ
る
。「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も
の
の
魔
力
の
も

と
に
単
に
人
間
と
人
間
と
の
間
の
結
合
が
再
び
結
ば
れ
る
の
み
で
な
い
、
疎
外
さ
れ
た
、
敵
対
的
な
或
は
圧
制
さ

れ
た
自
然
も
ま
た
再
び
そ
の
失
わ
れ
た
る
子
供
、
人
間
と
の
和
解
の
祭
を
祝
う
の
で
あ
る
。」（
ニ
ー
チ
ェ
）。
民

族
と
云
え
ば
、
普
通
に
そ
の
基
礎
と
し
て
血
と
か
地
と
か
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
場
合
血
や
地

は
単
に
客
観
的
自
然
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
、
却
っ
て
意
識
的
乃
至
無
意
識
的
に
何
等
か
主
体
的
・
自
然
的
な

も
の
と
し
て
、
従
っ
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
民
族
は
運
命
共
同
体
と

し
て
規
定
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
運
命
と
は
か
の
無
で
あ
り
、
無
の
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ナ
チ
ス
の
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デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
舞
踏
は
何
処
に
向
っ
て
進
も
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
ロ
ゴ
ス
の
力
を
、
理
性
の
権
利
を
回
復

せ
よ
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
ニ
ー
チ
ェ
の
う
ち
に
没
し
た
。
ニ
ー
チ
ェ
の
徹
底
的
な
理
解
と
、
批
判
と
、
克
服
と
は
、
現

代
哲
学
に
と
っ
て
ひ
と
の
想
像
す
る
よ
り
も
遥
か
に
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
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歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識	

	

【1934.2

】

一

ア
ン
ド
レ
・
モ
ー
ロ
ワ
は
『
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
方
法
序
説
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
と
デ

カ
ル
ト
と
を
対
照
的
に
取
扱
っ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
も
っ
て
「
確
実
性
」
を
求
め
た
よ
う
に
、

ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
あ
ら
ゆ
る
用
意
を
も
っ
て
「
厳
格
性
」
を
求
め
た
。
前
者
が
先
ず
す
べ
て
の
も
の
を
疑
っ
た
よ
う

に
、
後
者
は
先
ず
す
べ
て
の
も
の
を
払
い
退
け
る
。
我
々
は
何
を
知
っ
て
い
る
か
、
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
尋
ね
る
。

そ
し
て
形
而
上
学
、
歴
史
、
科
学
、
常
識
な
ど
、
何
ひ
と
つ
と
し
て
争
わ
れ
な
い
も
の
の
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

な
る
。
黒
板
の
上
に
書
か
れ
て
い
た
す
べ
て
の
も
の
は
洗
い
落
さ
れ
る
、
一
切
は
い
わ
ゆ
る
タ
ブ
ラ
・
ラ
ザ
（
白

紙【tabula rasa

】）と
な
る
。
今
や
こ
の
上
に
何
を
書
き
附
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
か
。
と
い
う
の
は
、そ
こ
に「
或

る
物
」
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
思
考
す
る
、
時
に
は
彼
等
の
思
想
及
び
行
為
を
一
致
さ
せ
る
。
人
間

社
会
は
生
き
、
そ
し
て
持
続
し
て
い
る
。
ひ
と
は
そ
こ
に
秩
序
を
建
て
る
材
料
を
見
出
す
。
そ
の
材
料
は
何
で
あ
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る
か
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
或
い
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
そ
れ
だ
、
と
我
々
に
答
え
る
で
あ
ろ
う
、

と
モ
ー
ロ
ワ
は
述
べ
て
い
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
一
人
も
し
く
は
多
数

の
人
間
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
規
則
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
例
え
ば
私
が
諸
君
の
前
で
講
義
す
る
と
き
、
こ
の
一
時

間
の
あ
い
だ
私
が
話
し
そ
し
て
諸
君
が
聴
く
よ
う
に
我
々
の
間
で
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
一
致
が
こ
の
室
に
お
け

る
秩
序
を
建
て
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
他
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
承
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
、
諸
君

が
合
唱
団
で
歌
い
そ
し
て
私
が
聴
く
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
こ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
ひ
と
つ
の
他
の
秩
序

を
建
て
た
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
絶
対
的
な
も
の
で
な
く
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
し

か
る
に
人
間
社
会
に
と
っ
て
固
有
な
こ
と
は
、
そ
れ
が
か
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
存
在
し

得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
社
会
に
お
い
て
は
本
能
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
征
服
さ
れ
る
。
社

会
が
文
明
に
向
う
運
動
は
象
徴
や
記
号
の
支
配
に
向
っ
て
の
運
動
で
あ
る
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
考
え
る
。
あ
ら
ゆ
る

社
会
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
う
ち
第
一
の
も
の
、
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
る
言
語
の
上
に
、
文
字
の
上
に
、
習

慣
の
上
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
我
々
は
帽
子
を
と
る
、
我
々
は
拍
手
を
す
る
、
我
々
は
銭
を
払
い
ま
た
受
取
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
は
い
ず
れ
も
無
数
の
古
い
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
前
提
し
て
い
る
。
永
い
歴
史
を
有
す
る
国
民
の
生
活

は
、
彼
等
の
銘
々
が
も
は
や
そ
の
起
原
を
知
ら
な
い
、
従
っ
て
そ
の
擬
制
的
性
質
を
認
識
し
な
い
、
数
多
く
の
関
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歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

係
の
糸
で
織
ら
れ
て
い
る
。

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
秩
序
を
建
て
る
。
そ
し
て
こ
の
秩
序
の
う
ち
に
お
い
て
精
神
の
自
由
は
可
能
に
な
る
。

秩
序
の
創
造
者
、
自
由
の
母
、
そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
や
が
て
自
己
の
形
成
し
た

秩
序
や
自
由
に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
る
。
批
判
的
精
神
は
大
き
く
な
り
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
破
壊
す
る
。
け
れ

ど
も
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
は
不
幸
に
な
り
、
や
が
て
新
た
に
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
欲
す
る
よ
う
に
な

る
。
か
よ
う
に
し
て
人
間
に
と
っ
て
最
も
必
要
な
も
の
は
彼
等
の
創
造
物
の
う
ち
最
も
肆し

い意
的
な
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。
モ
ー
ロ
ワ
に
よ
る
と
、
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
そ
の
青
年
期
に
す
べ
て
を
白
紙
に
し
た
が
、
そ
の

成
熟
期
に
お
い
て
以
前
遠
ざ
け
ら
れ
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
再
建
し
た
、
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
絶
対
的
真
理
と

し
て
で
は
な
く
ど
こ
ま
で
も
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
再
建
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
ヴ
ァ
レ
リ
イ

の
態
度
は
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
超
越
的
真
理
で
あ
る
か
の
よ
う
に
尊
重
す
る
ブ
ー
ル
ジ
ェ
と
も
、
ま
た
コ
ン

ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
対
し
て
敵
対
的
な
、
不
信
的
な
態
度
を
持
す
る
ジ
ー
ド
と
も
違
っ
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に

思
わ
れ
る
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
思
想
は
、
あ
の
ホ
ッ
ブ
ス
な
ど
の
社
会
契
約
説
に
比
し
て
、
或
い
は
現
代

に
お
け
る
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
の「
ア
ル
ス
・
オ
ッ
プ
」（【A

ls O
b

】か
の
よ
う
に
）の
哲
学
即
ち
擬
制
の
説
に
比
し
て
、
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広
く
ま
た
深
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
比
較
し
て
考
察
す
る
こ
と
も
興
味
の

あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
ず
そ
の
よ
う
な
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
の
思
想
は
ホ
ッ
ブ
ス
流
の
合
理
主
義
或
い
は
フ
ァ

イ
ヒ
ン
ゲ
ル
流
の
実
用
主
義
の
基
礎
の
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
ち
ろ
ん
も
し
人
間
が
た
だ
本
能
的
で
あ

っ
て
知
性
を
有
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
作
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
主
知
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
本
能
か
ら
解
放
さ
れ
、
知
性
の
自
由
を
得
る
こ
と
に
よ

っ
て
初
め
て
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
に
知
的
産
物
で
な
く
て
、
そ
の

底
に
は
つ
ね
に
パ
ト
ス
的
意
識
が
あ
り
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
を
支
え
て
い
る
。
そ
れ
は
知
性
の
自
由
な
産
物
で
あ

る
に
し
て
も
、
そ
れ
が
ま
さ
に
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
し
て
妥
当
す
る
の
は
パ
ト
ス
的
意
識
と
結
び
附
く
か
ら
で

あ
る
。
知
性
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
っ
た
如
く
実
用
主
義
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
ま
こ
と
に

実
用
性
を
有
す
る
に
し
て
も
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
モ
ー
ロ
ワ
の
語
を
借
り
る
と
「
ア
ン
シ
ャ
ン
ト
マ
ン
」

（
魔
術
）
で
あ
る
。「
文
明
の
最
も
堅
固
な
支
持
物
、
そ
れ
は
ア
ン
シ
ャ
ン
ト
マ
ン
の
建
物
で
あ
る
。」
コ
ン
ヴ
ェ

ン
シ
ョ
ン
を
支
え
て
い
る
パ
ト
ス
的
意
識
は
或
る
神
話
的
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
神

話
（
ミ
ト
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
根
源
的
な
意
味
に
お
け
る
神
話
的
意
味
を
含
ん
で

い
る
。
人
と
人
と
の
結
合
の
根
柢
は
パ
ト
ス
的
結
合
で
あ
る
が
、
か
よ
う
な
パ
ト
ス
的
意
識
は
神
話
的
意
識
と
し
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歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

て
外
に
お
い
て
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
を
作
る
の
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
る
社
会
は
ア
ン
シ
ャ
ン
ト
マ
ン
の
建
物
で
あ

る
。」
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
な
し
に
社
会
は
存
立
し
得
な
い
。
そ
し
て
か
よ
う
に
し
て
社
会
的
意
識
が
或
る
神
話

的
意
識
を
含
む
と
同
様
に
、
神
話
的
意
識
は
歴
史
的
意
識
と
い
う
も
の
の
重
要
な
要
素
を
な
し
て
い
る
。

二

歴
史
は
時
と
共
に
流
れ
る
。
そ
こ
で
は
何
物
も
も
と
の
ま
ま
に
止
ま
ら
な
い
。
一
切
は
変
化
し
、
時
の
錆
は
深

く
喰
い
入
っ
て
い
る
。
万
物
は
流
れ
る
と
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
は
い
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
事
物
の
流
転
の
意
識
が

歴
史
の
意
識
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
切
が
た
だ
流
れ
去
る
も
の
、
単
に
生
成
し
推
移
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

何
物
も
留
ま
る
も
の
か
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
過
去
の
も
の
が
現
在
に
伝

わ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
れ
ば
こ
そ
歴
史
は
あ
る
。
伝
統
は
歴
史
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
歴
史
は
昔
か
ら
今
に
伝

わ
る
。
伝
統
の
意
識
は
歴
史
的
意
識
の
一
面
を
な
し
、
歴
史
家
は
伝
統
主
義
者
乃
至
保
守
主
義
者
に
な
り
易
い
傾

向
を
も
っ
て
い
る
。
伝
統
と
い
う
と
時
間
に
よ
っ
て
神
聖
に
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
根
柢
に

な
に
か
神
話
的
意
識
が
な
い
な
ら
ば
伝
統
は
そ
の
固
有
の
意
義
を
有
し
難
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
歴
史
的

意
識
は
先
ず
伝
統
の
意
識
と
し
て
神
話
的
意
識
を
含
ん
で
い
る
。
伝
統
と
い
う
も
の
の
多
く
は
も
と
コ
ン
ヴ
ェ
ン
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シ
ョ
ン
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
に
は
つ
ね
に
時
間
と
歴
史
の
意
識
が
結
び
附
い
て
い
る
。
伝
統
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ

ン
と
し
て
人
間
の
自
由
な
生
産
物
で
あ
る
。
し
か
る
に
あ
の
浪
漫
主
義
の
有
機
体
説
的
歴
史
観
に
お
い
て
見
ら
れ

る
如
く
、
歴
史
的
意
識
は
伝
統
の
意
識
と
し
て
、
伝
統
的
な
も
の
を
何
等
か
自
然
的
な
も
の
、
一
民
族
の
う
ち
に

お
け
る
自
然
生
的
な
も
の
と
看
做
し
、
ま
さ
に
か
よ
う
に
自
然
生
的
な
も
の
で
あ
る
故
に
価
値
を
有
す
る
か
の
よ

う
に
考
え
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
歴
史
的
意
識
は
伝
統
を
い
わ
ば
単
に
伝
統
と
し
て
で
な
く
む
し
ろ
コ

ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
も
し
く
は
約
束
と
し
て
、
或
い
は
何
等
か
自
然
的
な
も
の
と
し
て
で
な
く
却
っ
て
人
間
の
生
産

物
と
し
て
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
れ
を
そ
の
起
原
と
変
化
と
に
お
い
て
明
ら
か
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
こ
と
は
お
の
ず
か
ら
批
判
的
意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
批
判
は
こ
の
場
合
任
意
の
規
準
を

持
ち
出
し
て
量
る
こ
と
で
な
く
、
事
物
を
そ
の
起
原
と
変
化
と
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
や
が
て
そ
の
限

界
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
り
、
批
判
的
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
は
伝
統
の
意

識
で
あ
る
と
共
に
批
判
の
精
神
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
神
話
的
意
識
に
対
し
て
破
壊
的
に
は
た

ら
く
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
歴
史
的
意
識
は
神
話
を
建
て
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
神
話
を
毀
す
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
伝
統
の
意
識
が
伝
統
を
何
等
か
自
然
的
な
も
の
と
見
る
こ
と
も
、
理
由
の
な
い

こ
と
で
は
な
い
。
伝
統
の
意
識
は
本
来
主
体
的
に
規
定
さ
れ
た
パ
ト
ス
的
意
識
で
あ
り
、
そ
し
て
主
体
は
根
源
的
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歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

に
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
い
な
、
固
有
の
意
味
で
伝
統
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
人
間
の
生
産

物
の
う
ち
知
性
に
も
と
づ
く
よ
り
も
む
し
ろ
主
と
し
て
パ
ト
ス
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。

尤
も
あ
ら
ゆ
る
伝
統
的
な
も
の
が
す
ぐ
れ
た
意
味
で
歴
史
的
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
家

に
し
て
も
過
去
か
ら
伝
わ
る
無
数
の
事
実
の
う
ち
語
る
に
足
り
記
す
に
足
り
る
も
の
を
選
択
す
る
。
民
衆
に
と
っ

て
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
す
べ
て
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
す
ぐ
れ
た
意
味
で
歴
史

的
と
考
え
ら
れ
る
の
は
大
い
な
る
伝
統
で
あ
る
。
民
衆
の
間
で
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
生
き
て
い
る
の
は
、
英
雄

と
か
偉
人
と
か
、何
か
偉
大
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
歴
史
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
ミ
ュ
ト
ス
化（
神

話
化
）
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
伝
統
と
神
話
的
意
識
と
の
結
合
は
こ
こ
に
お
い
て
更
に
高

昇
す
る
。
一
般
に
伝
統
と
い
わ
れ
る
も
の
に
お
い
て
顕
で
な
い
ミ
ュ
ト
ス
化
は
こ
の
場
合
顕
に
な
る
。
か
よ
う
に

し
て
「
伝
統
」
は
特
に
「
伝
説
」
と
な
る
。
伝
説
は
歴
史
的
伝
承
の
最
も
生
命
的
な
形
態
で
あ
る
。
一
般
の
伝
統

に
お
い
て
は
そ
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
の
妥
当
性
を
支
え
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
神
話
的
意
識
は
、
伝
説
に
お
い
て
は
こ

の
も
の
の
構
造
に
ま
で
作
用
す
る
。
ロ
ゴ
ス
の
組
織
作
用
に
対
し
て
パ
ト
ス
の
根
本
的
な
作
用
は
結
晶
作
用
で
あ

る
。
伝
説
は
こ
の
結
晶
作
用
を
通
じ
て
形
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
歴
史
は
英
雄
の
歴
史
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
を

容
易
に
や
め
る
も
の
で
は
な
い
。
科
学
的
な
歴
史
家
は
も
と
よ
り
そ
こ
に
止
ま
る
こ
と
な
く
、
英
雄
と
共
に
大
衆
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を
、
傑
作
と
共
に
凡
庸
の
作
品
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
大
衆
の
動
き
を
認
識
し
な
け
れ
ば
英
雄
の
活
動
の

意
義
も
把
握
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
凡
庸
の
作
品
を
研
究
し
な
け
れ
ば
傑
作
が
社
会
的
に
如
何
に
準
備
さ
れ
、

如
何
に
影
響
し
た
か
を
知
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
歴
史
家
に
し
て
も
神
話
的

意
識
を
全
く
脱
し
得
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
文
学
史
の
研
究
に
お
い
て
傑
作
が
中
心
を
な
す
と
い

う
こ
と
は
種
々
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
に
し
て
も
歴
史
家
は
一
々
の
作
品
を
す
べ
て
自
分
で

批
評
し
た
後
は
じ
め
て
、
ど
れ
が
傑
作
で
あ
る
か
を
定
め
る
と
は
信
じ
ら
れ
ず
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
、
そ
れ

故
に
神
話
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
が
過
去
の
歴
史
に
つ

い
て
も
、
そ
れ
が
社
会
的
に
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
秩
序
を
与
え
て
い
る
。
過
去
の
歴
史
の
う
ち
に
秩

序
を
建
て
る
も
の
も
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

も
と
よ
り
伝
統
も
ま
た
変
化
し
、
一
定
の
期
間
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
も
す
た
れ
て
、
そ
の
後
に
は
伝
わ
ら
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
し
か
る
に
他
方
、
従
来
忘
却
の
海
の
中
に
沈
ん
で
い
た
も
の
或
い
は
殆
ど
顧
み
ら
れ

な
か
っ
た
も
の
が
新
し
い
力
を
も
っ
て
再
生
す
る
の
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
再
生
或
い
は
復
興
と
い
う
こ
と
は

歴
史
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
方
面
を
な
し
て
い
る
。
ひ
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
に
お
け
る
あ
の
華
か
な
一
時
期
を

ル
ネ
サ
ン
ス
と
呼
ん
で
い
る
が
、
そ
の
と
き
久
し
い
間
彼
等
の
墓
の
中
で
眠
っ
て
い
た
ロ
ー
マ
人
や
ギ
リ
シ
ア
人
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歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

は
喚
び
醒
さ
れ
た
。
生
き
た
歴
史
の
発
展
が
要
求
す
る
に
従
っ
て
、
死
ん
で
い
た
歴
史
は
再
び
蘇
り
、
過
去
の
歴

史
は
現
在
と
な
る
。
復
興
と
い
う
こ
と
は
単
に
あ
の
文
芸
復
興
期
を
特
徴
附
け
る
に
止
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
歴
史

の
本
質
的
な
一
面
で
あ
る
。
も
し
ル
ネ
サ
ン
ス
即
ち
再
生
或
い
は
復
興
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
歴

史
と
い
う
も
の
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
次
か
ら
次
へ
生
起
す
る
事
象
が
た
だ
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
い
、何
物
も
若
返
り
、

再
生
す
る
こ
と
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
も
と
歴
史
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
歴
史
的
意
識
の
う
ち
に
は
復

興
の
意
識
が
含
ま
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
復
興
の
端
初
は
現
在
に
あ
る
。
復
興
と
は
単
に
繰
り
返
す
こ
と
で
は
な
い
。
繰
り
返
す
と
い
う
と
き
、

端
初
は
過
去
に
あ
る
。
ひ
と
は
昔
か
ら
今
へ
と
繰
り
返
す
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
復
興
と
は
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と

で
あ
る
。
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
と
き
、
端
緒
は
自
分
の
手
元
に
、
従
っ
て
現
在
に
あ
る
。
普
通
に
歴
史
は
昔
に

始
ま
り
今
に
至
る
と
い
わ
れ
、
従
っ
て
歴
史
の
端
初
は
過
去
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
生
き

た
歴
史
の
端
初
は
却
っ
て
現
在
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
手
繰
り
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
歴

史
も
生
き
た
も
の
に
な
る
。
さ
き
ほ
ど
我
が
国
で
い
わ
れ
た
ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
に
し
て
も
、
現
在
の
歴
史
を
端
緒
と

し
て
マ
ル
ク
ス
を
手
繰
り
寄
せ
、こ
れ
を
通
じ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
を
手
繰
り
寄
せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
現
代
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
研
究
の
興
起
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
哲
学
復
興
の
刺
戟
に
俟
ち
、
人
々
は
カ
ン
ト
を
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通
じ
て
プ
ラ
ト
ン
を
手
繰
り
寄
せ
た
の
で
あ
る
。
今
日
ま
た
我
が
国
で
は
文
芸
復
興
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
る
と

共
に
種
々
の
古
典
の
復
興
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
に
も
同
様
の
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
歴

史
的
意
識
は
単
に
過
去
の
意
識
で
な
く
、
根
源
的
に
現
在
の
意
識
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
こ
と
は
歴

史
が
教
訓
と
考
え
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
東
洋
で
は
歴
史
は
「
か
が
み
」
と
呼
ば
れ

て
き
た
。
過
去
の
歴
史
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
単
に
そ
れ
を
繰
り
返
す
こ
と
で
な
く
、
手
繰
り
寄
せ
る
こ
と
で

あ
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

三

か
よ
う
に
し
て
歴
史
的
な
も
の
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
で
な
く
、
今
な
お
生
き
、
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
。
歴
史

は
現
在
の
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。そ
し
て
神
話
的
意
識
は
あ
た
か
も
現
在
の
意
識
か
ら
生
れ
る
。我
々

は
神
話
的
意
識
の
根
源
を
パ
ト
ス
的
意
識
の
う
ち
に
見
出
す
。
こ
れ
に
対
す
る
ロ
ゴ
ス
的
意
識
は
対
象
的
な
意
識

で
あ
り
、
そ
の
対
象
性
は
「
既
に
」
と
い
う
性
格
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
対
象
と
は
、
我
々
が
何
を
始
め

る
に
せ
よ
、
つ
ね
に
既
に
そ
こ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
現
に
」
と
い

う
こ
と
は
「
既
に
」
と
い
う
意
味
を
離
れ
ず
、
従
っ
て
或
る
過
去
性
を
も
っ
て
い
る
。
パ
ト
ス
的
意
識
が
真
の
現
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歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識

在
の
意
識
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
的
な
も
の
で
な
く
て
主
体
的
な
も
の
の
意
識
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
が
さ
ま

ざ
ま
に
神
話
的
意
識
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
が
そ
の
底
に
お
い
て
あ
る
場
所
が
現
在
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
学
者
は
し
ば
し
ば
ロ
ゴ
ス
と
ミ
ュ
ト
ス
と
い
う
語
を
対
立
さ
せ
て
用
い
て
い
る
が
、

そ
の
場
合
ロ
ゴ
ス
は
理
性
的
な
も
の
、
ミ
ュ
ト
ス
は
歴
史
的
な
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
伝
わ
る
と
い
う
方
面
、
そ
れ
故
に
過
去
か
ら
流
れ
る
時
間
を
考
え
な
け
れ
ば
、
歴
史
は
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
上
に
述
べ
た
如
く
歴
史
に
は
ま
た
手
繰
り
寄
せ
る
と
い
う
方
面
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
前
の
場
合
に
は
現
在
は
過
去
か
ら
の
歴
史
の
終
で
あ
る
。
後
の
意
味
に
お
い
て
は
現
在
は
歴
史
の
始
で

あ
る
。
従
っ
て
歴
史
の
始
と
終
と
は
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
ア
ル
ク
マ
イ
オ
ン
の
い
っ
た
如
く
、「
そ

の
始
を
終
と
結
び
附
け
る
」
も
の
と
し
て
、
歴
史
は
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
。
後
の
意
味
に
お
け
る
時
間
は
、
前

の
場
合
の
よ
う
に
過
去
か
ら
未
来
へ
向
っ
て
流
れ
る
時
間
で
は
な
く
、
未
来
か
ら
流
れ
て
来
る
時
間
と
考
え
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
い
わ
ば
二
つ
の
方
向
の
時
間
の
相
接
す
る
と
こ
ろ
が
歴
史
の
現
在
で
あ
る
。
む
し

ろ
真
の
現
在
は
か
よ
う
な
二
つ
の
時
間
を
包
む
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
在
は
永
遠
の
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
時
間
を
包
む
の
み
で
な
く
、
時
間
は
そ
れ
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
は
こ
こ
に
根

差
し
て
い
る
。
歴
史
的
な
も
の
に
つ
い
て
こ
そ
、“A

lles Vergängliche ist nur ein G
leichnis”	

と
い
い
得
る
で
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あ
ろ
う
。
時
間
そ
の
も
の
が
ミ
ュ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
り
、ミ
ュ
ト
ス
の
原
始
形
態
と
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

パ
ト
ス
的
な
も
の
は
主
体
的
な
も
の
で
あ
り
、
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
現
実
の
行
為
は
対
象
界
に
お

い
て
行
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
が
、
単
な
る
客
体
の
運
動
は
行
為
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
歴

史
的
行
為
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
、
従
っ
て
表
現
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
し
て
も
単
に

知
的
な
も
の
で
は
な
く
、
表
現
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
た
だ
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
有
用
性
に
囚
わ
れ
、
イ
ン
テ

レ
ス
ト
と
結
び
附
い
て
い
る
。
イ
ン
テ
レ
ス
ト
と
い
う
の
は
人
間
が
世
界
の
う
ち
に
あ
る	 interesse	

と
い
う
こ

と
の
存
在
的
・
存
在
論
的
規
定
で
あ
る
。
即
ち
イ
ン
テ
レ
ス
ト
に
も
と
づ
く
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
お
い
て
は
主

体
は
客
体
の
う
ち
に
縛
ら
れ
、
埋
れ
て
い
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
行
為
は
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
現
在

の
行
為
で
あ
っ
て
も
つ
ね
に
既
に
過
去
性
を
負
う
て
い
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
如
何
な
る
時
に
あ
る
に
し
て

も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
「
流
れ
た
時
間
」
の
う
ち
に
あ
る
。
真
の
現
在
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
先
立
つ
現
実
で

あ
る
。
我
々
は
如
何
に
し
て
こ
の
よ
う
な
現
実
に
達
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
に
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
、
プ
ル
ー

ス
ト
と
同
じ
よ
う
に
、
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
答
え
る
と
信
ず
る
、
と
モ
ー
ロ
ワ
は
い
っ
て
い
る
。
ま
こ

と
に
芸
術
上
の
創
作
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
人
間
的
創
造
は
あ
ら
ゆ
る
ミ
ュ
ト
ス
的
意

識
を
離
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
家
の
創
造
は
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
も
と
づ
く
と
い
わ
れ
る
が
、
イ
ン
ス
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ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
は
そ
れ
に
お
い
て
ミ
ュ
ト
ス
が
孕
ま
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ミ
ュ
ト
ス
的
意

識
は
主
体
的
な
意
識
で
あ
る
が
、
パ
ト
ス
が
ミ
ュ
ト
ス
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
主
体
的
な
も
の
の
客
体
的
な
も

の
へ
の
堪
え
難
い
欲
求
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
欲
求
の
現
れ
と
し
て
ミ
ュ
ト
ス
は
表
現
的
な
も
の
の
根

源
形
態
で
あ
る
。
そ
の
協
力
な
し
に
は
芸
術
作
品
は
な
い
と
い
わ
れ
る
デ
モ
ン
と
は
か
よ
う
に
ミ
ュ
ト
ス
的
に
な

っ
た
パ
ト
ス
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
と
よ
り
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
だ
け
で
芸
術
が
出
来
な
い
の
は
、
趣
味
だ
け

で
芸
術
が
出
来
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
芸
術
家
は
何
よ
り
も
作
る
者
で
あ
り
、
作
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
証

す
る
者
で
あ
る
。
作
る
た
め
に
は
物
体
的
な
も
の
、
た
と
え
ば
詩
に
お
い
て
は
語
を
操
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
、
し
か
る
に
物
体
的
な
材
料
は
そ
れ
自
身
の
固
有
の
力
を
も
っ
て
い
る
。
ひ
と
は
感
情
に
よ
っ
て
詩
を
作
る
の

で
な
く
、
語
に
よ
っ
て
詩
を
作
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
、
詩
人
は
職
人
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自

覚
的
な
、
方
法
的
な
職
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
力
説
し
て
い
る
。「
詩
は
知
性
の
祝
祭
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。」
と
は
ヴ
ァ
レ
リ
イ
の
よ
く
知
ら
れ
た
言
葉
で
あ
る
。
職
人
気
質
な
し
に
は
詩
的
天
才
も
な
い
。
し
か
し
芸

術
家
と
職
人
と
の
間
に
は
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
。
職
人
は
彼
の
頭
の
中
に
予
め
存
在
す
る
イ
デ
ー
に
従
っ
て
仕

事
を
す
る
、
従
っ
て
彼
の
製
作
は
対
象
的
製
作
で
あ
る
。
し
か
る
に
芸
術
家
の
仕
事
は
、
純
粋
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ

ど
、
無
か
ら
の
創
造
で
あ
る
。
彼
の
イ
デ
ー
は
作
る
こ
と
の
う
ち
に
お
い
て
生
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。「
あ
ら
ゆ
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る
思
想
の
端
に
は
溜
息
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
如
く
、イ
デ
ー
は
こ
の
場
合
パ
ト
ス
に
活
か
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
詩
そ
の
他
の
芸
術
に
お
い
て
深
く
隠
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
存
在
す
る
。
い
な
、
あ
ら

ゆ
る
歴
史
的
行
為
は
ミ
ュ
ト
ス
か
ら
始
ま
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
行
為
の
主
体
と
い
う
も

の
が
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
の
意
味
を
含
む
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
間
の
行
為
は
、
ど
れ
ほ
ど
内
的
に
考
え

る
に
し
て
も
、
つ
ね
に
身
体
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
人
間
の
行
為
の
根
本
的
な
受
動
性
を
意
味
す
る
も

の
で
あ
る
。
身
体
は
も
と
よ
り
単
に
受
動
的
で
な
い
に
し
て
も
、
受
動
性
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
離
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
人
間
の
行
為
に
は
そ
の
原
理
が
自
分
の
う
ち
に
あ
る
と
共
に
自
分
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ

る
。
歴
史
は
我
々
の
作
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
我
々
に
と
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
そ
の
運
動
の
原
理
を
自
分
の
う
ち
に
有
す
る
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
っ
た
意
味
で
の
自
然
、
即
ち
植

物
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
植
物
の
生
長
の
過
程
と
人
間
の
行
為
と
が
異
な
る
の
は
、
人

間
の
行
為
に
と
っ
て
そ
の
原
理
は
自
分
の
う
ち
に
あ
る
と
共
に
ま
た
自
分
の
う
ち
に
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る

た
め
で
あ
る
。
創
造
的
な
ミ
ュ
ト
ス
も
パ
ッ
シ
オ
即
ち
か
よ
う
な
根
源
的
な
受
動
性
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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一

ペ
ト
ラ
ル
カ
は
「
最
初
の
近
代
的
人
間
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
我
々
は
彼
に
お
い
て
、
中
世
的
人
間
と
は
異
な

っ
た
、
新
し
い
人
間
の
タ
イ
プ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
知
的
情
熱
は
古
代
人
の
著
作
に
向
う
。

彼
は
そ
れ
を
到
る
処
に
求
め
た
。
彼
は
古
代
人
の
間
に
生
き
、
彼
等
を
愛
し
、
彼
等
を
理
解
し
よ
う
と
欲
し
た
。

こ
の
人
文
主
義
者
は
自
己
の
生
の
価
値
に
つ
い
て
近
代
的
な
感
情
を
有
し
た
。
彼
は
わ
が
名
の
不
朽
を
望
み
、
彼

の
仕
事
の
目
標
が
名
誉
で
あ
る
こ
と
を
、
率
直
に
述
べ
て
い
る
。
彼
は
自
己
自
身
に
つ
い
て
、
自
己
の
身
体
的
特

徴
、
自
己
の
知
的
性
質
、
自
己
の
才
能
に
つ
い
て
語
る
。「
ひ
と
は
各
々
そ
の
容
貌
、
身
振
、
声
、
言
葉
に
、
何

か
個
人
的
な
特
殊
な
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
変
更
す
る
よ
り
も
、
こ
れ
を
育
成
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
る

ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
は
ま
た
必
要
で
善
い
考
で
あ
る
。」
か
よ
う
な
自
己
意
識
に
も
と
づ
い
た
、
自
己
の
多
面

的
な
教
養
が
努
力
さ
れ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
そ
の
多
方
面
の
才
能
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
特
徴
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的
な
、
か
の
「
普
遍
的
人
間
」
の
タ
イ
プ
を
現
し
て
い
る
。

尤
も
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
な
お
過
渡
的
人
間
と
し
て
、
種
々
の
点
で
中
世
的
な
も
の
か
ら
脱
し
て
い
な
い
。
彼
の
生

の
感
情
は
な
お
、
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
っ
て
発
達
さ
せ
ら
れ
た
諸
々
の
モ
ー
テ
ィ
ブ
【m

otive=m
otif

】
に
規
定
さ

れ
て
い
た
。
然
し
な
が
ら
こ
の
生
、
こ
の
人
間
の
解
釈
の
仕
方
に
お
い
て
、
彼
は
既
に
新
し
い
人
間
で
あ
り
、
近

代
的
な
「
生
の
哲
学
者
」
に
属
し
て
い
る
。
こ
こ
に
生
の
哲
学
と
云
わ
れ
る
の
は
、そ
の
優
越
な
意
味
に
お
い
て
、

即
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
が
そ
れ
を
規
定
し
た
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
れ
ば
、
生
の
哲
学
の

根
本
的
志
向
は
、「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
、
こ
の
よ
う
に
生
を
生

そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
中
世
的
人
間
に
は
存
し
得
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
中
世
的
人
間
に
と

っ
て
は
生
も
死
も
或
る
他
の
も
の
の
う
ち
に
そ
の
意
味
を
有
す
る
。
病
も
悩
み
も
そ
れ
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
得
る

よ
う
な
も
の
で
な
い
。
彼
が
自
分
に
つ
い
て
知
る
こ
と
、
彼
の
自
己
認
識
は
、
人
類
の
超
越
的
に
定
め
ら
れ
た
運

命
の
直
観
に
お
い
て
初
め
て
、
そ
の
真
の
意
味
を
得
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
彼
の
生
は
人
間
の
普
遍
的
本
質
、
ア

ダ
ム
と
の
関
聯
に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
の
生
と
死
は
、
彼
の
生
、
彼
の
死
で
な
い
、

そ
れ
は
自
分
固
有
の
も
の
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
者
の
一
の
生
、
一
の
死
で
あ
り
、
人
間
が
共
通
の
運
命
に
よ
っ
て

結
合
さ
れ
た
共
同
体
の
一
員
と
し
て
感
ず
る
と
き
に
の
み
、
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
中
世
的
人
間
に
と
っ
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て
は
、
自
己
の
認
識
は
、
自
己
の
運
命
を
ア
ダ
ム
の
子
孫
た
る
人
類
の
普
遍
的
運
命
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
意
味

し
た
。
然
る
に
新
し
い
人
間
は
、
自
己
の
生
を
直
接
に
捉
え
、
自
己
の
体
験
を
、
神
及
び
人
類
と
い
う
超
越
的
な

も
の
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
自
身
に
関
係
さ
せ
る
。
生
は
生
そ
の
も
の
か
ら
内
在
的
に
解
釈
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
人
間
と
し
て
人
間
に
向
っ
て
、
そ
れ
が
私
の
感
じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
、
私
、
ペ
ト
ラ
ル

カ
が
、
体
験
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
、
と
語
る
。
人
間
は
純
粋
に
体
験
的
に
自
分
に
関
係
す
る
。
凡
て
は
、「
私
の

体
験
」と
い
う
形
式
に
は
い
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
に
お
い
て
は
な
お
キ
リ
ス
ト
教
的
な
生
の
モ
ー
テ
ィ
ブ
が
存
し
た
。

彼
は
自
己
の
心
が
病
め
る
こ
と
を
知
る
、
し
か
も
彼
は
、
彼
の
こ
の
病
気
の
う
ち
に
留
ま
り
、
彼
の
こ
の
悩
み
の

う
ち
に
自
己
を
深
め
る
。
彼
は
飽
く
ま
で
生
の
経
験
の
内
部
に
留
ま
ろ
う
と
し
た
。
心
の
悩
み
そ
の
も
の
が
か
く

し
て
新
し
い
、
そ
れ
自
身
の
独
立
の
意
味
を
得
る
。
い
な
、
彼
は
こ
の
病
気
か
ら
の
治
癒
、
内
的
な
不
安
、
悩
み

と
喜
び
と
の
限
り
な
き
変
化
か
ら
の
休
憩
を
求
め
な
い
の
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
彼
に
と
っ
て
は
、
か
く
の
如

き
恢
復
の
意
志
そ
の
も
の
が
ま
た
、
自
己
の
体
験
統
一
を
越
え
た
、
超
生
命
的
な
力
と
し
て
干
渉
す
る
も
の
で
な

く
、却
っ
て
悩
み
と
喜
び
と
の
こ
の
体
験
聯
関
に
お
け
る
一
要
素
と
し
て
経
験
さ
れ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
ま
た「
運

命
」
の
暗
い
力
を
感
ず
る
。
然
し
彼
の
心
は
そ
れ
か
ら
超
越
的
な
摂
理
の
思
想
に
出
て
ゆ
く
の
で
な
く
、
却
っ
て

そ
れ
の
直
接
的
な
生
の
意
味
の
体
験
の
う
ち
に
留
ま
る
。
凡
て
に
拘
ら
ず
、
生
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
意
味
的
で
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あ
る
。
生
は
、
生
以
外
の
も
の
に
関
係
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
も
の
で

な
く
、
そ
れ
自
身
意
味
的
な
も
の
と
し
て
、
自
己
表
現
に
達
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
は
か
か

る
生
の
自
己
体
験
を
表
現
す
る
た
め
に
、
特
に
ロ
ー
マ
的
ギ
リ
シ
ア
的
哲
学
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
的
世
界
観
の
内

部
で
も
一
定
の
教
理
的
前
提
な
し
に
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
な
諸
概
念
を
取
っ
て
来
て
、
到
る
処
に
適
用
し
た
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
し
い
人
間
は
個
人
の
自
己
意
識
、
自
己
感
情
を
も
っ
て
生
れ
た
。

詩
人
は
、
私
は
悩
み
、
私
は
愛
す
る
、
と
語
る
。
か
か
る
自
己
感
情
か
ら
主
観
性
の
詩
、
新
し
い
抒
情
詩
が
現
れ

た
。
抒
情
詩
的
な
流
が
先
ず
新
し
い
時
代
に
お
い
て
特
殊
な
価
値
領
域
を
形
作
っ
て
い
る
。
ま
た
個
人
の
自
己
意

識
か
ら
数
多
く
の
自
叙
伝
的
作
物
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。『
新
生
』
の
作
者
ダ
ン
テ
は
そ
れ
ら
の
意
味
で

既
に
新
し
い
時
代
に
属
し
て
い
た
と
云
わ
れ
よ
う
。
自
己
の
個
性
的
な
も
の
に
対
す
る
関
心
は
お
の
ず
か
ら
他
の

人
間
に
お
い
て
見
ら
れ
る
特
性
的
な
も
の
に
対
す
る
興
味
と
結
び
付
く
。
人
文
主
義
者
に
と
っ
て
は
人
間
的
な
も

の
の
何
物
も
無
関
心
な
も
の
で
な
い
。
人
間
の
感
情
、
気
質
、
性
格
等
の
、
生
き
生
き
と
し
た
、
特
性
的
表
現
を

含
む
種
々
な
る
文
学
が
出
現
し
た
。
そ
し
て
イ
タ
リ
ア
で
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
と
共
に
キ
ケ
ロ
や
セ
ネ
カ
の
意
味
に

お
け
る
道
徳
哲
学
的
論
文
の
流
行
が
始
ま
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
生
の
哲
学
の
発
展
に
と
っ
て
ボ
ッ
カ
チ
オ
の
如

き
も
重
要
な
役
割
を
有
し
た
。
新
た
に
現
実
的
な
感
覚
を
も
っ
て
、
人
間
、
そ
の
心
的
生
活
の
生
理
的
制
約
、
諸
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激
情
の
力
、
諸
気
質
、
個
人
の
性
格
の
相
違
等
が
研
究
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
実
際
生
活
上
の
諸
帰
結
が
導
き
出
さ
れ

る
。
そ
の
場
合
古
代
の
著
作
家
た
ち
は
絶
え
ず
引
用
さ
れ
た
。
そ
し
て
単
に
ス
ト
ア
の
み
で
な
く
、
中
世
に
お
い

て
は
異
教
的
不
信
仰
の
典
型
の
如
く
見
做
さ
れ
て
い
た
エ
ピ
ク
ロ
ス
ま
で
が
復
活
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
既
に
ポ

ヂ
オ
は
ス
ト
ア
の
厳
格
と
エ
ピ
ク
ロ
ス
主
義
と
の
中
間
の
道
を
歩
も
う
と
し
た
。
ロ
レ
ン
ツ
ォ
・
ヴ
ァ
ラ
は
更
に

徹
底
し
て
い
る
。
彼
の
『
快
楽
に
つ
い
て
』
と
い
う
対
話
は
、
全
く
キ
ケ
ロ
の
ス
タ
イ
ル
で
書
か
れ
て
い
る
、
彼

は
ス
ト
ア
や
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
に
つ
い
て
の
進
歩
し
た
文
献
学
的
知
識
を
も
っ
て
、最
高
の
善
に
つ
い
て
論
じ
た
。

そ
し
て
彼
は
人
生
の
最
高
の
善
が
快
楽
に
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
が
、
そ
の
快
楽
は
単
に
精
神
的
快
楽
の
み

を
い
う
の
で
な
く
、
実
に
ま
た
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
肉
体
的
快
楽
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
我
々
は
人
間
の
諸
々
の
情
念
（
パ
ッ
シ
ョ
ン
）
の
新
し
い
評
価
が
始
ま
っ
た
の
を
見
出
す
。
中
世

の
現
世
否
定
と
は
反
対
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
を
特
徴
付
け
た
の
は
生
の
肯
定
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
特

に
諸
情
念
の
積
極
的
評
価
と
な
っ
て
現
れ
た
。
諸
情
念
も
ま
た
人
間
的
「
自
然
」
と
い
う
意
味
で
認
め
ら
れ
、
そ

の
積
極
性
が
肯
定
さ
れ
る
。
超
越
的
な
諸
観
念
を
排
し
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
い
う
生
の
内
在
的

解
釈
は
、
人
間
を
人
間
的
自
然
か
ら
理
解
し
よ
う
と
い
う
生
の
自
然
解
釈
と
な
っ
て
来
る
。
か
く
て
最
初
の
、
生

の
体
験
的
主
観
的
な
、
自
己
反
省
的
な
立
場
は
、
人
間
の
歴
史
的
社
会
的
な
、
客
観
的
な
観
察
に
移
る
こ
と
が
可



三
四
二

能
に
さ
れ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
人
間
の
自
己
解
剖
の
文
学
の
先
駆
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
後
の

立
場
の
代
表
的
人
物
と
云
わ
れ
得
よ
う
。
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
古
代
の
歴
史
家
ポ
リ
ビ
オ
ス
を
愛
読
し
、
彼
の
時
代

の
社
会
に
対
し
て
鋭
い
観
察
を
な
し
た
。
彼
は
同
時
代
の
人
文
主
義
者
の
多
く
の
よ
う
に
完
全
な
異
教
徒
で
あ
っ

た
。彼
は
キ
リ
ス
ト
教
の
意
識
的
な
反
対
者
で
あ
り
、キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
鋭
利
な
歴
史
的
批
判
を
加
え
た
。「
キ

リ
ス
ト
教
は
我
々
を
し
て
世
間
の
名
誉
を
軽
く
評
価
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
を
温
順
柔
和
な
ら
し
め
る
。
然

る
に
古
代
人
は
こ
の
名
誉
を
最
高
の
善
と
考
え
、
そ
の
た
め
に
彼
等
の
行
為
と
彼
等
の
犠
牲
と
に
お
い
て
大
胆
で

あ
っ
た
。
の
み
な
ら
ず
古
代
の
宗
教
は
、
軍
隊
の
統
帥
者
や
国
家
の
支
配
者
の
如
き
、
世
間
的
栄
誉
に
充
ち
た
人

間
の
み
が
幸
福
で
あ
る
と
し
た
。
我
々
の
宗
教
は
行
動
的
人
間
よ
り
も
謙
遜
な
、観
照
的
な
人
間
を
輝
か
し
め
る
。

そ
れ
は
最
高
の
善
を
謙
遜
、
下
賤
、
地
上
的
な
も
の
の
軽
蔑
に
お
き
、
古
代
の
宗
教
は
こ
れ
を
精
神
の
偉
大
、
身

体
の
強
力
、
そ
の
他
凡
て
人
間
を
勇
気
あ
ら
し
め
る
に
適
し
た
も
の
に
お
い
た
。
我
々
の
宗
教
は
強
者
が
勇
気
あ

る
行
為
を
為
す
よ
り
も
苦
悩
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
か
よ
う
に
し
て
世
界
は
悪
人
ど
も
の
獲
物
と
な
っ
た
、
人

間
は
、
天
国
に
入
ら
ん
が
た
め
に
、
彼
等
に
復
讐
す
る
よ
り
も
彼
等
の
虐
待
に
堪
え
忍
ぶ
こ
と
を
考
え
て
い
る
が

故
に
、
彼
等
は
確
実
に
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
宗
教
を
、
内
面
的
な
生
に
対
す

る
意
味
に
従
っ
て
で
な
く
、
た
だ
そ
れ
の
国
家
、
並
び
に
国
家
の
必
要
と
す
る
道
徳
に
対
す
る
作
用
に
従
っ
て
評
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価
し
た
。
宗
教
は
何
等
超
自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
案
出
し
た
も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
彼
は
道
徳
も
国

家
か
ら
与
え
ら
れ
る
と
考
え
た
。
道
徳
も
政
治
も
仮
借
す
る
こ
と
な
く
世
俗
化
さ
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
社
会
は

諸
情
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
、
然
し
諸
情
念
は
計
算
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
な
ぜ
な
ら
人
間
的
自
然
は
つ
ね

に
同
一
で
あ
る
か
ら
。
人
間
性
（
人
間
的
自
然
）
の
同
一
性
と
い
う
こ
と
は
彼
の
根
本
思
想
で
あ
っ
た
。「
如
何

に
な
る
か
を
予
見
す
る
た
め
に
は
、
如
何
に
あ
っ
た
か
を
考
察
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蓋
し
世
界
の
大
舞
台
に
お
い
て

行
動
す
る
人
物
、
人
間
は
、
つ
ね
に
同
一
の
諸
情
念
を
有
す
る
、
従
っ
て
同
一
の
原
因
は
つ
ね
に
同
一
の
結
果
を

生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。」
こ
の
根
本
思
想
の
上
に
政
治
的
科
学
の
可
能
性
は
基
礎
付
け
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
そ
こ
で

歴
史
を
利
用
す
る
こ
と
も
、
将
来
を
予
言
す
る
こ
と
も
可
能
に
さ
れ
て
い
る
。
ポ
リ
ビ
オ
ス
に
お
い
て
見
ら
れ
る

歴
史
の
「
プ
ラ
グ
マ
チ
ッ
ク
な
」
解
釈
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
よ
っ
て
繰
り
返
さ
れ
た
。
道
徳
、
法
律
及
び
宗
教
の

原
理
は
、
幸
福
へ
の
関
心
か
ら
人
間
の
共
同
生
活
に
お
け
る
諸
情
念
の
活
動
機
構
を
計
算
す
る
知
性
の
う
ち
に
あ

る
。
人
間
の
本
性
の
核
心
を
な
す
の
は
諸
衝
動
、
諸
情
念
で
あ
る
。
国
家
を
支
配
せ
ん
と
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
の

自
然
的
諸
力
を
よ
く
計
算
し
て
、
或
る
情
念
を
、
他
の
よ
り
強
い
情
念
を
惹
き
起
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
抑
圧
す
る

よ
う
に
心
掛
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

人
間
的
自
然
の
同
一
性
の
思
想
は
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
学
説
の
基
礎
で
あ
っ
た
。
然
し
な
が
ら
彼
の
関
心
は
体
系
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家
で
あ
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
却
っ
て
体
系
的
演
繹
的
思
惟
に
対
し
て
嫌
悪
を
抱
い
て
い
た
。
彼
の
新
し

い
見
方
は
政
治
的
に
行
動
す
る
人
間
の
実
務
の
中
で
発
達
さ
せ
ら
れ
た
も
の
に
基
づ
い
て
い
る
。
彼
の
見
出
し
た

の
は
実
際
的
悟
性
の
「
実
務
の
論
理
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
と
歴
史
の
材
料
に
つ
い
て
の
観
察
、
帰
納
、
比
較
、

一
般
化
の
う
ち
に
あ
る
。
彼
は
現
実
的
な
観
察
者
と
し
て
、
人
間
性
の
同
一
に
基
づ
く
生
の
出
来
事
の
或
る
規
則

性
に
も
拘
ら
ず
、
そ
こ
に
な
お
一
般
的
に
計
り
得
ぬ
も
の
、
合
理
的
に
捉
え
難
き
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
見
た
。

運
命
の
偶
然
、
不
思
議
に
つ
い
て
の
意
識
は
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
人
生
観
の
背
景
を
な
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
人

間
は
運
命
に
対
し
て
全
く
無
力
な
の
で
は
な
い
。
人
間
は
彼
に
供
せ
ら
れ
た
歴
史
的
情
況
が
如
何
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
の
政
治
家
は
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
位
相
を
認
識
し
、
機
会
に
応
じ
て
行
動

す
る
勇
気
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
彼
の
成
功
は
、
彼
の
行
動
が
幸
運
と
一
致
し
た
場
合
に
達
せ
ら
れ
得
る
。
幸
運

は
我
々
の
行
為
の
半
分
を
支
配
す
る
が
、
他
の
半
分
を
我
々
自
身
に
委
す
、
と
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
は
述
べ
た
。
彼
の

実
際
家
的
立
場
に
と
っ
て
は
、「
運
命
」
も
い
わ
ゆ
る
「
運
」
の
よ
し
あ
し
と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
間
は
、
生
の
一
切
の
無
規
則
的
な
も
の
、
予
期
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
、
予
見
さ
れ
な
か
っ
た

も
の
の
う
ち
に
、「
運
命
」（
フ
ォ
ル
ト
ゥ
ナ
）
の
力
を
見
た
。
ボ
ッ
カ
チ
オ
に
と
っ
て
は
、
運
命
は
一
方
で
は
人

間
の
不
幸
を
醸
す
暗
い
力
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
他
方
、人
生
の
出
来
事
を
そ
の
豊
富
な
多
様
性
に
お
い
て
現
し
、
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か
く
し
て
そ
れ
に
芸
術
的
に
絶
え
ず
新
た
な
刺
戟
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、
運
命
は
、
そ
れ
を
超

越
的
な
も
の
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
人
間
的
生
そ
の
も
の
か
ら
、
こ
の
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
見
る

な
ら
ば
、
生
の
不
思
議
な
変
化
、
多
様
性
を
現
し
、
こ
れ
の
記
述
に
対
し
て
尽
し
得
ぬ
材
料
を
提
供
す
る
。
各
人

は
彼
の
特
殊
な
生
を
有
し
、
い
ず
れ
も
皆
語
る
べ
き
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
か
か
る
意
識
に
基
づ
い
た
、
ペ
ト
ラ

ル
カ
を
先
駆
と
す
る
人
間
の
自
己
解
剖
の
文
学
の
最
も
勝
れ
た
も
の
を
、
我
々
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
』
に

見
出
す
で
あ
ろ
う
。
彼
の
書
物
は
、
キ
ケ
ロ
、
セ
ネ
カ
、
特
に
彼
の
愛
好
し
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
、
そ
の
他
の
、
古

代
著
作
家
た
ち
に
よ
っ
て
飽
和
し
て
い
る
。
彼
は
形
而
上
学
者
や
神
学
者
の
説
く
超
越
的
な
も
の
、
超
自
然
的
な

も
の
に
対
し
て
適
度
な
懐
疑
を
向
け
る
。「
私
に
何
が
分
っ
て
い
よ
う
。」
と
彼
は
云
う
。
彼
に
と
っ
て
は
人
間
は

ひ
と
つ
の
自
然
で
あ
り
、
自
然
以
下
の
も
の
で
も
、
自
然
以
上
の
も
の
で
も
な
い
。
然
し
こ
の
こ
と
は
、
彼
に
と

っ
て
、
人
間
を
対
象
的
に
観
察
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
彼
は
人
間
を
自
己
の
生
の
体
験
に
お
け
る

意
味
に
従
っ
て
理
解
す
る
。「
私
が
描
く
の
は
自
己
で
あ
る
。
…
…
私
自
身
が
私
の
書
物
の
材
料
で
あ
る
。」「
世

間
の
人
は
対
い
合
っ
て
見
る
。
私
は
、
私
の
眼
を
内
部
に
向
け
る
。
…
…
各
人
は
自
分
の
前
を
見
る
。
私
は
、
私

の
内
部
を
見
る
。」
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
描
く
の
は
対
象
的
に
見
ら
れ
た
人
間
で
は
な
く
て
、
人
間
の
内
的
自
然
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
間
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。「
た
し
か
に
、
人
間
は
、
不
思
議
に
虚
し
い
、
多
様
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な
、
そ
し
て
変
り
易
い
も
の
で
あ
る
。」
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
い
て
い
る
。
人
間
的
自
然
は
不
安
定
で
、
多
義

的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
に
つ
い
て
の
固
定
し
た
、
絶
対
的
な
真
理
は
あ
り
得
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
然
る
に
そ

の
こ
と
こ
そ
、
ま
さ
に
、
我
々
を
絶
え
ず
我
々
の
探
求
に
刺
戟
す
る
も
の
で
あ
る
。
観
察
す
べ
き
新
し
い
事
実
は

絶
え
ず
豊
富
に
提
供
さ
れ
る
。
自
己
の
探
求
に
志
し
た
者
が
仕
事
に
不
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
彼
が
正
直

な
、
注
意
深
い
観
察
に
よ
っ
て
自
己
の
内
部
に
お
い
て
知
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
確
実

な
こ
と
で
あ
り
、
有
意
味
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
、
各
個
人
は
「
彼
の
形
式
」
を
も
っ
て
い

る
が
、
こ
の
彼
の
形
式
は
ま
た
「
人
間
的
状
態
の
全
体
の
形
式
」
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
達
し
て
い
る
。
人
間
の

徳
は
自
然
に
従
っ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
ス
ト
ア
の
倫
理
説
を
想
い
起
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
が
、
然
し
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
到
達
し
た
の
は
、
形
式
的
な
ス
ト
ア
主
義
と
は
遥
か
に
距
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
彼
の
到
達
し
た
倫
理
は
平
凡
な
人
間
の
、
囚
わ
れ
ず
、
荒
さ
れ
ず
、
強
い
ら
れ
ず
、
自
由
な
、
秩
序
あ
る

生
活
で
あ
っ
た
。

二

我
々
は
右
に
お
い
て
、
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
し
た
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
生
の
哲
学
の
二
三
の
代



三
四
七

新
し
い
人
間
の
哲
学

表
的
な
も
の
を
見
て
来
た
。
北
欧
の
人
文
主
義
者
エ
ラ
ス
ム
ス
も
ま
た
こ
の
傾
向
に
属
し
て
い
た
。
然
る
に
我
々

は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
か
か
る
生
の
哲
学
の
方
向
と
は
、
別
の
違
っ
た
方
向
の
哲
学
が
現
れ
て
い
る
の
に
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
後
の
方
向
は
こ
の
時
期
の
「
自
然
哲
学
」
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
生
の
哲
学
に
お
い

て
復
活
し
た
の
が
主
と
し
て
古
代
の
ス
ト
ア
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
等
の
哲
学
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
合
に

見
ら
れ
る
の
は
特
に
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
新
プ
ラ
ト
ン
学
派
の
如
き
古
代
の
体
系
的
哲
学
者
で
あ
っ

た
。
前
の
場
合
、
生
は
生
か
ら
理
解
さ
れ
る
。
後
の
場
合
に
お
い
て
は
、
人
間
は
世
界
も
し
く
は
宇
宙
か
ら
把
握

さ
れ
、
人
間
解
釈
は
宇
宙
論
的
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
前
提
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
人
間
の
自
己
意
識
で
あ
る
。
フ
ィ
チ
ノ
及
び
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド

ー
ラ
の
哲
学
は
も
と
も
と
、
人
間
の
自
己
価
値
の
体
験
に
よ
っ
て
滲
透
さ
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
人
間
の
固
有
価

値
を
世
界
か
ら
把
握
す
る
こ
と
、
彼
の
自
己
意
識
を
宇
宙
論
的
に
基
礎
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
宇
宙

の
凡
て
の
存
在
の
価
値
の
段
階
系
列
を
作
り
、そ
の
う
ち
に
人
間
の
位
置
を
指
定
す
る
と
す
る
。
そ
う
す
る
と
き
、

人
間
の
価
値
性
格
は
、
よ
り
上
位
の
も
の
と
よ
り
下
位
の
も
の
と
に
対
し
て
相
対
的
に
規
定
さ
れ
る
に
過
ぎ
ず
、

人
間
は
ま
た
世
界
存
在
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
チ
ノ
や
ピ
コ
に
は
か
く
の
如
き
価
値
規
定
が

不
満
足
に
感
ぜ
ら
れ
た
。
人
間
は
全
く
特
殊
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
単
に
こ
の
世
界
の
う
ち
に
あ
る
の
み
で
な
く
、
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却
っ
て
こ
の
世
界
に
対
し
て
立
っ
て
い
る
。
彼
は
単
純
に
こ
の
世
界
に
属
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
自
身
、

独
立
な
世
界
で
あ
る
。
人
間
は
客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
世
界
に
対
し
て
立
っ
て
そ
れ
を
観
照
す
る
主
観
で
あ
る
。

彼
は
世
界
の
う
ち
の
一
物
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
全
体
の
観
照
者
で
あ
る
。
か
か
る
特
殊
な
仕
方
で
人
間
は
凡
て

の
被
造
物
の
聯
関
の
外
部
に
、
そ
れ
に
対
し
て
、
立
っ
て
い
る
。
こ
の
点
で
人
間
は
神
と
価
値
類
似
を
有
し
、
彼

の
精
神
は
神
的
な
も
の
で
あ
る
。
彼
は
世
界
の
全
体
を
綜
合
的
に
観
照
す
る
者
と
し
て
普
遍
的
本
質
で
あ
る
。
固

よ
り
人
間
は
単
に
精
神
で
な
く
、
ま
た
身
体
で
あ
り
、
そ
の
限
り
彼
も
ま
た
自
然
に
属
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、

人
間
以
外
の
も
の
が
自
然
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
、一
定
の
素
質
を
た
だ
実
現
す
る
の
み
で
完
結
す
る
に
反
し
て
、

人
間
は
自
然
的
に
与
え
ら
れ
た
ま
ま
の
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
限
定
さ
れ
得
る
も
の
で
な
い
。
人
間
の
本
性

は
上
に
向
っ
て
の
絶
え
ざ
る
努
力
で
あ
る
。
彼
は
つ
ね
に
変
化
し
、
生
成
し
、
こ
の
世
界
の
う
ち
に
彼
に
と
っ
て

決
定
さ
れ
た
何
等
の
位
置
も
存
し
な
い
。
彼
は
絶
え
ず
世
界
の
上
に
拡
が
ろ
う
と
努
力
し
、
絶
え
ず
よ
り
高
い
も

の
を
希
求
す
る
。
か
く
の
如
き
努
力
、
か
く
の
如
き
希
求
の
う
ち
に
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
新
し
い
人
間
は
そ
の
自
己

肯
定
を
見
出
し
た
。
彼
の
自
己
意
識
は
彼
の
か
か
る
動
性
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
人
間
の
自
己
肯

定
は
世
界
の
否
定
に
存
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ
の
世
界
を
人
間
の
生
の
う
ち
へ
、
そ
の
動
的
契
機
と
し
て
、

凡
て
の
生
の
モ
ー
テ
ィ
ブ
と
し
て
引
き
入
れ
る
。
彼
の
生
の
観
念
は
此
岸
的
な
も
の
と
彼
岸
的
な
も
の
と
を
包
括
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す
る
。
彼
岸
的
な
も
の
は
、
人
間
が
努
力
す
る
方
向
に
お
い
て
、
既
に
此
岸
的
な
も
の
の
う
ち
に
あ
る
。
フ
ィ
チ

ノ
や
ピ
コ
・
デ
ラ
・
ミ
ラ
ン
ド
ー
ラ
は
人
間
の
動
的
態
度
の
最
高
の
表
現
を
エ
ロ
ス
に
お
い
て
見
出
し
た
。
凡
て

の
愛
は
自
己
を
越
え
て
ゆ
き
、
自
己
の
う
ち
に
低
き
も
の
か
ら
高
き
も
の
へ
の
過
程
、
高
昇
を
含
ん
で
い
る
。
こ

の
愛
に
お
い
て
人
間
は
此
岸
的
な
も
の
の
う
ち
に
彼
岸
的
な
も
の
を
、
有
限
な
も
の
の
う
ち
に
無
限
な
も
の
を
体

験
す
る
。
彼
は
美
し
き
も
の
を
愛
す
る
、
そ
し
て
美
し
き
も
の
に
お
い
て
此
岸
的
な
も
の
は
彼
に
と
っ
て
彼
岸
的

な
も
の
の
象
徴
と
な
る
。
愛
は
限
り
な
き
希
求
で
あ
る
と
同
時
に
、
美
し
き
も
の
の
観
照
の
う
ち
に
留
ま
る
こ
と

で
あ
る
。
運
動
と
休
憩
、
観
照
と
憧
憬
、
満
足
と
努
力
と
は
こ
こ
に
お
い
て
統
一
を
見
出
す
。
か
か
る
愛
は
も
ち

ろ
ん
心
理
学
的
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
宇
宙
論
的
な
、
そ
し
て
ミ
ュ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
こ
こ
に

見
る
の
は
人
間
の
ミ
ュ
ト
ス
的
解
釈
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
宇
宙
論
的
解
釈
は
主
観
的
、
抒
情
詩
的
、
体
験
的
な

も
の
に
よ
っ
て
著
し
く
彩
ら
れ
て
い
る
の
を
特
色
と
し
て
い
る
。

然
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
憧
憬
の
価
値
意
識
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
諸
結
論
は
、
人
間
の
事
実
上
の
生
存
、
彼

の
現
実
的
な
存
在
の
仕
方
と
容
易
に
一
致
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
そ
の
こ
と
を
告
白
す
る
だ
け
の
力
と
成

熟
と
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
人
間
の
宇
宙
論
的
解
釈
が
ポ
ム
ポ
ナ
チ
に
お
い
て
既
に
客
観
的
に
な
り
つ
つ

あ
っ
た
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
人
間
の
事
実
性
、
そ
の
客
観
的
運
命
か
ら
出
発
す
る
。
ポ
ム
ポ
ナ
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チ
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
決
し
て
自
己
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
つ
ね
に
他
の
も
の
か
ら
理

解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
己
自
身
の
認
識
は
世
界
の
認
識
を
通
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
ポ
ム
ポ
ナ
チ
の
思
惟
は

対
象
的
な
も
の
に
向
け
ら
れ
る
。
対
象
的
な
も
の
か
ら
独
立
な
心
的
体
験
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
存
し
な
い
。
精

神
と
は
知
識
を
意
味
す
る
。
宇
宙
的
な
聯
関
に
お
い
て
、
他
の
も
の
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
人
間
に
は
何
が
属
し
、

何
が
属
し
な
い
か
、
彼
の
価
値
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
規
定
さ
れ
得
る
。
存
在
の
よ
り
高
い
も
の
と
よ
り

低
い
も
の
と
の
段
階
秩
序
が
あ
り
、
人
間
の
位
置
は
そ
の
中
で
決
定
的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
は
彼
が
実
際
に

あ
る
よ
り
多
く
の
も
の
で
も
少
な
い
も
の
で
も
あ
ろ
う
と
欲
す
べ
き
で
な
い
。
彼
が
希
求
し
、
願
望
す
る
も
の
が

決
定
的
な
こ
と
で
な
く
、
彼
が
事
実
上
あ
る
も
の
が
決
定
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
個
人
の
主
観
的
な
憧
憬
か
ら

人
間
を
理
解
す
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
が
人
類
と
し
て
有
す
る
類
的
な
、
客
観
的
な
規
定
の
分
析
が
重
要
で

あ
る
。
人
間
は
世
界
の
全
体
の
一
部
分
、
そ
の
中
の
個
別
的
な
一
類
を
現
し
、
そ
し
て
こ
の
類
の
内
部
に
お
い
て

個
人
は
ま
た
、
こ
の
全
体
の
一
員
と
し
て
個
別
的
存
在
で
あ
る
。
動
物
は
た
だ
個
別
的
な
も
の
に
お
い
て
個
別
的

な
も
の
を
知
覚
す
る
。
人
間
以
上
の
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
の
直
観
の
う
ち
に
生
き
る
。
人
間
は
恰
も
中
間
的
存

在
で
あ
っ
て
、
両
者
を
結
合
す
る
。
人
間
は
感
性
的
・
精
神
的
存
在
で
あ
っ
て
、
彼
は
た
だ
感
性
的
世
界
に
お
い

て
、
ま
た
つ
い
て
、
思
惟
す
る
こ
と
が
で
き
、
た
だ
個
別
的
な
も
の
か
ら
し
て
普
遍
的
な
も
の
に
達
す
る
こ
と
が



三
五
一

新
し
い
人
間
の
哲
学

で
き
る
。
人
間
的
精
神
は
そ
の
概
念
的
知
識
に
よ
っ
て
永
遠
な
も
の
に
あ
ず
か
り
は
す
る
が
、
然
し
純
粋
に
精
神

的
世
界
に
属
す
る
の
で
な
く
、
つ
ね
に
感
性
的
世
界
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
人
間
の
本
性
は
決

定
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
踏
み
越
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。

我
々
は
、
か
く
の
如
く
ポ
ム
ポ
ナ
チ
に
お
い
て
既
に
人
間
に
つ
い
て
の
客
観
的
な
認
識
の
方
向
が
開
か
れ
て

い
る
の
を
見
出
す
。
生
は
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
は
世
界
か
ら
理
解
さ
れ
、

そ
こ
で
は
個
人
の
体
験
に
お
い
て
顕
に
な
る
よ
う
な
生
が
問
題
に
さ
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
は
人
類
と

い
う
普
遍
的
本
質
に
お
い
て
、
問
題
に
さ
れ
る
。
か
く
の
如
き
客
観
的
方
向
に
お
い
て
、
人
間
を
認
識
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
人
間
を
自
然
の
聯
関
に
お
け
る
一
自
然
物
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

や
が
て
ス
ピ
ノ
ザ
が
云
う
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
人
間
は
自
然
の
う
ち
に
お
い
て
何
等
「
帝
国
の
う
ち
に
お
け
る

一
帝
国
」
を
な
す
も
の
で
な
い
。
人
間
に
つ
い
て
の
問
は
、
自
然
に
つ
い
て
の
一
般
的
科
学
か
ら
答
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
然
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
間
の
科
学
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
自
然
の
研
究
そ
の
も
の

が
全
く
新
し
い
方
法
の
基
礎
の
上
に
置
か
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。
か
か
る
業
績
は
ガ
リ
レ
オ
、
ケ
プ
ラ

ー
等
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
、
こ
こ
に
近
代
的
な
科
学
が
確
立
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
人
間
の
研
究
も
や
が
て

こ
の
新
し
い
自
然
科
学
的
方
法
に
従
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
既
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
の
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政
治
学
に
お
い
て
人
間
は
、
精
神
科
学
の
内
部
で
、
人
間
に
と
っ
て
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
客
観
的
に
与
え
ら

れ
た
人
間
を
如
何
に
処
理
す
る
か
、
彼
等
を
如
何
に
御
し
、
如
何
に
支
配
し
得
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
。
政
治

家
は
い
わ
ば
主
体
と
し
て
、
客
体
と
し
て
現
れ
る
他
の
諸
人
間
に
対
す
る
。
こ
の
と
き
問
題
は
、
人
間
を
、
彼

が
自
己
自
身
を
体
験
す
る
通
り
に
捉
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
を
支
配
の
対
象
と
す
る
者
に
対
し
て
与
え
ら
れ

る
通
り
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
近
代
的
な
自
然
科
学
も
ま
た
、同
様
に
、自
然
を
観
照
す
る
態
度
か
ら
で
な
く
、

却
っ
て
自
然
を
支
配
し
制
御
せ
ん
と
す
る
技
術
的
問
題
と
結
び
付
い
て
生
れ
た
。
こ
の
自
然
科
学
の
方
法
が
や

が
て
人
間
の
研
究
に
適
用
さ
れ
、
既
に
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
に
見
ら
れ
た
が
如
き
、
人
間
的
自
然
の
研
究
の
基
礎
の

上
に
精
神
科
学
を
打
ち
建
て
る
様
々
な
企
て
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
わ
ゆ

る
精
神
科
学
の
自
然
的
諸
体
系
の
構
成
が
始
ま
る
。

生
は
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
か
。
人
間
は
世
界
（
自
然
）
か
ら
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
。
そ
れ
ら

二
つ
の
人
間
解
釈
の
立
場
の
う
ち
、
い
ず
れ
が
正
し
い
か
。
そ
れ
と
も
そ
の
い
ず
れ
も
不
完
全
で
あ
る
か
。
両
者

が
共
に
一
面
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
統
一
は
一
般
に
、
ま
た
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
。
問
題
は
い
ま
な

お
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
。
然
し
ま
た
人
間
解
釈
の
い
ま
ひ
と
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
云
う
ま
で
も
な
く

人
間
を
神
と
の
関
係
か
ら
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
解
釈
の
こ
の
方
向
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
は
背
後
に
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新
し
い
人
間
の
哲
学

退
い
た
に
し
て
も
、
ほ
ど
な
く
踵
を
接
し
て
神
の
新
た
な
る
体
験
に
よ
っ
て
宗
教
改
革
の
運
動
の
う
ち
に
現
れ
て

来
た
。
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ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想	

	
	

【1935.4

】

一

ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想
と
の
関
係
は
測
り
難
く
深
い
。
彼
の
哲
学
は
普
通
に
体
系
と
い
わ
れ
る
も
の
で
な
い
だ

け
、
そ
の
影
響
の
及
ぶ
と
こ
ろ
も
広
い
の
で
あ
る
。
直
接
に
彼
の
影
響
の
も
と
に
立
っ
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て

も
、
現
代
思
想
の
多
く
は
何
等
か
の
ニ
ー
チ
ェ
的
要
素
を
含
み
、
ニ
ー
チ
ェ
と
或
る
内
的
な
親
縁
を
示
し
て
い
る
。

彼
以
後
に
現
れ
た
種
々
の
哲
学
が
こ
の
転
換
期
に
際
し
歴
史
の
波
に
攫さ
ら

わ
れ
て
影
を
没
し
て
ゆ
く
と
き
、
モ
ダ
ー

ニ
テ
ィ
を
嫌
悪
し
た
彼
の
哲
学
は
最
も
「
現
代
的
な
」
哲
学
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
代
批
評
家
で
あ

っ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
伝
統
主
義
者
で
同
時
に
予
言
者
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
孤
独
な
、
心
理
の
複
雑
な
、
新
し
い
姿
の

予
言
者
的
哲
学
者
の
現
代
に
対
す
る
関
係
は
多
面
的
で
あ
る
。

一
般
の
哲
学
史
の
解
釈
に
よ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
は
「
生
の
哲
学
」
の
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
た
し
か
に

彼
は
生
の
哲
学
者
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ジ
ン
メ
ル
の
先
駆
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
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の
風
潮
に
制
約
さ
れ
て
、
カ
ン
ト
派
的
傾
向
を
有
し
た
ジ
ン
メ
ル
が
、
ま
た
カ
ン
ト
的
問
題
設
定
か
ら
脱
し
得
な

か
っ
た
デ
ィ
ル
タ
イ
で
す
ら
が
、
今
で
は
や
や
時
代
お
く
れ
の
感
が
あ
る
の
に
対
し
、
ニ
ー
チ
ェ
は
不
思
議
に
も

今
な
お
全
く
現
代
的
で
あ
る
。
彼
は
、
生
の
哲
学
の
最
近
の
発
展
と
も
見
ら
れ
、
そ
れ
自
身
の
新
し
い
傾
向
と
も

見
ら
れ
る
今
日
の
「
実
存
哲
学
」
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
る
。
か
く
て
ニ
ー
チ
ェ
と
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と

の
内
的
親
和
が
問
題
に
さ
れ
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
一
派
の
哲
学
に
対
す
る
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
を
指
摘
す
る
こ
と
も
困

難
で
は
な
い
。
更
に
ク
ラ
ー
ゲ
ス
な
ど
に
及
ぼ
し
た
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
に
は
顕
著
な
も
の
が
あ
り
、
ま
た
ひ
と
は

ニ
ー
チ
ェ
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
の
間
に
類
似
を
見
出
し
て
い
る
。
今
日
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
地
位
を
有
す

る
フ
ラ
ン
ス
の
唯
一
の
哲
学
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
実
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
地
位
を
獲
得
す
る
に
至
っ

た
ド
イ
ツ
の
最
後
の
思
想
家
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
は
単
に
哲
学
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
い
な
い
。
そ

の
影
響
が
た
だ
哲
学
の
内
部
に
限
ら
れ
る
よ
う
な
哲
学
者
は
真
の
哲
学
者
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ー
チ

ェ
は
言
葉
の
天
才
で
あ
っ
た
。
現
代
文
学
は
彼
の
思
想
か
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
彼
の
言
葉
か
ら
も
大
き
な
影
響
を
受

け
た
。
彼
の
新
し
い
言
葉
の
影
響
を
離
れ
て
、
現
代
ド
イ
ツ
の
抒
情
詩
や
散
文
は
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

と
り
わ
け
ニ
ー
チ
ェ
と
明
瞭
な
関
係
を
有
す
る
と
い
わ
れ
る
の
は
、
現
代
ド
イ
ツ
文
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
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占
め
る
ゲ
オ
ル
ゲ
並
び
に
そ
の
一
派
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
影
響
は
遥
か
国
境
を
越
え
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
と
現

代
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
代
表
者
の
一
人
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
と
の
関
係
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
に
つ
い
て
語
る
者
は
、
同
じ
よ
う
に
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
を
見

逃
し
得
な
い
筈
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
最
大
の
心
理
学
者
と
し
て
尊
敬
し
た
。
こ
れ
ら
二

人
の
不
思
議
な
魅
力
を
有
す
る
人
物
が
相
互
に
い
か
に
深
く
接
近
し
て
い
る
か
は
、
シ
ェ
ス
ト
フ
な
ど
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
ま
た
現
代
社
会
思
想
に
対
し
て
も
様
々
の
影
響
を
与
え
、
種
々
の
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
一
例
を

挙
げ
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
と
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
理
論
家
ソ
レ
ル
と
の
関
係
で
あ
る
。
ソ
レ
ル
の
説
く
「
暴
力
」

は
ニ
ー
チ
ェ
の
い
う
「
権
力
意
志
」
の
一
つ
の
現
れ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
人
の
思
想
家
に
お
い
て
同
じ
ペ

シ
ミ
ズ
ム
の
本
能
が
認
め
ら
れ
る
。
彼
等
は
共
に
モ
ダ
ー
ニ
テ
ィ
に
対
し
て
嫌
悪
を
懐
い
て
い
た
。
彼
等
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
的
世
界
は
あ
ま
り
に
老
い
、
原
始
的
エ
ナ
ー
ジ
ー
を
失
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
し
て
彼
等
は
、
ニ
ー
チ

ェ
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
称
す
る
も
の
、
ソ
レ
ル
が
ヴ
ィ
コ
の
用
語
に
従
っ
て
「
更
新
」
と
呼
ぶ

も
の
を
実
現
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。か
く
の
如
く
ニ
ー
チ
ェ
は
革
命
思
想
に
根
拠
を
与
え
る
よ
う
に
見
え
る
一
方
、

ま
た
保
守
主
義
や
伝
統
主
義
に
味
方
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
を
も
っ
て
い
る
。「
ド
イ
ツ
文
化
の
将
来
は



三
五
七

ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想

プ
ロ
イ
セ
ン
の
士
官
の
子
た
ち
に
か
か
っ
て
い
る
」
と
書
い
た
彼
は
軍
国
主
義
の
代
弁
者
と
も
考
え
ら
れ
た
し
、

人
間
は
「
掠
奪
獣
」
で
あ
る
と
い
っ
た
彼
は
帝
囲
主
義
の
擁
護
者
と
も
考
え
ら
れ
た
し
、
そ
し
て
「
国
民
的
緊
着

（
そ
れ
は
単
純
化
し
集
中
化
す
る
）」
を
称
揚
し
た
彼
は
、
最
近
の
ナ
チ
ス
国
家
に
と
っ
て
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
で

あ
り
得
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
て
い
る
。

既
に
見
ら
れ
る
如
く
、
ニ
ー
チ
ェ
は
従
来
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
、
か
く
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
に
影
響
し
て
き

た
。
彼
の
自
然
主
義
、
実
証
主
義
乃
至
生
物
学
主
義
が
語
ら
れ
る
と
共
に
、
彼
の
浪
漫
主
義
、
彼
の
理
想
主
義
す

ら
が
論
じ
ら
れ
た
。
極
端
な
伝
統
破
壊
者
と
見
ら
れ
る
一
方
、
貴
族
主
義
的
な
伝
統
主
義
者
と
見
ら
れ
た
。
最
悪

の
無
神
論
者
と
し
て
罵
ら
れ
る
彼
は
、
他
方
熱
烈
に
神
を
求
め
た
ド
イ
ツ
最
後
の
哲
学
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

生
の
徹
底
的
な
肯
定
者
、
生
の
歓
喜
の
讃
美
者
と
考
え
ら
れ
る
彼
は
、
ま
た
不
安
の
哲
学
者
、
底
知
れ
ぬ
ペ
シ
ミ

ス
ト
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ニ
ー
チ
ェ
は
種
々
の
解
釈
を
容
れ
得
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
け

れ
ど
も
そ
れ
は
決
し
て
彼
の
思
想
や
言
葉
が
曖
昧
な
た
め
で
は
な
い
。
嘗
て
曖
昧
な
思
想
家
で
偉
大
で
あ
っ
た
者

は
一
人
も
存
し
な
い
。
し
か
し
ま
た
偉
大
な
思
想
家
で
、
た
だ
一
通
り
の
解
釈
し
か
あ
り
得
な
い
ほ
ど
明
白
な
者

も
一
人
も
存
し
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
は
も
と
よ
り
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
種
々
相
反
す
る
思

想
を
単
な
る
「
逆
説
」
と
の
み
看
做
し
て
放
置
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
相
反
す
る
も
の
の
出
発
点
と
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統
一
点
が
何
処
に
存
す
る
か
を
探
究
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。ニ
ー
チ
ェ
の
本
質
を
掴
み
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

種
々
の
解
釈
の
う
ち
い
ず
れ
が
根
本
的
で
、
い
ず
れ
が
表
面
的
で
あ
る
か
を
批
判
し
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
れ
は
あ
ま
り
に
屡
々
悪
用
さ
れ
て
い
る
ニ
ー
チ
ェ
を
正
当
に
防
衛
す
る
た
め
に
我
々
の
行
使
し
得
る
権
利
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
は
、
彼
が
現
代
思
想
に
対
し
て
有
す
る
広
い
影
響
、
現
代
の
精
神
的
運
命
そ
の
も
の
に
対
し
て
有

す
る
深
い
意
義
の
故
に
、
我
々
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
義
務
で
も
あ
る
。

二

テ
ー
ヌ
【H

ippolyte Taine, 1828-93
】
が
歴
史
理
解
の
基
礎
と
考
え
た
も
の
に
「
頭
主
的
能
力
」（
フ
ァ
キ
ュ
ル
テ
・

メ
ー
ト
レ
ス
【faculté m

aîtresse

】）
と
い
う
重
要
な
概
念
が
あ
る
。
テ
ー
ヌ
は
、
例
え
ば
ロ
ー
マ
の
歴
史
家
リ
ヴ
ィ

ウ
ス
に
つ
い
て
、
彼
の
頭
主
的
能
力
は
「
雄
弁
家
」
た
る
こ
と
に
存
す
る
と
見
て
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
彼
の
諸
活

動
を
解
釈
し
た
。
テ
ー
ヌ
の
頭
主
的
能
力
の
思
想
は
ニ
ー
チ
ェ
の
如
き
人
物
を
理
解
す
る
に
あ
た
っ
て
特
に
適
切

な
方
法
論
的
役
割
を
果
た
し
得
る
と
思
う
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
フ
ァ
キ
ュ
ル
テ
・
メ
ー
ト
レ
ス
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
私
は
こ
れ
を
「
フ
ィ
ロ
ロ
ー
グ
」（
文
献
学
者
）
た
る
こ
と
に
認
め
得
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
の

場
合
、
文
献
学
と
い
う
語
が
そ
の
本
質
的
な
深
さ
と
広
さ
と
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
は
言
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う
ま
で
も
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
哲
学
者
で
あ
り
、
ま
た
予
言
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
批
評
家
で
あ
り
、
ま
た
詩
人
で

あ
っ
た
。
し
か
し
彼
の
頭
主
的
能
力
に
従
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
文
献
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
諸
活
動
の
特
質
は
こ

こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

ニ
ー
チ
ェ
は
古
典
文
献
学
者
と
し
て
彼
の
経
歴
を
出
発
し
た
の
み
で
は
な
い
。
彼
は
全
生
涯
を
通
じ
て
古
代
ギ

リ
シ
ア
に
面
し
て
立
っ
て
い
た
。
と
り
わ
け
彼
の
遺
稿
は
、
告
白
や
腹
案
の
形
で
、
彼
が
如
何
に
文
献
学
と
戦
っ

た
か
、
文
献
学
者
た
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
如
何
に
重
大
な
良
心
の
問
題
で
あ
っ
た
か
、
古
代
人
の
文
化
価
値
が

彼
に
と
っ
て
如
何
に
最
大
の
生
命
問
題
で
あ
っ
た
か
を
示
し
て
い
る
。
誰
も
恐
ら
く
古
代
人
を
ニ
ー
チ
ェ
よ
り
も

高
く
考
え
た
者
は
な
い
。「
ギ
リ
シ
ア
人
は
確
か
に
ど
ん
な
に
高
く
評
価
さ
れ
て
も
高
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。」
と

彼
は
い
う
。
ギ
リ
シ
ア
人
は
「
世
界
史
の
唯
一
の
天
才
的
民
族
」
で
あ
り
、
更
に
「
一
民
族
に
お
い
て
健
康
と
呼

ば
る
べ
き
も
の
に
と
っ
て
最
高
の
権
威
」
で
あ
る
。
こ
の
の
ち
の
言
葉
は
す
で
に
ニ
ー
チ
ェ
の
新
し
い
ギ
リ
シ
ア

解
釈
を
暗
示
す
る
。
無
数
の
人
間
が
ギ
リ
シ
ア
研
究
に
従
事
し
て
い
る
、
け
れ
ど
「
ギ
リ
シ
ア
語
の
助
辞
論
は
生

の
意
味
と
何
の
か
か
わ
り
が
あ
る
か
」、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
訊
ね
る
。
彼
は
「
古
典
的
且
つ
模
範
的
」
と
い
わ
れ
る

ギ
リ
シ
ア
を
全
体
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
を
欲
し
た
。
し
か
も
決
し
て
い
わ
ゆ
る
古
典
主
義
者
の
如
く
に
で
は
な

い
。
む
し
ろ
彼
は
普
通
に
古
典
的
ギ
リ
シ
ア
の
開
花
と
見
ら
れ
る
も
の
に
お
い
て
既
に
デ
カ
ダ
ン
ス
の
傾
向
を
認
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め
た
。
彼
の
ギ
リ
シ
ア
解
釈
に
お
け
る
新
し
い
も
の
は
「
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
な
も
の
」
の
発
見
、
悲
劇
的
ギ
リ

シ
ア
も
し
く
は
ギ
リ
シ
ア
浪
漫
主
義
の
発
見
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は
一
時
期
を
劃
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
典
文
献

学
に
与
え
た
そ
の
直
接
乃
至
間
接
の
影
響
は
大
き
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
重
要
な
業
績
の
一
つ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
復

興
で
あ
っ
た
。
し
か
し
彼
が
復
興
し
よ
う
と
し
た
ギ
リ
シ
ア
は
、
従
来
古
典
的
な
も
の
と
し
て
歴
史
を
支
配
し
て

き
た
彫
刻
的
・
ア
ポ
ロ
的
ギ
リ
シ
ア
で
は
な
く
、音
楽
的
・
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
ギ
リ
シ
ア
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
は
古
代
の
復
興
で
あ
る
と
同
時
に
古
代
に
対
す
る
革
命
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
古
典
文
献

学
者
は
古
代
を
研
究
し
た
の
み
で
は
な
い
、
単
に
古
代
を
讃
美
し
た
の
み
で
は
な
い
、
彼
は
実
に
古
代
人
と
格
闘

し
た
の
で
あ
る
。
古
代
は
彼
に
と
っ
て
遣
物
や
記
念
碑
以
上
の
も
の
、
標
準
や
模
範
以
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

れ
は
彼
に
と
っ
て
単
な
る
対
象
で
な
く
、
味
方
と
敵
で
あ
り
、
単
な
る
「
物
」
で
な
く
、
彼
が
そ
れ
に
話
し
掛
け

ま
た
そ
れ
と
争
う
と
こ
ろ
の
「
汝
」
で
あ
っ
た
。
文
献
学
は
彼
に
と
っ
て
文
化
闘
争
で
あ
っ
た
。
こ
の
文
化
闘
争

は
今
日
な
お
全
く
現
実
的
な
意
義
を
有
し
、
ギ
リ
シ
ア
文
化
が
世
界
史
に
お
い
て
占
め
る
位
置
に
鑑
み
て
限
り
な

く
重
要
で
あ
る
。「
古
代
の
問
題
は
今
日
ニ
ー
チ
ェ
問
題
と
な
り
、ニ
ー
チ
ェ
問
題
は
古
代
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
」

と
カ
ー
ル
・
ヨ
エ
ル
が
い
っ
た
の
も
、
何
等
誇
張
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
全
ニ
ー
チ
ェ
問
題
は
文
献
学
者
ニ
ー
チ

ェ
の
問
題
に
集
ま
っ
て
来
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
の
根
本
思
想
の
如
何
に
多
く
の
も
の
が
、
全
く
独
自
の
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解
釈
を
加
え
ら
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ア
に
由
来
し
て
い
る
か
。
し
か
し
単
に
そ
れ
の
み
で
は
な
い
。
著
名
な
文
献
学

者
ベ
ッ
ク
は
、「
文
献
学
は
教
養
あ
る
民
族
の
根
本
衝
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
教
養
な
き
民
族
も
哲
学
す
る
こ
と

は
で
き
る
、
け
れ
ど
も
文
献
学
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。」
と
い
っ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
す
で
に
文
化
的
に
老

い
て
い
る
と
考
え
た
ニ
ー
チ
ェ
は
、
よ
し
あ
か
ら
さ
ま
に
語
ら
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
は

も
は
や
正
し
く
文
献
学
す
る
こ
と
が
哲
学
す
る
こ
と
の
唯
一
の
可
能
性
で
あ
る
と
、
ひ
そ
か
に
認
め
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
文
献
学
が
文
化
闘
争
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
懐
く
者
は
近
世
の

初
め
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
歴
史
を
顧
み
る
が
宜
い
。
中
世
的
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
対
す
る
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
ト
の
闘
争
に
お
い
て
、
聖
書
即
ち
神
の
言
葉
を
唯
一
の
権
威
と
す
る
立
場
に
お
い
て
、
文
献
学
は
一
の

文
化
闘
争
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
闘
争
と
結
び
附
い
て
文
献
学
も
そ
の
際
新
た
な
発
展
を
遂
げ
た
の
で
あ

る
。
文
献
学
の
批
評
的
精
神
は
ニ
ー
チ
ェ
の
う
ち
に
激
し
く
活
動
し
て
い
た
。
彼
は
書
い
て
い
る
。「
私
は
古
典

文
献
学
が
我
々
の
時
代
に
お
い
て
、
こ
の
時
代
に
時
代
は
ず
れ
的
に
―
―
即
ち
時
代
に
反
対
し
て
、
そ
し
て
そ
れ

に
よ
っ
て
時
代
に
対
し
て
且
つ
望
む
ら
く
は
来
る
べ
き
時
代
の
た
め
に
―
―
活
動
す
る
と
い
う
意
味
を
有
す
る
の

で
な
け
れ
ば
、
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
か
を
知
ら
な
い
。」
と
。
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文
献
学
者
に
ふ
さ
わ
し
く
ニ
ー
チ
ェ
は
つ
ね
に
系
譜
学
的
に
思
考
し
た
。「
あ
ら
ゆ
る
善
い
も
の
は
相
続
で
あ

る
、相
続
さ
れ
な
い
も
の
は
不
完
全
で
あ
る
。」と
彼
は
い
う
。「
私
の
矜
り
は
、私
が
血
統
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
。」

そ
し
て
彼
は
、
彼
の
代
々
の
先
祖
を
記
し
て
、
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
の
成
立
時
代
に
お
い
て
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ゲ
ー
テ
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
伝
統
主
義
は
か
よ
う
な
系

譜
学
的
思
考
と
つ
ら
な
る
。
彼
の
貴
族
主
義
も
か
よ
う
に
精
神
的
血
統
を
重
ん
じ
る
精
神
的
貴
族
主
義
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
彼
自
身
の
言
葉
に
よ
る
と
「
精
神
の
歴
史
に
お
け
る
貴
族
主
義
者
」
た
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
し

て
ニ
ー
チ
ェ
は
文
献
学
者
に
ふ
さ
わ
し
く
何
よ
り
も
端
初
を
重
要
視
し
た
。
彼
の
系
譜
学
的
思
考
は
端
初
へ
の
情

熱
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
。彼
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
の
端
初
で
あ
る
ギ
リ
シ
ア
を
熱
愛
し
た
の
み
で
は
な
く
、

ギ
リ
シ
ア
文
化
に
お
い
て
も
特
に
そ
の
端
初
を
尊
重
し
た
。「
私
に
は
絶
え
ず
よ
り
多
く
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た

ち
が
到
達
す
べ
き
生
活
の
仕
方
の
模
範
と
し
て
眼
に
浮
ん
で
来
る
。」
と
い
っ
た
と
き
、
彼
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前

の
哲
学
者
た
ち
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
い
わ
ゆ
る
「
悲
劇
的
時
代
」
の
哲
学
者
た
ち
が

哲
学
者
の
純
粋
な
タ
イ
プ
を
現
し
、
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
精
神
は
ペ
ル
シ
ア
戦
争
以
後
没
落
し
た
と
ニ
ー
チ
ェ
は
考

え
た
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
多
く
の
古
典
主
義
者
の
如
く
古
代
ギ
リ
シ
ア
を
そ
の
頂
点
に
お
い
て
見
る
の
で
な

く
、
そ
の
端
初
に
お
い
て
捉
え
た
の
で
あ
る
。
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か
く
の
如
き
端
初
へ
の
情
熱
は
言
う
ま
で
も
な
く
根
源
的
な
も
の
、
原
始
的
生
命
に
溢
れ
る
も
の
、
純
粋
な
も

の
に
対
す
る
情
熱
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
ほ
ど
生
に
つ
い
て
熱
情
を
も
っ
て
語
っ
た
者
は
な
い
。
し
か
も
彼
の
い
う

生
ほ
ど
様
々
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
も
の
も
な
い
。
彼
の
生
哲
学
は
し
ば
し
ば
生
物
学
主
義
と
評
せ
ら
れ
る
が
、
こ

れ
は
我
々
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
間
違
っ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
皮
相
の
見
解
に
過
ぎ
な
い
。
な
る
ほ
ど
彼
は
或
る

時
期
に
は
生
物
学
や
進
化
論
の
影
響
を
受
け
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
は
む
し
ろ
偶
然
的
も
し
く
は
表
面
的
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
彼
の
思
考
の
仕
方
は
す
ぐ
れ
て
文
献
学
的
で
あ
り
、
従
っ
て
歴
史
的
で
あ
っ
て
、
単
に
生
物
学
的

自
然
科
学
的
で
は
な
い
。
そ
の
生
の
概
念
も
単
な
る
自
然
概
念
で
な
く
、
却
っ
て
或
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の

と
し
て
、
歴
史
的
自
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
現
代
に
お
い
て
多
数
の
歴
史
家
に
特
に
深
い
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
の
も
理
由
の
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ニ
ー
チ
ェ
は
文
献
学
者
に
ふ
さ
わ
し
く
何
よ
り
も
純
粋
な

も
の
を
求
め
た
。
こ
れ
が
彼
の
思
想
に
一
種
の
禁
欲
主
義
的
色
彩
を
さ
え
与
え
て
い
る
。「
純
粋
性
」（
エ
ヒ
ト
ハ

イ
ト
）
の
概
念
は
文
献
学
的
概
念
で
あ
り
、ま
た
一
般
に
歴
史
に
と
っ
て
甚
だ
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

言
語
は
も
と
よ
り
、
す
べ
て
歴
史
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
表
現
的
な
も
の
に
お
け
る
規
準

は
純
粋
性
で
あ
る
。「
真
理
」の
概
念
は
こ
こ
で
は
よ
り
適
切
な「
純
粋
性
」の
概
念
を
も
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
。

蓋
し
真
理
は
普
通
、
物
に
つ
い
て
で
な
く
、
物
に
つ
い
て
の
我
々
の
観
念
（
判
断
）
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
が
、
表
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現
的
な
も
の
に
お
い
て
は
そ
の
物
自
体
の
真
が
問
題
で
あ
り
、
ま
た
真
理
は
物
と
観
念
と
の
一
致
と
考
え
ら
れ
る

が
、
表
現
的
な
も
の
は
元
来
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
こ
こ
で
は
物
と
観
念
と
の
一
致
は
問
題
に
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
が
真
理
と
い
う
言
葉
を
用
い
た
場
合
の
多
く
に
お
い
て
、
我
々
は
純
粋
と
い
う
言
葉
を

置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
そ
の
よ
う
に
絶
え
ず
表
現
的
な
も
の
を
問
題
に
し
た
の
で
あ
り
、
生
も
根
本

的
に
表
現
的
な
も
の
、
従
っ
て
創
造
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
い
う
生
は
自
然
科
学
的
意
味
に
お
け
る

自
然
で
な
く
、
む
し
ろ
自
然
は
彼
に
お
い
て
創
造
的
な
も
の
と
し
て
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
意
味
を
も
っ
て
い
た
。

歴
史
的
な
も
の
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
グ
ン
ド
ル
フ
な
ど
の
思
想
は
ニ
ー
チ
ェ
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

文
献
学
者
ニ
ー
チ
ェ
は
既
に
述
べ
た
通
り
系
譜
と
祖
先
を
重
ん
じ
た
。
し
か
し
ひ
と
は
彼
が
尋
常
の
伝
統
主
義

者
で
あ
っ
た
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
は
い
う
、「
過
去
の
格
言
は
つ
ね
に
神
託
で
あ
る
、
た
だ
未
来
の
建
築
師
、

現
在
の
認
識
者
と
し
て
の
み
、
汝
等
は
そ
れ
を
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。」「
た
だ
現
在
の
最
高
の
力
か
ら
し
て
の
み

汝
等
は
過
去
を
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。」「
た
だ
未
来
を
築
く
者
の
み
が
過
去
を
裁
く
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
知
る

べ
き
で
あ
る
。」
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
過
去
を
理
解
す
る
こ
と
は
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈

す
る
こ
と
は
そ
れ
を
審
判
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
の
立
場
は
現
在
で
あ
り
、
ま
た
未
来
で
あ
る
。
し
か
し
ニ
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ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想

ー
チ
ェ
は
文
献
学
者
で
あ
っ
た
。「
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
人
類
の
い
か
な
る
過
去
を
も
失
う
こ
と
を
欲
せ
ず
、
す

べ
て
の
も
の
を
坩
堝
に
投
げ
込
も
う
と
欲
す
る
。」ま
た
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
は「
新
し
い
精
神
に
古
い
犠
牲
を
捧
げ
、

古
い
魂
を
新
し
い
肉
体
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
よ
う
」
と
欲
す
る
の
で
あ
る
。
創
造
的
な
も
の
を
求
め
、
虚
無
か
ら

の
創
造
を
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
も
、
な
お
彼
の
文
献
学
者
的
本
能
に
お
い
て
、
い
か
な
る
過
去
を

も
失
う
こ
と
を
欲
せ
ず
、
新
し
い
精
神
に
対
し
て
古
い
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
を
思
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
創
造

に
は
忘
却
が
必
要
で
あ
る
と
説
い
た
彼
は
、
忘
却
さ
れ
て
い
る
過
去
を
も
記
憶
に
喚
び
起
す
の
を
仕
事
と
す
る
文

献
学
者
で
あ
っ
た
。
過
去
が
未
来
の
た
め
に
手
段
と
し
て
自
由
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
過
去
の
姿
が
毀
さ
れ

て
し
ま
い
は
し
な
い
か
と
本
能
的
に
恐
れ
る
文
献
学
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
に
ニ
ー
チ
ェ
の
魂
の

悲
劇
の
一
つ
の
原
因
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
文
献
学
者
た
る
こ
と
を
や
め
る
べ
く
迫
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
感
じ
る
に
応
じ
て
、
彼
の
文
献
学
者
的
本
能
は
活
溌
に
動
い
た
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
か
く
の
如
き

悲
劇
は
、
そ
の
根
本
的
な
意
味
に
お
い
て
、
今
日
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
悲
劇
で
あ
る
と
い
い
得
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

現
代
哲
学
に
多
少
と
も
通
じ
て
い
る
者
は
、
文
献
学
が
も
は
や
単
に
言
語
に
関
す
る
学
で
な
く
、
哲
学
の
方
法

一
般
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
哲
学
が
文
献
学
に
適
用
さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
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一
層
重
要
な
こ
と
は
、
文
献
学
が
哲
学
に
適
用
さ
れ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
解
釈
学
的
哲
学
と

呼
ば
れ
る
も
の
は
文
献
学
を
哲
学
の
方
法
に
高
め
た
。
即
ち
文
献
学
は
言
語
の
解
釈
か
ら
進
ん
で
生
と
存
在
そ
の

も
の
の
解
釈
の
方
法
に
ま
で
拡
げ
ら
れ
た
。文
献
学
の
か
く
の
如
き
拡
張
を
行
っ
た
先
駆
者
は
ニ
ー
チ
ェ
で
あ
る
。

解
釈
学
的
方
法
の
根
本
命
題
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
よ
っ
て
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
」
と
い
う
風
に
定
式

化
さ
れ
た
が
、
ニ
ー
チ
ェ
は
夙
に
文
献
学
が
「
生
の
光
学
の
も
と
に
」
物
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
主
張
し

た
。
認
識
は
た
だ
何
で
の
み
あ
り
得
る
か
と
い
う
問
に
答
え
て
、
そ
れ
は
「
解
釈
」
で
あ
っ
て
「
説
明
」
で
は
な

い
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
認
識
は
解
釈
、
生
に
対
す
る
意
味
の
解
釈
で
あ
る
。
彼
は
芸
術
、
道
徳
、
宗

教
、
科
学
等
を
生
の
根
源
か
ら
、
生
に
お
け
る
意
味
に
従
っ
て
解
釈
し
た
。
文
献
学
者
ニ
ー
チ
ェ
は
「
世
界
の
解

釈
」
を
企
て
る
に
至
っ
た
。
彼
が
知
性
や
論
理
や
概
念
を
衝
動
の
記
号
と
し
て
理
解
し
た
と
い
う
こ
と
も
、
単
に

自
然
科
学
的
生
物
学
的
見
方
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
彼
の
特
殊
な
解
釈
学
的
要
求
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
道
徳
、

宗
教
等
の
諸
観
念
を
生
の
地
盤
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
ニ
ー
チ
ェ
は
今
日
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
と
い
わ
れ

る
も
の
を
彼
自
身
の
仕
方
で
先
取
し
て
い
る
。
身
分
的
観
念
を
基
礎
と
し
た
彼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
は
特
に
興
味

が
深
い
。
彼
の
生
の
哲
学
は
根
本
的
に
歴
史
哲
学
的
見
地
に
立
っ
て
い
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
現
代
の
最
も
歴

史
哲
学
的
な
生
の
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
も
、
或
る
意
味
で
は
ニ
ー
チ
ェ
に
及
ば
な
い
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
ニ
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ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想

ー
チ
ェ
は
し
ば
し
ば
代
表
的
な
個
人
主
義
者
の
如
く
い
わ
れ
て
非
難
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
彼
に
そ
の
よ
う
な

と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
種
々
の
限
定
と
制
限
の
も
と
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
本

質
的
に
は
彼
自
身
の
問
題
し
か
考
え
な
か
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
ほ
ど
情
熱
的
に
人
類
歴
史
の
運
命
に
つ
い
て
思
索
し
た

者
は
現
代
の
哲
学
者
中
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。「
我
々
の
現
代
の
世
界
は
何
処
に
属
し
て
い
る

か
。
困こ
ん
ぱ
い憊

に
か
、
そ
れ
と
も
上
向
に
か
。」
と
い
う
問
を
彼
は
絶
え
ず
繰
り
返
し
た
。
彼
の
哲
学
は
時
代
批
評
と

深
く
結
び
附
い
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
献
学
の
哲
学
へ
の
適
用
乃
至
拡
張
は
ニ
ー
チ
ェ
に

お
い
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
に
お
け
る
如
く
い
わ
ば
単
に
「
解
釈
学
的
」
で
は
な
い
。
蓋
し
文
献
学
の
方
法
の
二

つ
の
お
も
な
部
分
は
、
批
評
と
解
釈
で
あ
る
。
両
者
を
相
対
的
に
分
離
し
て
考
え
る
と
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は

文
献
学
の
批
評
的
機
能
が
特
に
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
献
学
的
方
法
は
彼
に
お
い

て
解
釈
学
的
で
あ
る
に
ま
し
て
批
評
学
的
で
あ
っ
た
。
文
献
学
が
そ
の
批
評
に
お
い
て
探
究
す
る
の
は
何
が
「
純

粋
な
も
の
」
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ニ
ー
チ
ェ
が
関
心
し
た
の
も
根
本
に
お
い
て
こ
れ
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
批
評
は
批
評
と
し
て
必
然
的
に
破
壊
的
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
解
釈
は
破
壊
に
仕
え
、

か
く
て
文
献
学
者
は
伝
統
の
破
壊
者
と
し
て
現
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
破
壊
そ
の
も
の
が
文
献
学
者
に
ふ
さ
わ
し
く

解
釈
学
的
で
あ
り
、
ま
た
系
譜
学
的
で
あ
る
。
今
日
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
学
的
哲
学
が
「
解
釈
学
的
破
壊
」
を
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重
ん
じ
る
と
き
、
そ
の
前
例
は
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
す
べ
て
の
も
の
を
理

解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
も
の
と
和
解
し
、
か
く
て
歴
史
的
相
対
主
義
と
懐
疑
主
義
に
陥
っ
た
が
、
ニ
ー

チ
ェ
に
と
っ
て
は
解
釈
す
る
こ
と
は
批
評
す
る
こ
と
で
あ
り
、
批
評
す
る
こ
と
は
審
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
唯

一
の
純
粋
な
も
の
の
た
め
に
他
の
す
べ
て
の
も
の
を
虚
偽
と
し
て
棄
て
る
文
献
学
者
の
極
端
な
潔
癖
が
彼
の
情
熱

で
あ
っ
た
。
彼
は
最
も
烈
し
い
審
判
者
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
「
価
値
の
転
換
」
を
宣
言
し
た
。
そ
し
て
と
り

わ
け
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
が
彼
の
審
判
の
も
と
に
引
き
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
理
性
哲
学
と
観
念
的
理
想
主

義
と
に
反
対
し
た
。「
フ
ィ
ロ
ロ
ゴ
ス
」（
文
献
学
者
、
ロ
ゴ
ス
を
愛
す
る
者
）
で
あ
っ
た
ニ
ー
チ
ェ
は
「
ミ
ソ
ロ

ゴ
ス
」（
ロ
ゴ
ス
を
嫌
う
者
、
理
性
嫌
悪
者
）
と
な
っ
た
。
そ
こ
に
文
献
学
者
ニ
ー
チ
ェ
の
悲
劇
が
始
っ
た
の
で

あ
る
。

三

文
献
学
を
哲
学
に
適
用
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
が
相
対
主
義
に
陥
っ
た
と
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
ど
う
で
あ
っ
た
で

あ
ろ
う
か
。「
我
々
の
現
代
の
世
界
は
何
処
に
属
し
て
い
る
か
」
と
問
う
た
彼
は
、
如
何
な
る
答
を
得
た
で
あ
ろ

う
か
。「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」（
虚
無
主
義
）
と
彼
は
答
え
る
の
で
あ
る
。「
私
の
物
語
る
の
は
、
次
の
二
世
紀
の
歴
史
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ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想

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
告
げ
知
ら
せ
て
い
る
。」
と
ニ
ー
チ

ェ
は
書
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
予
言
者
、
伝
道
者
と
な
っ
た
。

文
献
学
者
と
し
て
過
去
に
向
け
ら
れ
、
い
か
な
る
過
去
も
失
う
こ
と
を
欲
し
な
い
ニ
ー
チ
ェ
は
、
ま
た
誰
よ
り

も
深
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
「
圧
迫
す
る
文
化
の
重
荷
」
を
負
う
て
い
る
こ
と
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
伝
統
の

重
圧
の
も
と
に
人
間
は
生
の
原
始
的
エ
ナ
ー
ジ
ー
を
失
い
、
今
や
破
滅
し
て
ゆ
く
の
ほ
か
な
い
デ
カ
ダ
ン
ス
―
―

芸
術
上
の
亜
流
者
風
、
学
問
上
の
顕
微
鏡
的
穿
鑿
と
混
合
主
義
、
奴
隷
の
道
徳
の
支
配
、
等
々
、
に
陥
っ
て
い
る
。

こ
の
時
代
に
と
っ
て
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
も
は
や
論
争
の
余
地
を
有
す
る
世
界
観
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
け
れ
ど
も

ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
、
我
々
は
何
処
に
属
す
る
か
と
い
う
問
に
答
え
る
も
の
で
な
く
、
た
だ
倦
怠
と
没
落
の
表
現
、
徴

候
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
真
理
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
考
え
た
。「
私
の
革
新
。

ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
展
開
、即
ち
知
性
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、道
徳
的
批
評
、最
後
の
慰
め
の
解
体
。」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。

ニ
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
、
第
一
に
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
奮
い
世
界
の
解
体
と
没
落
に
伴

っ
て
必
然
的
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
現
に
来
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
論
理
で
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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

こ
と
を
恐
る
べ
き
で
は
な
い
。
ニ
ー
チ
ェ
の
説
く
の
は
逃
避
的
、
受
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
く
、「
能
動
的
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
真
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
強
い
者
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。「
従
来
知
ら
れ
て
い
る
ペ
シ
ミ
ズ

ム
の
タ
イ
プ
の
如
何
な
る
も
の
も
か
か
る
程
度
の
悪
意
に
達
し
た
も
の
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。」
浪

漫
的
な
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
よ
り
強
い
、「
悪
意
的
な
」
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
前
形
に
過
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
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
い

っ
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
端
初
は
「
渾
沌
」（
カ
オ
ス
）
で
あ
る
。「
す
べ
て
の
も
の
が
渾
沌
と
な
る
よ
う
に
見

え
る
。
旧
い
も
の
は
失
わ
れ
、
新
し
い
も
の
の
何
物
も
現
れ
て
い
な
い
。」「
我
々
の
本
能
は
今
や
み
ず
か
ら
到
る

処
去
り
帰
る
、
我
々
自
身
は
一
種
の
渾
沌
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
な
渾
沌
と
虚
無
に
落
ち
込
む
こ
と
は
我
々
が
新

し
く
生
れ
る
た
め
に
、
新
た
に
生
き
る
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
。「
生
と
は
一
般
に
危
険
の
う
ち
に
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
。」

か
く
の
如
き
渾
沌
と
虚
無
か
ら
、
如
何
な
る
過
程
に
お
い
て
、
如
何
な
る
も
の
が
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
か
。

そ
こ
に
創
造
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
信
じ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
文
献
学
者
は
真
に
創
造
の
哲
学
者
で
あ
り
得
る
で
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ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想

あ
ろ
う
か
。
ひ
と
は
ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
思
想
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
」（
生
の
跳
躍
）
の
思

想
と
対
照
し
て
い
る
。
二
人
の
思
想
の
間
に
は
類
似
が
あ
る
に
し
て
も
、
ま
た
本
質
的
な
差
異
が
あ
る
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
が
進
化
論
的
思
想
に
縁
が
な
く
は
な
い
と
す
れ
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
な
進
化
乃
至
発
展
を
考
え
て
い

た
か
ど
う
か
さ
え
疑
問
で
あ
る
。
彼
は
根
本
に
お
い
て
ど
こ
ま
で
も
文
献
学
者
に
止
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
文
献
学
者
に
ふ
さ
わ
し
く
彼
は
モ
ダ
ー
ニ
テ
ィ
を
嫌
悪
し
た
。
彼
が
虚
無
的
端
初
的
生
を
「
渾
沌
」
と
呼
ぶ

と
き
、
古
代
の
歴
史
哲
学
的
思
想
、
即
ち
歴
史
は
一
定
の
発
展
過
程
を
経
て
ま
た
も
と
の
渾
沌
に
還
り
再
び
新
た

に
始
ま
る
と
い
う
思
想
の
追
憶
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
推
測
は
「
新
し
い
生
へ
の
示
唆
」
を
意
図
し

た
ツ
ァ
ラ
ツ
ス
ト
ラ
の
思
想
的
頂
点
に
お
い
て
「
永
劫
回
帰
」
と
い
う
古
代
的
観
念
が
現
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら

見
て
も
必
ず
し
も
無
理
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
は
創
造
を
要
求
し
、
創
造
に
つ
い
て
繰
り
返
し
述
べ
な
が
ら
、

な
お
文
献
学
者
で
あ
る
こ
と
を
や
め
な
か
っ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

ニ
ー
チ
ェ
は
し
ば
し
ば
個
人
主
義
者
と
見
ら
れ
て
来
た
。
し
か
し
彼
が
語
っ
た
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
陶
酔
は
む

し
ろ
個
人
が
自
然
と
合
体
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
も
個
人
主
義
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。

オ
ー
ベ
ナ
ウ
エ
ル
は
彼
を
「
奪
魂
的
ニ
ヒ
リ
ス
ト
」
と
称
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
自
身
は
書
い
て
い
る
、「
一
、

人
格
の
崩
壊
と
増
し
ゆ
く
弱
さ
と
に
抗
し
て
の
私
の
努
力
。
私
は
新
し
い
中
心
を
求
め
た
。
二
、
こ
の
努
力
の
不
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可
能
が
認
識
さ
れ
た
。
三
、
そ
こ
で
私
は
進
ん
で
解
体
の
道
を
歩
ん
だ
、
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
私
は
個
人
に
と
っ

て
の
新
し
い
力
の
源
泉
を
見
出
し
た
。
我
々
は
破
壊
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
―
―
私
は
個
人
が
そ
の
う
ち
に

お
い
て
嘗
て
に
な
く
自
己
を
完
成
し
得
る
解
体
の
状
態
が
一
般
的
な
生
存
の
模
像
で
あ
り
、
個
々
の
場
合
で
あ
る

こ
と
を
認
識
し
た
。」
こ
の
最
後
の
文
章
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
自
己
の
問
題
と
し
て
体
験
し
た
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
単
に

個
人
的
の
も
の
で
な
く
て
世
界
史
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
彼
が
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
名
附
け
た

も
の
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
歴
史
哲
学
に
位
置
附
け
た
。
そ
し
て
初
め
の
文

章
は
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
ほ
か
な
ら
ぬ
人
格
の
分
解
の
体
験
に
由
来
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
も
し
そ
う
で
あ
る

と
す
れ
ば
、「
虚
無
」
は
外
に
見
ら
れ
る
渾
沌
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
な
く
、
自
己
の
奥
底
に
お
い
て
顕
に
な
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
今
日
「
不
安
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
現
し
、

か
か
る
者
と
し
て
彼
は
現
代
思
想
に
深
く
交
渉
し
て
い
る
。
同
時
に
こ
の
不
安
は
「
能
動
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
と
し

て
新
た
な
創
造
の
端
初
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
ニ
ー
チ
ェ
は
説
く
。
と
こ
ろ
で
彼
は
か
よ
う
な
創
造
の
原
理
を

確
立
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
渾
沌
か
ら
は
「
超
人
」
の
神
話
が
生
れ
た
。
し
か
る
に
彼
が
新
し
い
人
間
の
タ
イ
プ

を
規
定
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
彼
は
知
ら
ず
識
ら
ず
古
典
文
献
学
者
に
還
っ
て
ゆ
く
。
彼
の
眼
に
は
ソ
ク
ラ
テ

ス
以
前
の「
悲
劇
的
時
代
」の
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
た
ち
が
浮
び
、彼
の
情
熱
は
と
り
わ
け
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
の「
ヒ
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ュ
ブ
リ
ス
」（
驕
り
）、
こ
の
「
戦
士
」
の
心
に
ひ
か
れ
る
。
そ
の
他
、
そ
の
他
、
如
何
に
彼
と
古
代
と
の
関
係
に

は
離
れ
難
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
が
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
は
単
な
る
人
本
主
義
で
も
古
典

主
義
で
も
な
く
、
ま
し
て
懐
古
主
義
と
は
反
対
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
彼

が
高
貴
に
し
て
偉
大
な
る
個
人
を
力
説
し
た
の
も
、
決
し
て
単
な
る
個
人
主
義
で
は
な
く
、
人
間
価
値
の
昂
揚
を

宣
べ
た
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
人
本
主
義
を
蹂
躙
し
よ
う
と
し
た
彼
ほ
ど
、
純
粋
な
人
間
価
値
を
高
く
評
価
し

烈
し
く
意
欲
し
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
は
稀
で
あ
り
、
そ
こ
に
我
々
の
深
い
感
動
が
あ
る
。

ニ
ー
チ
ェ
は
た
し
か
に
創
造
と
実
践
を
求
め
た
で
あ
ろ
う
。し
か
し
彼
自
身
は
結
局「
認
識
す
る
者
」で
あ
っ
た
。

権
力
意
志
を
説
い
た
彼
も
行
為
の
立
場
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
創
造
す
る
者
は
無
知
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
い
、「
知
識
の
樹
は
生
の
樹
で
は
な
い
」こ
と
を
あ
ん
な
に
よ
く
知
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
、

ニ
ー
チ
ェ
は
生
れ
附
い
た
文
献
学
者
で
あ
り
、
知
識
す
る
者
で
あ
っ
た
。
彼
は
結
局
ミ
ソ
ロ
ゴ
ス
で
な
く
、
フ
ィ

ロ
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
た
。
よ
し
彼
が
こ
の
ロ
ゴ
ス
に
従
来
の
理
性
や
科
学
と
は
異
な
る
新
し
い
意
味
を
与
え
た
に
し

て
も
、
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
「
知
性
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
」
と
深
く
結
び
附
い
て
い
た
の
で
あ
り
「
認
識
す
る
者
の
悲

劇
」
が
彼
の
運
命
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
彼
の
運
命
は
実
に
現
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
と
っ
て
象
徴

的
意
義
を
有
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
モ
ダ
ー
ニ
テ
ィ
を
嫌
悪
し
た
こ
の
古
典
文
献
学
者
は
最
も
現
代
的
な
思
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想
家
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
近
代
主
義
に
反
対
す
る
弁
証
法
的
神
学
が
今
日
新
し
さ
を
有
す
る
の
と

同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
秘
密
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
と
も
か
く
ニ
ー
チ
ェ
と
か
か
る
神
学
的

傾
向
の
一
源
泉
と
さ
れ
る
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
の
間
に
は
内
的
な
一
致
が
認
め
ら
れ
る
。
私
は
こ
こ
で
ニ
ー
チ
ェ

と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
興
味
あ
る
問
題
に
立
入
る
遑
が
な
い
が
、
ニ
ー
チ
ェ
と
の
格
闘
が
我
々
に
と
っ
て
切
実
な

現
代
的
意
義
を
有
す
る
課
題
で
あ
る
こ
と
は
種
々
の
方
面
か
ら
い
わ
れ
得
る
こ
と
で
あ
る
。
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て	

	

【1935.6

】

一

浪
漫
的
と
古
典
的
と
は
相
対
立
す
る
概
念
と
考
え
ら
れ
る
が
、
如
何
な
る
具
体
的
な
も
の
も
つ
ね
に
こ
れ
ら
の

両
要
素
を
含
み
、
単
純
に
浪
漫
的
な
も
の
、
単
純
に
古
典
的
な
も
の
と
云
い
得
る
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
実

に
存
在
す
る
思
想
、
芸
術
、
人
間
、
時
代
は
、
す
べ
て
浪
漫
的
と
古
典
的
と
の
二
つ
の
方
面
を
具
え
て
い
る
。
特

に
そ
れ
が
優
秀
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
古
典
的
と
か
浪
漫
的
と
か
と
一
義
的
に
規
定
す
る
こ
と
は

愈
々
困
難
で
あ
る
。古
典
的
及
び
浪
漫
的
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
も
多
義
的
で
あ
り
、両
者
の
対
立
に
し
て
も
種
々

異
な
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
私
が
今
或
る
物
を
浪
漫
的
と
し
て
特
徴
付
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
私
は
何

程
か
の
危
険
を
冒
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
人
は
同
じ
物
の
他
の
方
面
を
取
り
出
し
て
そ
れ
を
古
典
的
と
名

付
け
る
こ
と
も
不
可
能
で
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
私
の
用
い
る
浪
漫
的
と
い
う
語
が
他
の
人
に
よ
っ
て
私
の
考

え
て
い
る
の
と
は
違
っ
た
意
味
に
理
解
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

古
典
的
と
浪
漫
的
と
は
人
間
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
側
面
も
し
く
は
方
向
を
現
し
て
い
る
。
一
方
は
人
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間
性
の
合
理
的
側
面
、
他
方
は
そ
の
非
合
理
的
側
面
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
し
、
私
の
言
葉
を
用
い
て
、
一
方
は

人
間
性
の
ロ
ゴ
ス
的
側
面
、
他
方
は
パ
ト
ス
的
側
面
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
側
面

は
つ
ね
に
人
間
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
絶
え
ず
同
じ
割
合
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
絶
え

ず
同
じ
程
度
に
活
動
す
る
の
で
も
な
い
故
に
、
そ
の
い
ず
れ
か
が
ま
さ
る
に
従
っ
て
、
或
い
は
浪
漫
的
或
い
は
古

典
的
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
単
に
そ
れ
だ
け
で
な
い
、
Ｔ
・
Ｅ
・
ヒ
ュ
ー
ム
【Thom

as Ernest H
ulm

e, 1883-

1917

】
も
述
べ
た
如
く
、
浪
漫
主
義
と
古
典
主
義
と
の
対
立
は
人
間
性
の
解
釈
の
相
違
に
於
て
特
徴
的
に
現
れ
る
。

ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
る
と
、
人
間
を
可
能
性
の
無
限
の
貯
水
池
と
見
る
の
が
浪
漫
主
義
で
あ
っ
て
、
古
典
主
義
は
こ
れ

に
反
し
人
間
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
性
質
は
恒
常
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
し
て
前
者
は
、
人
間
を

抑
圧
し
て
い
る
秩
序
を
破
壊
し
て
社
会
を
作
り
直
せ
ば
人
間
の
有
す
る
無
限
の
可
能
性
の
発
現
の
機
会
が
与
え
ら

れ
進
歩
が
あ
る
と
見
る
に
反
し
、
後
者
は
、
た
だ
伝
統
と
組
織
と
に
よ
っ
て
の
み
凡
て
立
派
な
も
の
が
人
間
の
う

ち
か
ら
生
れ
得
る
と
考
え
る
、
と
ヒ
ュ
ー
ム
は
附
け
加
え
て
規
定
し
て
い
る
。
古
典
主
義
者
は
人
間
性
を
限
定
さ

れ
た
も
の
、
恒
常
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
活
動
に
於
て
も
限
定
さ
れ
た
も
の
、
恒
常
的

な
も
の
を
求
め
る
。
浪
漫
主
義
者
は
自
己
の
う
ち
に
限
定
さ
れ
ぬ
も
の
、
可
能
な
る
も
の
を
見
る
の
み
で
な
く
、

外
に
向
っ
て
も
無
限
な
る
も
の
、
固
定
さ
れ
ぬ
も
の
を
憧
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
無
限
と
有
限
と
い
う
対
立
概
念
は
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

浪
漫
主
義
と
古
典
主
義
と
の
区
別
を
現
す
た
め
に
屡
々
使
わ
れ
て
い
る
。

然
し
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
浪
漫
主
義
と
古
典
主
義
と
が
一
般
的
に
云
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
の
一
定
の
時
代
に

相
応
す
る
観
念
形
態
で
あ
り
、
か
く
て
或
る
時
代
は
そ
の
も
の
が
浪
漫
的
で
、
他
の
時
代
は
そ
の
も
の
が
古
典
的

で
あ
る
の
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
概
括
的
に
云
え
ば
、社
会
の
転
換
期
は
浪
漫
主
義
の
時
代
で
あ
り
、

そ
の
円
熟
期
は
古
典
主
義
の
時
代
で
あ
る
。
も
と
よ
り
歴
史
は
絶
え
ず
変
化
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
浪
漫

主
義
的
時
代
の
う
ち
に
も
既
に
新
し
い
古
典
主
義
が
準
備
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
古
典
主
義
的
時
代
の
う
ち
に
も
既
に

新
し
い
浪
漫
主
義
へ
の
傾
向
が
包
含
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
こ
の
よ
う
に
浪
漫
的
と
古
典
的
と
が
歴
史
の

発
展
の
リ
ズ
ム
を
現
す
も
の
と
す
れ
ば
、
社
会
の
転
換
期
と
見
ら
れ
る
現
代
の
一
般
的
な
特
徴
は
古
典
的
で
な
く

て
浪
漫
的
で
あ
る
べ
く
、
従
っ
て
浪
漫
主
義
は
現
代
文
化
全
般
に
関
わ
る
根
本
的
に
重
要
な
問
題
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
近
年
我
が
国
で
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が
最
も
多
く
論
ぜ
ら
れ
た
。
リ
ア
リ
ズ
ム
は
浪
漫
主
義

に
対
置
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
は
古
典
主
義
の
側
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
実
際
ま
た
古
典
主
義
は
リ
ア

リ
ズ
ム
を
代
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。然
る
に
も
し
現
代
の
一
般
的
な
特
徴
が
浪
漫
主
義
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
場
合
リ
ア
リ
ズ
ム
と
云
っ
て
も
、
そ
れ
は
古
典
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
な
く
、
浪
漫
主
義
と
深
く
結
び
付
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
現
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
多
く
の
浪
漫
的
要
素
を
含
ん
で
お
り
、
そ
こ
に
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
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の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
或
い
は
寧
ろ
浪
漫
主
義
が
純
粋
な
浪
漫
主
義
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
何
等
か
リ
ア
リ

ズ
ム
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
浪
漫
主
義
の
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
る
と
も
云
う
こ
と
が
で
き
る
。

我
々
は
か
か
る
浪
漫
主
義
を
悲
劇
的
浪
漫
主
義
と
名
付
け
て
も
よ
い
。

あ
ら
ゆ
る
時
代
の
浪
漫
主
義
が
浪
漫
主
義
と
し
て
の
共
通
の
性
質
を
有
す
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、
ま

た
時
代
の
差
異
、
歴
史
的
情
況
の
変
化
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
も
争
わ
れ
な
い
。

例
え
ば
、
ル
ソ
ー
と
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
と
は
、
い
ず
れ
も
浪
漫
主
義
の
代
表
者
の
如
く
云
わ
れ
て
い
る
が
、

二
人
の
思
想
家
は
或
る
意
味
で
は
甚
し
い
対
立
を
な
し
て
い
る
。
浪
漫
主
義
と
は
固
定
し
た
秩
序
、
制
度
、
形
式

に
対
す
る
反
抗
的
精
神
、
革
命
的
心
情
を
謂
う
と
す
れ
ば
、
ル
ソ
ー
は
そ
の
意
味
の
浪
漫
主
義
者
で
あ
る
と
し
て

も
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
同
じ
意
味
で
は
浪
漫
主
義
的
で
な
く
、
寧
ろ
反
対
に
保
守
的
、
伝
統
的
で
あ
る
。
ミ
ュ
ー
ラ

ー
的
立
場
か
ら
は
、
ル
ソ
ー
の
思
想
は
啓
蒙
主
義
的
で
あ
り
、
そ
し
て
浪
漫
主
義
と
啓
蒙
主
義
と
は
相
対
立
し
た

も
の
で
あ
っ
て
、
啓
蒙
主
義
の
克
服
こ
そ
浪
漫
主
義
の
最
も
偉
大
な
功
績
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
啓
蒙
主

義
は
封
建
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
反
対
し
て
起
っ
た
近
代
資
本
主
義
の
思
想
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
の
浪
漫
主
義
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
資
本
主
義
の
う
ち
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
立
ち
遅
れ
に
基
づ
き
、
ド
イ
ツ
の
独
自
性
の
擁
護
の
た
め
に
発

展
し
た
も
の
と
云
わ
れ
て
い
る
。
か
く
の
如
く
浪
漫
主
義
に
も
歴
史
的
に
種
々
の
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

の
浪
漫
主
義
が
特
に
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
我
々
に
と
っ
て
問
題
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
現
代
の
浪
漫
主
義
の
中
に
も
更
に
種
々
の
区
別
が
あ
る
。
ま
た
浪
漫
的
と
い
う
こ
と
が
現

代
の
一
般
的
な
特
徴
で
あ
る
限
り
、
普
通
に
は
浪
漫
主
義
と
は
見
ら
れ
ず
寧
ろ
そ
の
反
対
物
と
見
ら
れ
て
い
る
も

の
、
例
え
ば
マ
ル
ク
ス
主
義
の
如
き
も
の
の
う
ち
に
も
、
或
る
浪
漫
的
な
も
の
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ

ど
も
マ
ル
ク
ス
主
義
を
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
一
緒
に
浪
漫
主
義
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ル
ソ
ー
と
ア
ダ
ム
・

ミ
ュ
ー
ラ
ー
と
の
間
に
お
け
る
よ
り
も
大
き
な
差
異
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
浪
漫
主

義
の
立
場
か
ら
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
却
っ
て
啓
蒙
主
義
と
し
て
排
斥
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
実
際
マ
ル
ク
ス
主

義
は
新
し
い
啓
蒙
主
義
と
云
わ
れ
得
る
性
質
と
意
味
と
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
マ
ル
ク
ス
主
義

を
現
代
の
浪
漫
主
義
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
適
当
で
な
い
。
現
代
の
浪
漫
主
義
に
就
い
て
語
る

場
合
、
我
々
は
現
代
思
想
の
平
均
的
な
特
徴
を
求
め
る
と
い
う
の
で
な
く
、
現
代
思
想
の
う
ち
、
最
も
浪
漫
的
な

も
の
に
就
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

私
は
現
代
の
浪
漫
主
義
的
諸
傾
向
に
お
け
る
顕
著
な
特
徴
を
現
す
た
め
に
三
つ
の
も
の
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。

一
、
自
然
神
秘
説
、
二
、
創
造
の
哲
学
、
三
、
浪
漫
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
、
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
も

と
よ
り
個
々
独
立
し
た
も
の
で
な
く
、
と
り
わ
け
浪
漫
主
義
が
純
粋
で
あ
る
場
合
、
相
互
に
密
接
な
関
聯
を
有
す
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る
が
、
然
し
ま
た
或
る
思
想
は
或
る
一
つ
を
、
他
の
思
想
は
他
の
一
つ
を
特
別
に
明
瞭
に
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

従
来
の
自
然
哲
学
の
多
く
に
お
い
て
、
我
々
は
そ
れ
が
神
秘
的
思
想
と
内
的
に
結
合
し
て
い
る
の
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
カ
ー
ル
・
ヨ
エ
ル
の
如
き
も
自
然
哲
学
は
す
べ
て
神
秘
的
精
神
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
と
説
い

て
い
る
。
然
る
に
か
よ
う
な
自
然
神
秘
説
は
屡
々
浪
漫
主
義
と
結
び
付
き
、そ
の
哲
学
的
根
拠
と
も
な
っ
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
初
期
、
ま
た
近
世
の
初
め
ル
ネ
サ
ン
ス
は
特
に
自
然
哲
学
の
諸
体
系
の
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

こ
の
時
代
の
精
神
の
う
ち
に
は
浪
漫
的
な
も
の
が
流
れ
て
い
た
。古
典
的
と
云
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
す
ら
、

そ
の
自
然
哲
学
的
時
期
は
浪
漫
的
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
、ヨ
エ
ル
は
こ
れ
を
「
原
初
的
浪
漫
主
義
」

と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
我
々
は
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
の
時
代
が
自
然
哲
学
的
体
系
の
時
代
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
想
起

す
る
。
こ
の
よ
う
に
浪
漫
主
義
は
自
然
哲
学
、
時
に
自
然
神
秘
説
と
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る

が
、
こ
の
こ
と
は
原
理
的
に
云
っ
て
そ
う
あ
る
べ
き
理
由
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
偉
大
な
る
ギ

リ
シ
ア
の
哲
学
者
が
説
い
た
如
く
、
す
べ
て
の
存
在
は
質
料
と
形
相
と
か
ら
成
り
、
質
料
と
形
相
と
は
あ
ら
ゆ
る

存
在
に
含
ま
れ
る
二
つ
の
要
素
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
形
相
的
原
理
に
よ
っ
て
古
典
主
義
を
、
質
料
的
原
理
に
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

よ
っ
て
浪
漫
主
義
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
形
相
は
限
定
さ
れ
た
も
の
、
不
変

な
も
の
、
合
理
的
な
も
の
を
意
味
し
、
こ
れ
に
対
し
て
質
料
は
無
限
定
な
も
の
、
可
能
な
も
の
、
非
合
理
的
な
も

の
を
意
味
す
る
。
質
料
、
物
質
乃
至
自
然
は
か
く
の
如
き
性
格
の
故
に
、
浪
漫
主
義
者
に
よ
っ
て
浪
漫
的
に
解
釈

さ
れ
て
、
そ
の
思
想
の
基
礎
と
さ
れ
る
に
丁
度
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
浪
漫
主
義
を
単
な
る
観
念
論

と
見
る
こ
と
は
屡
々
極
め
て
不
十
分
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
浪
漫
主
義
者
は
イ
デ
ア
主
義
者
―
―
イ
デ
ア
の
も
と

の
意
味
は
物
の
姿
、
形
相
の
こ
と
で
あ
る
―
―
と
い
う
意
味
に
お
い
て
観
念
論
者
で
な
く
、
彼
等
は
屡
々
一
見
甚

だ
唯
物
論
的
に
語
る
。「
思
惟
は
ま
た
電
気
で
あ
る
」、「
思
惟
は
筋
肉
運
動
で
あ
る
」、
な
ど
と
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
で

す
ら
云
っ
て
い
る
。
浪
漫
主
義
を
単
な
る
観
念
論
と
し
て
批
評
す
る
こ
と
は
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
難
く
、

そ
れ
に
対
す
る
批
評
は
自
然
神
秘
説
の
内
奥
に
ま
で
喰
い
入
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
浪
漫
主
義
の
哲
学
者

に
よ
っ
て
特
に
重
要
な
意
味
を
負
わ
さ
れ
る
に
至
っ
た
精
神
（
ガ
イ
ス
ト
）
と
心
霊
（
ゼ
ー
レ
）
と
の
区
別
を
用

い
る
な
ら
ば
、
浪
漫
主
義
は
観
念
論
で
あ
る
に
し
て
も
、
精
神
の
哲
学
で
な
く
て
寧
ろ
心
霊
の
哲
学
で
あ
る
。
精

神
は
イ
デ
ア
的
な
も
の
、
合
理
的
な
も
の
に
向
う
に
反
し
て
、
心
霊
は
形
な
き
も
の
、
質
料
的
な
も
の
と
直
接
に

融
合
す
る
能
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

尤
も
自
然
と
云
っ
て
も
多
義
的
で
あ
る
。
近
代
史
に
お
い
て
有
名
な
人
権
宣
言
の
根
柢
に
は
自
然
法
の
思
想
が
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あ
っ
た
。
こ
の
場
合
の
自
然
は
到
る
処
同
一
で
、
つ
ね
に
不
変
な
も
の
を
意
味
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て
歴
史
的

偶
然
的
に
成
立
し
た
伝
統
や
制
度
に
対
す
る
革
命
的
行
為
の
基
礎
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
自
然
は
浪
漫
的
と
は
云
わ

れ
な
い
。
近
代
の
浪
漫
主
義
に
最
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
ル
ソ
ー
の
思
想
の
中
心
は
自
然
の
概
念
で
あ
り
、
そ

れ
は
同
じ
よ
う
に
社
会
革
命
に
対
す
る
武
器
と
し
て
用
い
ら
れ
た
が
、
こ
の
自
然
は
絶
え
ず
動
く
も
の
、
抒
情
的

な
も
の
、
や
や
神
秘
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
に
浪
漫
的
で
あ
っ
た
。
現
代
の
浪
漫
主
義
も
自
然
神
秘
説
を

基
礎
と
し
て
い
る
と
云
う
と
き
、
そ
の
特
色
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
現
代
の
浪
漫
主
義
に
も

種
々
あ
り
、
そ
の
自
然
神
秘
説
に
も
直
ち
に
同
一
視
し
得
な
い
様
々
な
区
別
が
あ
る
。
我
々
は
先
ず
そ
の
一
つ
に

注
目
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。

フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
が
浪
漫
主
義
で
あ
る
の
に
注
意
す
る
こ
と
が
先
ず
最
も
必
要
で
あ
る
。
民
族
、
国
民
、
国
家
等

に
関
す
る
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
思
想
の
系
図
を
尋
ね
る
と
き
、
我
々
は
ア
ダ
ム
・
ミ
ュ
ー
ラ
ー
そ
の
他
の
浪
漫
主
義

を
見
出
す
。
そ
し
て
実
際
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
理
論
家
、
例
え
ば
シ
ュ
パ
ン
の
如
き
は
ミ
ュ
ー
ラ
ー
等
の
浪
漫
主

義
者
を
あ
か
ら
さ
ま
に
祖
師
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
ド
イ
ツ
に
お
い
て
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
ナ
チ
ス
の
イ
デ
オ

ロ
ー
グ
と
し
て
盛
ん
な
復
活
を
経
験
し
て
い
る
。
ひ
と
は
浪
漫
主
義
が
つ
ね
に
革
命
的
で
あ
っ
た
な
ど
と
考
え
て

は
な
ら
ぬ
。
就
中
ド
イ
ツ
浪
漫
主
義
―
―
そ
れ
は
と
も
か
く
理
論
的
な
体
系
を
有
す
る
模
範
的
な
浪
漫
主
義
で
あ
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

る
―
―
は
、
最
初
の
フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
影
響
が
過
ぎ
た
後
、
保
守
主
義
、
伝
統
主
義
の
代
表
的
な
理
論

と
し
て
発
達
し
た
。
我
々
は
現
代
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
理
論
が
、
そ
の
民
族
主
義
、
全
体
主
義
、
有
機
体
説
等
々
に

関
し
て
、
如
何
に
そ
の
よ
う
な
浪
漫
主
義
の
理
論
と
一
致
す
る
か
を
こ
こ
に
縷
説
す
る
暇
を
も
た
ぬ
。
た
だ
ミ
ュ

ー
ラ
ー
の
次
の
一
句
を
引
く
だ
け
で
十
分
で
あ
る
、「
国
家
は
人
間
的
重
要
事
の
総
体
で
あ
る
、
そ
れ
の
生
け
る

全
体
へ
の
結
合
で
あ
る
。」
国
家
の
目
的
を
問
う
こ
と
は
、
国
家
を
何
等
か
の
も
の
の
た
め
の
手
段
と
見
る
こ
と

で
あ
り
、
国
家
が
い
つ
か
無
用
の
も
の
と
な
っ
て
よ
り
善
き
他
の
も
の
が
代
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
信
仰
を
喚
び
起

す
か
ら
い
け
な
い
、
と
ミ
ュ
ー
ラ
ー
は
論
じ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
我
々
は
現
代
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
お
け
る
自
然
神

秘
説
の
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
「
血
と
地
の
神
秘
主
義
」
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
運
命
共
同
体
と
理
解
さ
れ
る
民

族
の
基
礎
は
何
よ
り
も
そ
の
「
血
の
根
源
性
」
に
求
め
ら
れ
、
民
族
は
血
族
的
結
合
か
ら
生
長
し
た
自
然
的
聯
関

と
見
做
さ
れ
る
。
か
か
る
血
の
神
秘
主
義
に
如
何
な
る
重
要
性
が
お
か
れ
て
い
る
か
を
傍
証
す
る
に
足
る
甚
だ
興

味
あ
る
一
例
と
し
て
、
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
哲
学
の
新
解
釈
を
紹
介
し
た
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
国
家
哲
学
は
最
近
に
至

る
ま
で
、
よ
し
コ
ム
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
の
例
に
引
か
れ
な
い
に
し
て
も
、
正
真
正
銘
の
精
神
的
貴
族
主
義
と
し
て
一
般

に
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
家
と
し
て
従
来
か
な
り
の
名
声
を
有
す
る
マ
ッ

ク
ス
・
ヴ
ン
ト
は
今
で
は
こ
れ
に
次
の
よ
う
な
解
釈
を
与
え
て
い
る
。「
プ
ラ
ト
ン
が
国
家
に
と
っ
て
血
の
純
粋
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性
に
如
何
に
大
な
る
重
要
性
を
認
め
た
か
は
、
実
に
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
戦
士
は
そ
の
血
統
に
よ
っ
て
貴
族
の

身
分
と
し
て
他
の
民
衆
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
彼
等
の
血
の
純
粋
性
の
番
を
す
る
こ
と
が
哲
学
者
の
特
別
に
重
要
な

任
務
で
あ
る
。
そ
し
て
プ
ラ
ト
ン
が
子
供
を
産
む
こ
と
や
生
活
に
処
す
る
こ
と
に
関
し
て
な
し
た
あ
ら
ゆ
る
特
殊

な
、
今
日
の
考
え
方
に
と
っ
て
極
端
に
見
え
る
要
求
も
本
質
的
に
は
、
血
の
純
粋
性
を
維
持
す
る
と
い
う
こ
の
目

的
に
仕
え
る
の
で
あ
る
。
国
家
民
族
、
ま
さ
に
戦
士
の
身
分
は
、
自
己
を
同
じ
血
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
た
大
な
る

家
族
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
血
の
力
の
う
ち
に
イ
デ
ア
は
民
族
を
統
一
に
も
た
ら
す
無
意
識
的
な
力
と

し
て
生
き
て
い
る
。
た
だ
高
貴
な
血
か
ら
出
た
高
貴
な
精
神
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
イ
デ
ア
は
意
識
的
な
生
活
と

明
瞭
な
知
見
と
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
智
慧
の
純
粋
性
の
番
を
す
る
こ
と
で
な
く
、
血
の
純
粋
性
の
番
を

す
る
こ
と
が
「
哲
学
者
の
特
別
に
重
要
な
任
務
」
と
解
釈
さ
れ
る
。
イ
デ
ア
は
血
の
う
ち
に
生
き
、
高
貴
な
精
神

と
高
貴
な
血
と
は
同
一
視
さ
れ
る
。
血
の
神
秘
主
義
で
あ
り
、
血
の
浪
漫
主
義
で
あ
り
、
現
実
的
に
は
ユ
ダ
ヤ
人

排
斥
で
あ
る
。
我
々
は
も
は
や
地
の
神
秘
主
義
、
風
土
の
浪
漫
主
義
に
立
ち
入
る
必
要
が
な
い
で
あ
ろ
う
。

三

我
々
は
現
代
の
浪
漫
主
義
の
第
二
の
特
徴
へ
移
ろ
う
。
そ
れ
は
創
造
の
哲
学
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
創
造



三
八
五

現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

の
哲
学
と
云
え
ば
今
日
誰
も
先
ず
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
想
い
起
す
。
そ
の
よ
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
影
響
は
広
く
、

特
に
こ
の
哲
学
は
現
代
の
浪
漫
主
義
と
深
く
交
渉
し
て
い
る
。
創
造
と
い
う
語
は
そ
れ
自
身
何
か
浪
漫
的
に
聞
こ

え
る
、
け
れ
ど
も
創
造
の
哲
学
が
一
般
に
浪
漫
主
義
で
あ
る
の
で
な
く
、
ま
た
私
の
考
え
で
は
浪
漫
的
な
創
造
の

哲
学
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
創
造
の
哲
学
が
今
日
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
創
造
の
哲
学
が
浪
漫
主
義
的
で
あ
る

の
は
、
そ
れ
が
自
然
哲
学
或
い
は
自
然
神
秘
説
と
結
合
し
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
が
内
在
論

的
立
場
に
立
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
と
り
わ
け
後
の
点
は
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
は
、
代
表
的
な
浪
漫
主
義
者
で
自
然
哲
学
者
で
あ
っ
た
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
と
種
々
の
点

で
類
似
し
て
お
り
、
一
時
彼
は
シ
ェ
リ
ン
グ
の
剽
窃
者
と
悪
口
さ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る

自
由
論
、
偶
然
論
は
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
『
習
慣
論
』、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
『
帰
納
法
の
基
礎
』、
ブ
ト
ル
ウ
の
『
自

然
法
則
の
偶
然
性
』
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
へ
と
連
続
的
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
自
然
哲
学
的
考
察

と
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
べ
く
、
そ
し
て
、
こ
の
系
列
の
初
め
に
あ
る
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
如
き
も

シ
ェ
リ
ン
グ
の
最
も
熱
心
な
崇
拝
者
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
創
造
的
進
化
の
哲
学
は
単
な
る
自
然

哲
学
で
な
く
て
、
同
時
に
意
識
哲
学
で
あ
り
、
寧
ろ
自
然
と
意
識
と
を
連
続
的
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
そ
の
浪
漫
的

色
彩
が
あ
る
。
こ
の
哲
学
は
単
に
そ
の
反
主
知
主
義
、
反
機
械
論
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
特
に
そ
の
時
間
論
に



三
八
六

お
い
て
浪
漫
的
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、生
命
の
創
造
的
過
程
そ
の
も
の
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
、
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
一
継

起
と
見
ら
れ
る
が
、
真
実
を
云
う
と
、
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
。
す

べ
て
は
相
互
に
融
合
し
て
進
展
す
る
。
然
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
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
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
同
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
得
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
就
い
て
過
去
に
類
似
せ
る

も
の
若
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
先
見
す
る
こ
と
が
で
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

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
す
べ
て
の
予
知
が
拒
ま
れ
て
い
る
。

我
々
は
無
限
の
流
動
、
時
間
に
対
す
る
感
覚
が
従
来
の
浪
漫
主
義
に
お
い
て
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の

抒
情
性
の
主
な
る
根
源
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。「
す
べ
て
の
方
法
は
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
リ
ズ
ム
を
支
配

す
る
こ
と
は
世
界
を
支
配
す
る
こ
と
で
あ
る
。
各
人
は
彼
の
個
性
的
な
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
。
代
数
は
詩
で
あ

る
。
リ
ズ
ム
の
感
覚
は
天
才
で
あ
る
。」
と
ノ
ヴ
ァ
ー
リ
ス
は
云
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
は
リ
ズ
ム
が
世
界
法
則
で

あ
っ
た
。「
真
の
詩
を
読
み
ま
た
聴
く
と
き
、
我
々
は
自
然
の
内
的
悟
性
が
動
い
て
い
る
の
を
感
じ
る
。
自
然
研

究
家
と
詩
人
と
は
同
一
の
言
葉
を
も
っ
て
い
る
。」
と
こ
ろ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
は

生
物
進
化
論
な
ど
と
結
び
付
い
て
客
観
的
に
見
え
る
に
拘
ら
ず
、
そ
の
本
質
は
、
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
な
ど
に

も
通
ず
る
内
面
性
の
哲
学
で
あ
る
。
創
造
的
進
化
の
面
目
に
真
に
接
し
得
る
場
面
は
我
々
の
内
面
生
活
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
客
観
的
な
実
践
は
生
の
周
辺
へ
押
し
や
ら
れ
て
直
観
も
し
く
は
知
的
同
感
が
そ
の
中
心
に
お
か
れ
、
か

く
し
て
実
践
よ
り
も
直
観
が
実
在
に
、
生
命
の
内
奥
に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
現
実
か
ら
の
退
却
の

重
要
な
一
歩
が
あ
る
。
生
命
は
創
造
的
な
も
の
、
飛
躍
的
な
も
の
と
し
て
何
等
か
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
に
し
て

も
、
そ
の
行
為
は
本
質
的
に
内
面
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
惟
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
よ
う
な
内
在
論
の
立

場
に
お
い
て
行
為
と
い
う
も
の
を
基
礎
付
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
行
為
を
真
に
基
礎
付
け
る
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こ
と
が
出
来
な
い
な
ら
ば
、
如
何
に
し
て
創
造
を
真
に
基
礎
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

は
「
真
の
経
験
論
が
真
の
形
而
上
学
で
あ
る
」
と
云
っ
て
い
る
。
彼
は
す
べ
て
出
来
合
い
の
概
念
で
物
を
考
え
る

こ
と
、
既
製
品
で
間
に
合
わ
す
こ
と
を
排
斥
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
の
身
に
合
っ
た
見
方
を
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
。

こ
の
よ
う
な
思
想
は
全
く
正
し
く
、
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
公
式
主
義
乃
至
形
式
論
に
向
っ
て
投
げ
掛
け
ら
る

べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
ペ
ギ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
関
す
る
評
論
の
中
で
、「
し
な
や
か
な
方
法
、
し
な
や
か

な
論
理
、
し
な
や
か
な
道
徳
は
、
最
も
目
が
詰
ん
で
い
る
か
ら
、
最
も
厳
し
い
。」
と
云
っ
た
言
葉
に
は
ま
こ
と

に
深
い
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
に
は
ま
た
浪
漫
的
非
現
実
性
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

も
争
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

も
と
よ
り
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
浪
漫
主
義
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
の
哲
学
は
伝
統
主
義
、
保
守
主
義
と
は
正
反
対
の
も
の
で
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
寧
ろ
新
し
い
自
由

主
義
や
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
種
々
な
る
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
家
族
、国
家
等
を
「
閉
じ
た
社
会
」

と
見
、
こ
れ
に
対
し
て
「
開
い
た
社
会
」
と
し
て
人
類
を
考
え
た
。
そ
し
て
閉
じ
た
も
の
を
ど
れ
ほ
ど
大
き
く
し

て
も
開
い
た
も
の
と
は
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
両
者
の
間
に
は
有
限
と
無
限
、
静
止
と
運
動
と
の
間
に
お
け
る
が
如
き

相
違
が
あ
り
、
こ
の
距
離
は
た
だ
飛
躍
に
よ
っ
て
の
み
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
云
っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
彼
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

の
い
う
人
類
も
し
く
は
開
い
た
社
会
の
概
念
に
は
神
秘
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、現
実
の
歴
史
の
原
理
と
な
り
難
い
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
歴
史
哲
学
が
な
い
。
彼
の
創
造
の
哲
学
が
社
会
的
行
動
の
原
理
に
適
用
さ
れ
た
と
き
、
ソ
レ
ル

の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
の
如
き
革
命
的
浪
漫
主
義
と
も
な
っ
た
が
、
然
る
に
そ
の
ソ
レ
ル
の
後
裔
の
一
人
と
し
て

ム
ッ
ソ
リ
ニ
も
出
て
来
た
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
創
造
を
説
く
に
も
拘
ら
ず
そ
の
内
的
本
質
に
お
い

て
行
為
の
哲
学
で
あ
る
よ
り
も
認
識
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
そ
こ
か
ら
ま
た
他
面
ベ
ル
グ
ソ
ニ

ズ
ム
が
現
実
逃
避
の
傾
向
を
取
る
と
い
う
こ
と
も
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
逃
避
的
傾
向
は
多
か
れ
少
な
か

れ
浪
漫
主
義
に
絶
え
ず
附
随
し
て
い
る
。
そ
の
浪
漫
的
な
自
然
の
概
念
に
よ
っ
て
社
会
の
革
新
の
た
め
に
戦
っ
た

ル
ソ
ー
は
同
時
に
「
孤
独
な
る
散
歩
者
の
夢
想
」
に
耽
る
内
向
的
自
我
主
義
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ル
ソ
ー

の
近
代
思
潮
に
と
っ
て
の
意
義
は
彼
が
不
安
の
諸
相
を
最
初
に
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
、
と
ラ
ヴ
リ
ン
は
云
っ
て

い
る
（【Janko Lavrin, 1887-1986

】
寮
金
吉
訳
『
ロ
マ
ン
主
義
心
情
』）。

四

今
や
我
々
は
第
三
の
点
に
到
達
し
た
。
我
々
は
先
ず
ラ
ヴ
リ
ン
の
言
葉
を
借
り
て
語
ろ
う
。「
根
拠
を
欠
け
る

不
安
は
、
経
済
界
が
混
乱
し
、
社
会
制
度
の
崩
壊
す
る
時
代
に
伴
う
必
然
的
な
現
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
安
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の
時
代
に
は
常
に
、
い
ず
れ
の
階
級
に
も
社
会
に
も
有
機
的
に
所
属
し
て
い
な
い
人
間
が
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々

は
、
実
生
活
の
激
し
い
闘
争
に
弱
く
て
堪
え
ら
れ
な
い
た
め
に
か
、
或
は
新
し
い
環
境
に
適
応
し
得
な
い
た
め
に

か
、
自
己
の
周
囲
の
情
勢
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
彼
等
の
趣
味
や
理
想
は
あ
ま
り
高
く
て
満
足
さ
れ
得

な
い
。
実
生
活
に
堪
え
ら
れ
な
い
と
か
、
環
境
に
適
応
し
得
な
い
と
か
の
場
合
で
は
、
大
抵
反
抗
す
る
こ
と
は
殆

ど
な
い
の
が
普
通
で
、
現
実
生
活
に
欠
け
た
部
分
を
み
た
す
た
め
に
、
何
か
空
想
的
な
、
感
情
的
な
代
用
物
を
求

め
、
そ
の
代
用
物
に
よ
っ
て
麻
酔
剤
と
か
美
し
い
白
昼
夢
に
耽
る
と
同
様
な
意
味
の
満
足
を
得
よ
う
と
す
る
。
然

し
自
己
の
趣
味
や
要
求
が
甚
だ
高
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
必
ず
し
も
弱
者
と
は
限
ら
な
い
。
寧
ろ
非
常
に
強
く

さ
え
あ
っ
て
、
た
だ
こ
の
場
合
、
強
さ
そ
れ
自
身
が
却
っ
て
最
大
の
危
険
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
と
い
う
わ
け
は
、

強
さ
が
現
実
生
活
に
適
当
な
疏
通
口
が
な
い
た
め
に
、
現
実
と
調
和
せ
ん
が
た
め
に
無
駄
な
探
求
に
勢
力
を
費
す

か
、
或
は
人
生
に
背
を
向
け
て
、
全
く
否
定
的
態
度
を
と
る
に
至
る
か
で
あ
る
。
も
し
環
境
が
違
っ
て
い
た
な
ら

ば
、
偉
大
な
構
成
力
と
も
な
る
べ
き
も
の
が
、
こ
の
場
合
自
己
の
不
安
に
関
し
て
、
大
胆
不
敵
な
挑
戦
的
態
度
を

と
る
か
、
復
讐
的
態
度
に
な
る
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
種
の
人
に
と
っ
て
は
、
唯
一
の
真
剣
な
生
活
は
、
失

望
の
強
さ
に
、
破
壊
的
狂
暴
の
激
し
さ
に
、
是
認
し
難
い
現
実
の
単
調
に
拮
抗
す
る
主
観
的
な
理
想
と
か
空
想
の

熱
烈
さ
に
お
い
て
の
み
可
能
な
こ
と
に
な
る
。
全
体
と
し
て
の
人
生
と
有
機
的
な
接
触
を
欠
く
た
め
に
自
己
自
身
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

の
上
に
還
っ
て
き
、
爾
余
の
世
界
と
自
我
の
価
値
と
を
対
立
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
自
我
は
更
に
膨
脹

し
て
、
所
謂
巨
人
的
と
な
り
、
超
人
的
次
元
に
ま
で
進
み
、
遂
に
は
現
実
生
活
は
甚
だ
低
劣
な
存
在
で
、
高
き
自

己
と
低
き
現
実
と
の
間
に
は
如
何
な
る
協
定
も
到
底
不
可
能
で
あ
る
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
る
。
か
く
の
如
く
に

し
て
、
自
己
の
根
拠
を
欠
き
不
安
な
る
こ
と
は
、
彼
が
自
己
を
偉
大
な
り
と
空
想
す
る
偉
大
さ
の
証
拠
に
な
る
と

自
身
に
は
見
え
て
来
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
場
合
の
自
我
主
義
は
、
自
己
の
自
我
が
や
が
て
は
木
端
微
塵
に
粉
砕

さ
れ
は
し
な
い
か
と
密
か
に
危
惧
す
る
者
の
そ
れ
で
あ
る
。」
浪
漫
主
義
の
社
会
的
根
拠
も
、
そ
の
階
級
的
即
ち

知
識
階
級
的
性
質
も
、
そ
れ
が
現
実
に
対
す
る
関
係
も
、
こ
の
文
章
に
よ
っ
て
よ
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。

我
々
は
浪
漫
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
と
い
う
語
の
意
味
を
少
し
拡
張
し
さ
え
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
心
的
現
象
を
一
括
す

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
従
っ
て
、「
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
主
観
性
の
最
初
の
、
最

も
抽
象
的
な
規
定
で
あ
る
」
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
自
身
は
自
己
に
性
格
的
な
浪
漫
主

義
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
苦
闘
し
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ロ
ニ
イ
は
ま
た
否
定
性
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は

無
限
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
此
の
も
し
く
は
彼
の
現
象
を
否
定
す
る
の
で
な
い
か
ら
。
そ
れ
は
絶
対
的
で
あ

る
、な
ぜ
な
ら
ア
イ
ロ
ニ
イ
が
そ
の
力
に
お
い
て
否
定
す
る
も
の
は
実
は
存
在
せ
ぬ
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。

ア
イ
ロ
ニ
イ
は
無
を
建
て
る
、
な
ぜ
な
ら
建
て
ら
る
べ
き
も
の
は
そ
の
背
後
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
た
ア
イ
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ロ
ニ
イ
に
お
い
て
主
観
は
消
極
的
に
自
由
で
あ
る
、
な
ぜ
な
ら
主
観
に
内
容
を
与
え
る
べ
き
現
実
は
そ
こ
に
な
い

の
で
あ
る
か
ら
。
主
観
は
与
え
ら
れ
た
現
実
が
そ
の
う
ち
に
主
観
を
縛
る
束
縛
か
ら
自
由
で
あ
る
。
主
観
は
消
極

的
に
自
由
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
浮
動
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
由
、
こ
の
よ
う
な
浮
動
が
人
々

に
或
る
感
激
を
与
え
る
、
な
ぜ
な
ら
彼
等
は
い
わ
ば
無
限
の
可
能
性
に
酔
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
か
く
の
如

く
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ア
イ
ロ
ニ
イ
の
概
念
を
説
明
し
て
い
る
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
の
浪
漫
的
ア
イ
ロ
ニ

イ
は
も
は
や
単
に
夢
想
的
で
な
く
、
虚
無
的
で
あ
り
、
従
っ
て
悲
劇
的
で
あ
る
こ
と
が
屡
々
で
あ
る
。
そ
れ
は
自

己
の
う
ち
に
お
け
る
可
能
性
を
虚
無
と
し
て
感
ず
る
。
こ
の
虚
無
は
ま
た
単
に
無
限
の
豊
富
さ
を
意
味
す
る
の
で

な
く
、
却
っ
て
同
時
に
自
己
の
生
の
根
本
的
な
窮
迫
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
浪
漫
主
義
は
主
観

主
義
と
し
て
の
み
で
な
く
、
ま
た
特
に
そ
の
否
定
性
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
虚
無
の

う
ち
に
は
創
造
へ
の
要
求
が
含
ま
れ
て
い
る
。
限
り
な
き
窮
迫
に
し
て
同
時
に
限
り
な
き
豊
富
さ
で
あ
る
と
こ
ろ

に
、
こ
の
虚
無
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
質
が
あ
る
。
浪
漫
主
義
が
こ
の
よ
う
な
虚
無
に
憑
か
れ
る
や
否
や
、
そ

の
ア
イ
ロ
ニ
イ
が
根
本
的
に
変
質
し
、
浪
漫
主
義
は
自
己
克
服
の
道
を
、
し
か
も
自
己
の
立
つ
原
理
の
内
部
で
、

辿
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
浪
漫
主
義
は
本
質
的
に
悲
劇
的
で
あ
る
。

さ
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
来
た
と
こ
ろ
を
顧
み
る
と
き
、
ニ
ー
チ
ェ
が
現
代
の
最
も
典
型
的
な
浪
漫
主
義
者
で
あ
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現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て

る
こ
と
を
我
々
は
容
易
に
知
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
自
然
神
秘
説
、
創
造
の
哲
学
、
浪
漫
的
ア
イ
ロ
ニ
イ
、
虚
無
主

義
、
等
々
の
諸
要
素
は
彼
に
お
い
て
極
め
て
独
特
な
、
し
か
し
ま
た
解
き
難
い
複
雑
さ
に
お
い
て
結
合
さ
れ
て
い

る
。
我
々
は
こ
こ
で
浪
漫
主
義
に
就
い
て
詳
細
に
批
評
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
浪
漫
的
な
も
の
が
人
間
の
本
性

の
う
ち
に
、
も
と
よ
り
そ
の
全
部
で
は
な
い
が
、
深
く
根
差
し
て
い
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
主

観
主
義
と
雖
も
全
く
虚
妄
な
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
主
観
性
な
く
し
て
人
間
は
な
く
、
内
的
世
界

が
ひ
と
つ
の
世
界
と
し
て
開
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
存
在
の
特
権
で
あ
る
と
す
ら
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

浪
漫
主
義
が
リ
ア
リ
ズ
ム
と
如
何
に
結
び
付
く
か
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
定
義
の
仕
方
に
よ
っ
て
変
っ
て
来
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
が
単
な
る
浪
漫
主
義
に
と
ど
ま
り
得
な
い
こ
と
は
、
右
の
説
述
の
仕
方
の
う
ち

に
簡
単
な
が
ら
示
さ
れ
て
来
た
こ
と
と
思
う
。
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て	

	

【1935.9

】

一

最
近
の
哲
学
の
著
し
い
特
徴
と
し
て
非
合
理
主
義
的
傾
向
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
傾
向
に

反
対
す
る
者
、
賛
同
す
る
者
、
共
に
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。『
唯
物
論
研
究
』
八
月
号
に
翻
訳
紹
介
さ
れ
た
「
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
哲
学
の
危
機
と
弁
証
法
的
唯
物
論
」
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
的
論
文
【1935.9

、
Ｍ
・
Ｋ
訳
】
は
、
反
対

者
の
立
場
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
観
念
論
の
最
近
の
段
階
に
一
般
的
特
質
と
し
て
非
合
理
主
義
を
摘
発
し
、

か
か
る
非
合
理
主
義
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
の
闘
争
に
お
い
て
自
己
の
世
界
観
に
お
け
る

合
理
的
認
識
の
最
後
の
残
滓
を
も
清
算
す
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
現
す
も
の
で
あ
る
と
批
評
し

て
い
る
。
一
切
の
形
態
の
思
考
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
の
支
配
に
と
っ
て
危
険
な
も
の
、
資
本
家
の
利
益
と
矛
盾
す

る
も
の
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
叡
智
、
理
性
、
合
理
的
認
識
に
対
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
哲
学
者
の
熱
烈
な
抗
議
が
生
じ
、

こ
れ
ら
の
も
の
は
駆
逐
さ
れ
追
放
さ
れ
て
、
神
秘
的
に
理
解
さ
れ
た
生
、
意
志
、
直
観
の
原
理
に
よ
っ
て
―
―
一

口
で
云
え
ば
非
合
理
主
義
に
よ
っ
て
代
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
見
方
に
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

対
し
て
、
他
の
立
場
の
人
々
は
、
合
理
主
義
こ
そ
却
っ
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
社
会
の
成
立

を
規
定
し
た
啓
蒙
思
潮
（
ア
ウ
フ
ク
レ
ー
ル
ン
グ
）
は
合
理
主
義
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
合
理
主
義
の
克
服

は
新
時
代
の
哲
学
の
任
務
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
主
と
し
て
、
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
に

限
ら
ず
広
く
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
以
前
か
ら
唱
え
ら
れ
て
来
た
、
い
わ
ば
特
殊
的
、
ド
イ
ツ
的
見
解
と
も

称
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
圧
倒
的
な
影
響
の
も
と
に
我
が
国
の
哲
学
研
究
者
の
間
で
も
屡
々
無

雑
作
に
継
承
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

合
理
主
義
非
合
理
主
義
と
云
っ
て
も
種
々
の
意
味
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
問
題
は
古
来
哲
学
上
の
大
問
題
で
あ
っ

て
、
固
よ
り
簡
単
に
片
付
け
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
然
し
こ
こ
で
一
般
論
が
私
の
問
題
で
あ
る
の
で
な
い
。
私
は
た

だ
こ
の
問
題
に
関
聯
す
る
二
三
の
点
に
つ
い
て
感
想
風
に
述
べ
よ
う
と
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
右
に
挙
げ
た
マ
ル
ク

ス
主
義
者
の
論
文
に
お
い
て
は
、
問
題
が
あ
ま
り
に
単
純
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
丁
度
、
嘗
て
リ
ッ
カ
ー
ト

が
彼
の
論
理
主
義
の
立
場
か
ら
広
い
意
味
で
の
「
生
の
哲
学
」
の
直
観
主
義
、
非
合
理
主
義
を
批
評
し
た
場
合
を

想
い
起
さ
せ
る
よ
う
な
単
純
化
が
見
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
最
近
の
哲
学
に
現
れ
た
非
合
理
主
義
的
傾
向
の
う
ち
に

末
期
的
徴
候
を
有
す
る
も
の
が
多
く
存
在
す
る
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
そ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
が
抗
争
す

る
こ
と
は
全
く
正
当
で
あ
る
。
然
ら
ば
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
合
理
主
義
か
と
云
え
ば
、
合
理
主
義
で
あ
る
と
単
純
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に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
中
河
与
一
氏
ら
の
偶
然
論
に
関
す
る
論
議
に
お
い
て
も
、
マ
ル

ク
ス
主
義
者
は
偶
然
を
絶
対
に
認
め
な
い
の
で
な
く
、
寧
ろ
偶
然
と
必
然
と
の
弁
証
法
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
既
に
非
合
理
的
な
も
の
に
或
る
位
置
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
他
方
ま
た
、
合
理
主
義
は
過

去
の
哲
学
で
あ
り
、
非
合
理
主
義
こ
そ
新
し
い
哲
学
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
特
殊
的
・
ド
イ
ツ
的
見

解
に
も
我
々
は
無
雑
作
に
同
意
し
得
な
い
。
ド
イ
ツ
哲
学
は
伝
統
的
に
非
合
理
主
義
的
色
彩
が
濃
厚
で
あ
っ
て
、

ニ
ー
チ
ェ
の
如
き
も
、
あ
ら
ゆ
る
ド
イ
ツ
的
哲
学
は
浪
漫
主
義
的
で
あ
る
と
云
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
哲
学

の
長
所
は
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
同
時
に
こ
の
よ
う
な
一
般
的
性
格
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
欠
陥
を
取
り
込
ま

な
い
よ
う
に
注
意
す
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
ド
イ
ツ
的
な
日
本
の
哲
学
の
現
状
に
お
い
て
特
に
大
切
で
あ
る
と
思

う
。い

っ
た
い
哲
学
が
非
合
理
主
義
的
で
あ
る
こ
と
は
或
る
意
味
で
は
哲
学
の
自
殺
で
あ
る
。
哲
学
に
し
て
苟
も
学

で
あ
る
限
り
、
論
理
的
思
惟
を
放
棄
し
得
な
い
筈
で
あ
る
。
何
等
か
の
非
合
理
的
な
も
の
を
認
め
る
に
し
て
も
、

哲
学
は
そ
れ
を
論
理
的
な
仕
方
で
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
哲
学
は
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
や

め
て
、
芸
術
か
宗
教
か
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
た
だ
論
理
に
も
形
式
論
理
と
弁
証
法
と
い
う
よ
う
な
区

別
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
合
理
性
の
考
え
方
に
も
相
違
が
あ
る
。
も
し
合
理
性
の
規
準
と
し
て
形
式
論
理
乃
至
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

ヘ
ー
ゲ
ル
の
い
わ
ゆ
る
悟
性
の
立
場
し
か
認
め
な
い
と
す
れ
ば
、
弁
証
法
も
形
而
上
学
だ
と
非
難
さ
れ
、
マ
ル
ク

ス
主
義
の
如
き
も
非
合
理
主
義
だ
と
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
合
理
主
義
的
で
あ
っ
た
の

は
寧
ろ
あ
の
啓
蒙
時
代
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
今
日
か
よ
う
な
意
味
の
合
理
主
義
が
排
斥
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ

れ
る
と
す
れ
ば
、
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
明
快
に
叙
述
し
た
如
く
、
市
民
社
会

の
原
理
は
簿
記
に
現
れ
て
い
る
よ
う
な
合
理
性
で
あ
る
。
自
由
主
義
の
思
想
が
か
か
る
意
味
に
お
け
る
合
理
主
義

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
過
去
の
も
の
に
属
す
る
と
云
わ
れ
て
も
致
方
が
な
か
ろ
う
。
哲
学
は
論
理
を

放
棄
し
得
な
い
が
、
そ
の
論
理
は
飽
く
ま
で
具
体
的
な
存
在
に
適
応
し
た
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
弁
証
法
は

形
式
論
理
に
対
し
て
こ
の
よ
う
に
具
体
的
な
論
理
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
新
し
い
合
理
性
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ヘ

ー
ゲ
ル
的
に
云
え
ば
、
悟
性
の
立
場
よ
り
も
高
次
の
理
性
の
立
場
に
お
け
る
合
理
性
で
あ
る
。
徹
底
し
た
論
理
主

義
者
は
、
思
惟
の
内
容
そ
の
も
の
も
思
惟
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
と
考
え
る
。
も
し
こ
れ
が
合
理
主
義
の
典
型
で

あ
る
な
ら
ば
、
合
理
主
義
は
観
念
論
に
ほ
か
な
ら
ず
、
唯
物
論
は
ま
さ
に
そ
れ
と
は
正
反
対
の
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
思
惟
よ
り
も
存
在
、
自
然
、
物
質
を
根
源
的
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
唯
物
論
は
あ
る
。
そ
の
限
り
に

お
い
て
は
、
唯
物
論
も
合
理
主
義
に
主
要
な
制
限
を
お
く
も
の
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
る
に
、
こ
の
存
在
が

飽
く
ま
で
合
理
的
な
仕
方
で
認
識
さ
れ
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
見
解
の
相
違
に
従
っ
て
合
理
主
義
非
合
理
主
義
を
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区
別
す
る
場
合
、
マ
ル
ク
ス
主
義
は
合
理
主
義
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
既
に
思
惟
の
外
に

存
在
を
考
え
る
以
上
、
認
識
に
と
っ
て
感
覚
の
如
き
直
観
的
原
理
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
、
重
要
な
も
の
と
な
る
故

に
、
こ
の
点
に
お
い
て
も
唯
物
論
は
決
し
て
単
純
に
合
理
主
義
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

合
理
主
義
に
対
す
る
非
合
理
主
義
は
直
観
主
義
と
規
定
さ
れ
、
直
観
主
義
が
最
近
の
科
学
の
特
徴
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
る
。
思
惟
と
直
観
と
の
関
係
も
簡
単
に
論
じ
難
い
が
、
両
者
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
が
如
き
は
弁
証
法

的
な
見
方
と
は
云
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
思
惟
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
直
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
ま
た

真
の
直
観
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
思
惟
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
弁
証
法
が
悟
性
の
立
場
よ
り
も
高
次
の
立
場
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
思
惟
と
直
観
と
の
統
一
の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
く
、
こ
の

よ
う
な
思
惟
が
実
は
現
実
的
な
思
惟
で
あ
る
。
従
っ
て
ニ
コ
ラ
イ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
な
ど
が
弁
証
法
の
直
観
的
性
質

に
つ
い
て
語
る
の
も
全
く
間
違
っ
て
い
る
の
で
な
い
が
、
さ
ら
ば
と
て
弁
証
法
が
非
合
理
主
義
、
単
な
る
直
観
主

義
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
。
多
く
の
非
合
理
主
義
は
却
っ
て
思
惟
と
直
観
と
を
抽
象
的
に

分
離
し
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
両
者
を
抽
象
的
に
分
離
す
れ
ば
、
思
惟
の
能
力
が
極
め
て
局
限
さ

れ
た
も
の
に
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
一
般
的
に
見
て
、
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
い
て
は
、
悟
性
と
云
い
理
性
と
云
っ

て
も
、
し
な
や
か
さ
を
持
た
ず
、
型
に
嵌
り
框
に
這
入
っ
た
形
式
的
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

然
る
に
主
知
主
義
と
云
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
、
思
惟
そ
の
も
の
に
も
っ
と
直
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ

っ
た
。
主
知
的
な
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
ま
た
極
め
て
直
観
的
な
哲
学
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
的
な
思
惟
や
直
観
は
ド

イ
ツ
哲
学
に
お
い
て
よ
り
も
却
っ
て
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。
あ
れ
ほ
ど
科
学
と
い
う
こ
と

を
や
か
ま
し
く
云
い
、
科
学
的
と
い
う
こ
と
を
誇
に
し
て
来
た
ド
イ
ツ
人
が
今
日
非
合
理
主
義
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム

の
下
に
あ
る
の
は
、
社
会
的
政
治
的
事
情
は
別
に
し
て
、
そ
の
思
惟
が
し
な
や
か
さ
を
持
た
ぬ
形
式
的
な
も
の
で

あ
っ
た
欠
陥
を
如
実
に
示
し
て
い
る
と
も
理
解
で
き
る
。
ペ
ギ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
論
の
中
で
書
い
て
い
る
よ
う
に
、

し
な
や
か
な
思
惟
ほ
ど
厳
し
い
思
惟
は
な
く
、
し
な
や
か
な
倫
理
ほ
ど
厳
し
い
倫
理
は
な
い
の
で
あ
る
。
弁
証
法

は
具
体
的
な
思
惟
と
し
て
し
な
や
か
な
思
惟
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
そ
れ
か
ら
若
干
の
法
則
を

抽
象
し
て
来
る
こ
と
は
で
き
る
。
然
し
そ
れ
が
現
実
的
に
如
何
に
弾
力
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
は
、
レ

ー
ニ
ン
が
実
践
的
諸
問
題
を
論
じ
た
論
文
に
つ
い
て
見
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
公
式
主
義
は
弁
証
法
と
は
反
対
の

も
の
で
あ
る
。
公
式
主
義
即
ち
合
理
主
義
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
に
は
デ
カ
ル
ト
以
来
合
理
主
義
乃
至
主
知
主
義
の
根
強
い
伝
統
が
あ
る
。
然
る
に
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に

お
け
る
知
性
、
悟
性
、
思
惟
と
い
う
も
の
に
は
直
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
そ
の
直
観
と
い
う
も
の
に
も
極

め
て
知
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
直
観
主
義
と
称
せ
ら
れ
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
ド
イ
ツ
流
の
生
の
哲
学
と
を
比
較
し
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て
み
て
も
、
如
何
に
前
者
が
後
者
に
比
し
て
主
知
的
で
あ
る
か
が
分
る
こ
と
で
あ
る
。
実
証
科
学
と
密
接
な
関
係

を
有
す
る
こ
と
も
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
一
特
徴
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
科
学
的
哲
学
と
呼
ば
る
べ
き
は
、
哲
学
の

科
学
性
に
つ
い
て
あ
の
よ
う
に
沢
山
の
論
文
を
産
出
し
た
ド
イ
ツ
哲
学
で
あ
る
よ
り
も
フ
ラ
ン
ス
哲
学
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
で
も
、
彼
が
科
学
、
特
に
生
物
学
、
生
理
学
、
病
理
学
の
豊
富
な
知
識
を
有
す
る
の
は
周
知

の
こ
と
で
、『
物
質
と
記
憶
』
の
準
備
を
し
た
と
き
、
彼
は
失
語
症
に
関
す
る
医
学
的
文
献
を
五
ケ
年
間
研
究
し

た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
以
後
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
彼
ほ
ど
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
は
な
い
と
云

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
学
生
が
実
証
科
学
を
軽
蔑
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
或
る
教
師
の
報
告

を
ビ
ネ
が
発
表
し
た
と
き
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
自
分
は
科
学
が
形
而
上
学
に
従
属
的
で
あ
る
な
ど
と
嘗
て
考
え
た

こ
と
も
、
教
え
た
こ
と
も
、
書
い
た
こ
と
も
な
い
、
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
得
る
一
行
で
も
、
一
語
で
も
、
自
分
が

書
い
た
も
の
の
う
ち
に
あ
れ
ば
見
せ
て
く
れ
る
が
よ
い
、
と
激
し
い
口
調
で
答
え
た
。
幾
何
学
や
物
理
学
も
絶
対

者
に
達
す
る
、
た
だ
物
理
的
科
学
は
生
命
や
意
識
の
問
題
を
取
扱
う
と
き
相
対
的
に
な
る
、
然
し
こ
こ
で
も
な
お
、

そ
れ
は
正
当
性
を
維
持
す
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
そ
の
場
合
形
而
上
学
と
い
う
他
の
種
類
の
研
究
に
よ
っ
て
補
わ

れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
、
と
彼
は
述
べ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
す
ら
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
最
近
の
ド
イ
ツ
の
反
科

学
主
義
、
反
技
術
主
義
、
非
合
理
主
義
の
哲
学
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
社
会
的
政
治
的
事
情
の
相
違
に
よ
る
こ
と
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

も
勿
論
だ
が
、
そ
の
哲
学
的
伝
統
と
も
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
私
が
こ
の
こ
と
を
特
別
に
述
べ
る
の
は
、
今

日
ド
イ
ツ
哲
学
に
お
い
て
非
合
理
主
義
的
傾
向
が
益
々
著
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
機
会
に
、
日
本
の
哲
学
も
従
来
の

ド
イ
ツ
依
存
の
傾
向
に
つ
い
て
反
省
し
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
へ
注
意
を
向
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
考
え
る
か
ら
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

尤
も
、
ど
の
よ
う
に
科
学
に
対
す
る
関
心
を
示
そ
う
と
も
、
そ
れ
を
理
解
す
る
哲
学
的
立
場
が
観
念
論
的
、
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
要
す
る
に
無
意
味
で
あ
る
と
唯
物
論
者
は
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
自
由
主
義

者
は
、
科
学
や
哲
学
を
つ
ね
に
そ
の
よ
う
に
階
級
性
の
見
地
か
ら
観
察
す
る
こ
と
は
一
の
非
合
理
主
義
に
過
ぎ
ぬ

と
云
う
で
あ
ろ
う
。
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
唯
物
論
者
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
階
級
性
そ
の
も
の
を
科
学
的
な

合
理
的
な
仕
方
で
証
明
し
得
る
と
信
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
他
方
、
少
な
く
と
も
現
在
の
状
態
に

お
い
て
は
、
唯
物
論
者
と
雖
も
、
自
然
科
学
そ
の
他
の
方
面
で
は
い
わ
ゆ
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
科
学
者
の
研
究
成
果
に

多
く
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
事
実
で
あ
る
よ
う
に
、
哲
学
の
方
面
で
も
な
お
多
く
の
も
の
を
ブ
ル
ジ
ョ

ワ
哲
学
者
か
ら
学
ぶ
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蓋
し
哲
学
と
雖
も
、
単
に
い
わ
ゆ
る
「
世
界
観
」
で
あ
る
の
で
な

く
、
ま
た
「
科
学
」
で
あ
る
。
そ
の
世
界
観
的
な
も
の
に
お
い
て
同
意
し
難
い
場
合
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
科
学
的

内
容
に
お
い
て
は
学
ぶ
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
ク
ラ
ー
ゲ
ス
が
ニ
ー
チ
ェ
研
究
の
中
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で
、
骨
の
な
い
一
般
性
を
も
っ
て
織
物
を
織
る
こ
と
は
哲
学
的
俗
人
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
反
対
に
発
見
的

な
頭
脳
は
つ
ね
に
、
彼
が
出
る
の
を
待
っ
て
い
た
よ
う
な
少
数
の
、
寧
ろ
根
本
に
於
て
は
唯
一
つ
の
特
殊
問
題
の

研
究
に
身
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
で
は
哲
学
者
も
科
学
者
と
同
じ
く
特
殊
研
究
家
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
こ
と
に
は
真
理
が
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
云
え
ば
、「
予
定
調
和
」と
い
う
合
言
葉
で
知
ら
れ
て
い
る
、

だ
が
こ
の
教
説
を
除
い
て
も
、
無
限
概
念
に
つ
い
て
の
彼
の
深
い
思
索
に
は
永
続
的
価
値
が
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
と

云
え
ば
、「
権
力
意
志
」
と
い
う
合
言
葉
で
通
っ
て
い
る
、
然
し
こ
の
教
義
を
離
れ
て
も
、
歴
史
的
人
類
の
あ
ら

ゆ
る
自
己
欺
瞞
の
仮
面
を
剥
ぐ
技
術
家
と
し
て
の
ニ
ー
チ
ェ
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
今
一
律
に
非
合
理
主
義
と

貼
札
さ
れ
て
い
る
哲
学
の
う
ち
に
も
種
々
の
発
見
を
含
む
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
識
別
し
判
断
し
て
、

将
来
の
哲
学
の
た
め
に
役
立
て
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
。
そ
れ
が
学
問
研
究
に
お
け
る
合
理
主
義
で
あ
る
。
学
問

の
問
題
を
標
語
や
貼
札
で
片
付
け
よ
う
と
す
る
の
は
政
治
主
義
の
陥
り
易
い
非
合
理
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の

よ
う
な
非
合
理
主
義
が
現
在
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
お
い
て
圧
倒
的
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
フ
ァ
ッ
シ
ス

ト
は
「
文
化
闘
争
」
の
名
の
も
と
に
、
あ
ら
ゆ
る
非
文
化
的
な
、
非
合
理
的
な
こ
と
を
行
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

固
よ
り
我
々
は
合
理
主
義
と
い
う
も
の
を
近
代
自
由
主
義
と
同
様
に
解
す
る
も
の
で
な
い
。
抽
象
的
な
形
式
論

理
に
具
体
的
な
弁
証
法
が
代
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
合
理
性
の
基
準
と
さ
れ
る
ロ
ゴ
ス
そ
の
も
の
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

を
普
通
に
い
う
論
理
の
意
味
よ
り
も
広
く
理
解
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
ロ
ゴ
ス
を
単
に
固
有
な
意

味
に
お
け
る
ロ
ジ
ッ
ク
（
論
理
学
）
の
ロ
ゴ
ス
に
限
ら
ず
、
ま
た
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
（
文
献
学
）
の
ロ
ゴ
ス
に
、
レ

ト
リ
ッ
ク
（
修
辞
学
）
の
ロ
ゴ
ス
に
等
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
社
会
的
存
在
が
哲
学
の
最
も

重
要
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
今
日
、
特
に
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
ロ
ゴ
ス
は
、
も
し
論
理
と
い
う
語
を
広
く
解
す

る
な
ら
ば
、
論
理
は
文
献
学
や
修
辞
学
の
う
ち
に
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
ロ
ゴ
ス
（
言
語
、

思
考
）
の
現
象
を
包
括
的
に
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
具
体
的
な
論
理
と
云
わ
れ
る
弁
証
法
の
本
質
も
明
ら
か

に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
文
献
学
の
ロ
ゴ
ス
は
現
代
哲
学
に
お
い
て
「
解
釈
学
」（
ヘ
ル
メ
ノ
イ
テ
ィ
ク
）
と
し

て
取
り
出
さ
れ
る
に
至
っ
た
が
、
こ
の
解
釈
学
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
世
界
観
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
ま
ま
受
け
取
る

こ
と
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
う
ち
に
は
な
お
歴
史
的
社
会
的
存
在
の
論
理
に
と
っ
て
貴
重
な
も
の
が
含
ま

れ
て
い
る
。
然
し
ま
た
我
々
は
文
献
学
主
義
と
い
う
が
如
き
も
の
に
陥
っ
て
は
な
ら
な
い
。
レ
ト
リ
ッ
ク
に
し
て

も
単
に
言
葉
の
美
化
の
術
で
な
く
、
人
間
存
在
の
社
会
性
に
基
づ
く
思
考
の
本
質
的
な
仕
方
を
現
し
て
い
る
。
ロ

ゴ
ス
の
広
汎
な
現
象
を
捉
え
、
そ
の
相
互
照
明
も
し
く
は
相
互
批
判
を
通
じ
て
、
従
来
の
論
理
学
の
型
を
越
え
た

新
し
い
ロ
ゴ
ス
学
を
組
織
す
る
こ
と
は
、
歴
史
的
社
会
的
存
在
の
認
識
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
な
い
か
と
考
え

る
。
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現
代
の
非
合
理
主
義
を
集
中
的
に
表
現
し
て
い
る
の
は
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
で
あ
る
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
論
理
が
あ

る
か
と
云
え
ば
、
そ
の
論
理
と
し
て
と
も
か
く
挙
げ
ら
れ
得
る
の
は
全
体
性
の
論
理
く
ら
い
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
全
体
性
の
論
理
に
し
て
も
固
よ
り
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
自
身
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
も
の
で
な
い
。
然
る
に
全
体

と
云
っ
て
も
実
際
に
は
種
々
の
も
の
が
考
え
ら
れ
、
従
っ
て
全
体
性
の
論
理
は
カ
ト
リ
ッ
ク
的
世
界
主
義
の
論
理

と
も
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
体
性
の
論
理
と
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
の
国
民
主
義
と
の
結
合
は
、
そ
れ
故
に
、
た
だ
自

然
神
秘
説
も
し
く
は
生
物
学
的
非
合
理
主
義
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
性
の
論
理
か
ら
生
物
学

的
非
合
理
主
義
へ
の
推
移
は
、
全
体
性
の
論
理
が
有
機
体
説
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
。
血
や
人

種
に
関
す
る
生
物
学
が
哲
学
的
学
科
と
な
り
、
し
か
も
か
か
る
生
理
学
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
は
つ
ね
に
神

秘
化
さ
れ
て
い
る
。
自
然
神
秘
説
は
思
想
史
の
示
す
よ
う
に
、
浪
漫
主
義
と
結
び
付
き
、
こ
の
も
の
の
重
要
な
根

源
で
あ
る
。
そ
し
て
国
民
の
歴
史
に
お
い
て
も
自
然
的
な
も
の
、
原
生
的
な
も
の
ほ
ど
価
値
が
あ
る
か
の
如
く
見

ら
れ
、
復
古
主
義
、
伝
統
主
義
、
等
々
が
従
っ
て
来
る
。
ま
た
「
精
神
」（
ガ
イ
ス
ト
）
よ
り
も
「
心
」（
ゼ
ー
レ
）

が
、自
然
と
融
合
的
な
こ
の
原
理
が
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
凡
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
相
互
に
関
聯
し
た
こ
と
で
あ
る
。
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

各
々
の
国
民
及
び
そ
の
文
化
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
な
性
格
を
有
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
性
格
的
な
も
の

が
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
で
き
な
い
。
人
と
人
と
の
結
合
の
基
礎
に

は
つ
ね
に
ゼ
ー
レ
的
な
も
の
、
情
意
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
文
化
に
し
て
も
、
新
カ
ン
ト
派
の
文
化

哲
学
に
お
い
て
い
う
文
化
価
値
の
如
き
合
理
的
な
も
の
か
ら
の
み
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
う
ち
に
は
何

等
か
ゼ
ー
レ
的
意
味
が
あ
る
。
最
近
の
非
合
理
主
義
の
哲
学
が
特
に
そ
の
表
現
理
論
を
通
じ
て
こ
の
よ
う
な
点
を

明
ら
か
に
し
た
限
り
、
そ
れ
は
正
し
い
。
一
般
に
そ
れ
は
表
現
理
論
へ
の
寄
与
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
も
の
を
も

っ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
国
民
形
成
の
自
然
的
条
件
の
み
を
見
て
社
会
的
条
件
を
無
視
す
る
と
き
、
ゼ

ー
レ
（
心
）
と
ガ
イ
ス
ト
（
精
神
）
と
を
抽
象
的
に
対
立
さ
せ
、
そ
し
て
ガ
イ
ス
ト
を
敵
視
し
て
反
科
学
主
義
、

反
技
術
主
義
を
唱
え
る
と
き
、
そ
れ
は
誤
謬
と
反
動
と
に
陥
る
。
国
民
も
一
の
歴
史
的
範
疇
で
あ
り
、
国
民
性
に

し
て
も
決
し
て
不
変
の
も
の
で
な
い
。
最
近
に
お
け
る
国
民
主
義
の
強
調
そ
の
も
の
が
既
に
社
会
的
条
件
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
現
代
社
会
の
行
詰
り
は
、
科
学
や
技
術
の
発
達
の
結
果
で
は
な
く
、
寧
ろ
反
対
に
科
学
や

技
術
の
健
全
な
発
達
を
も
阻
害
し
て
い
る
こ
の
社
会
の
現
実
の
組
織
に
そ
の
原
因
を
有
す
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
、

最
近
の
非
合
理
主
義
の
哲
学
は
資
本
主
義
社
会
の
社
会
的
危
機
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
表
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
見

る
こ
と
に
も
、
正
当
な
理
由
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
ま
た
上
に
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
徴
と
し
て
述
べ
た
も
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の
に
し
て
も
、
社
会
的
情
勢
が
変
っ
て
来
れ
ば
、
十
分
変
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
的
に
云
っ
て
も
、
ガ
イ
ス

ト
と
ゼ
ー
レ
、
或
は
寧
ろ
私
の
い
う
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
習
慣

は
い
わ
ゆ
る
「
第
二
の
自
然
」
と
し
て
或
る
自
然
的
な
も
の
、必
然
的
な
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
メ
ー
ヌ
・
ド
・

ビ
ラ
ン
を
始
め
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
が
明
ら
か
に
し
た
如
く
、
習
慣
は
我
々
の
道
徳
、
芸
術
、
思
惟
の
う
ち
に
も

深
く
喰
い
入
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
石
は
千
度
繰
り
返
し
て
同
じ
方
向
に
同
じ
速
度
で
投
げ
ら
れ
て
も
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
習
慣
を
作
ら
な
い
。
即
ち
単
に
必
然
的
な
も
の
は
習
慣
を
作
ら
な
い
。
自
由
な
も
の
に
し
て
初
め
て

習
慣
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、習
慣
を
作
り
得
る
も
の
は
ま
た
習
慣
を
破
り
得
る
も
の
で
あ
る
。

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
言
わ
れ
る
も
の
も
同
様
で
あ
る
。
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
単
に
合
理
的
な
も
の
で
な
く
、

そ
れ
を
支
え
て
い
る
の
は
何
等
か
ゼ
ー
レ
的
な
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
知
的
産
物

で
あ
る
。
人
間
が
単
に
本
能
的
で
あ
っ
て
知
性
を
有
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
作
ら
れ
な
い
、

本
能
か
ら
解
放
さ
れ
、
知
性
の
自
由
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
は
そ
れ
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
然
る
に
知

性
は
ま
た
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
対
し
て
批
判
的
に
な
り
、
絶
え
ず
そ
れ
を
破
壊
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
か
ら
察
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
人
間
文
化
の
う
ち
に
お
い
て
伝
統
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
は
亦
認
め

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
し
て
も
、
破
壊
さ
れ
得
な
い
伝
統
は
ま
た
伝
統
で
す
ら
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

非
合
理
主
義
は
知
性
よ
り
も
感
情
や
意
志
に
優
位
を
認
め
る
。
と
こ
ろ
が
実
を
云
え
ば
、
知
情
意
を
抽
象
的
に

分
離
し
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
屡
々
非
合
理
主
義
に
動
機
を
与
え
て
い
る
。
カ
ン
ト
の
如
き
も
テ
ー
テ
ン
ス
の
心
理

学
か
ら
知
情
意
の
三
分
法
を
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
に
従
っ
て
彼
の
体
系
を
理
論
哲
学
、
芸
術
哲
学
、
道
徳
哲
学
の
三

部
門
に
分
類
し
た
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、か
く
の
如
き
三
分
法
は
今
日
な
お
意
識
的
無
意
識
的
に
哲
学
を
支
配
し
、

そ
こ
か
ら
知
情
意
を
抽
象
的
に
分
離
す
る
こ
と
が
生
じ
て
い
る
。
然
し
な
が
ら
、
道
徳
と
云
っ
て
も
単
に
意
志
的

な
も
の
で
な
く
、
芸
術
と
云
っ
て
も
単
に
感
情
的
な
も
の
で
な
い
。
知
情
意
の
三
分
法
に
類
す
る
哲
学
的
心
理
学

が
先
ず
重
要
な
訂
正
を
受
く
べ
き
場
合
で
あ
る
。
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
は
、
我
々
の
見
解
に
依
れ
ば
、
ロ
ゴ
ス

的
意
識
と
パ
ト
ス
的
意
識
と
か
ら
隈
な
く
弁
証
法
的
に
結
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
芸
術
的
直
観
そ
の
も
の
に
も

知
的
な
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
ア
ラ
ン
な
ど
の
力
説
し
て
い
る
よ
う
に
技
術
、
こ
の
知
的
な
も
の
を

除
い
て
芸
術
は
な
く
、
美
も
存
し
な
い
。
人
間
的
発
見
の
最
高
の
法
則
は
働
く
こ
と
に
お
い
て
の
ほ
か
人
間
は
発

見
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
職
工
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
天
才
は
作
品
に
お
い
て
し
か
知
ら
れ
な
い
。

芸
術
に
は
物
質
の
抵
抗
を
精
神
に
よ
っ
て
越
え
る
た
め
の
努
力
、
厳
密
な
技
術
的
規
則
が
要
求
さ
れ
る
。
思
想
に

お
い
て
ば
か
り
で
な
く
、
道
徳
に
お
い
て
す
ら
技
術
が
必
要
で
あ
ろ
う
。「
思
想
は
均
衡
と
澄
明
で
あ
る
。
真
は

合
理
的
で
あ
る
。
美
は
合
理
的
で
あ
る
。
凡
て
の
も
の
に
お
い
て
、
美
と
真
と
は
良
識
の
閃
め
き
で
あ
る
。」
と
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ア
ラ
ン
は
書
い
て
い
る
。
良
識
と
は
抽
象
的
な
知
性
で
な
く
、
直
観
的
な
、
行
為
的
な
も
の
で
あ
る
。

我
が
国
の
国
民
主
義
も
理
知
と
合
理
性
と
を
蔑
視
す
る
こ
と
に
お
い
て
外
国
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
と
異
な
ら
な
い

が
、
た
だ
そ
れ
が
日
本
精
神
乃
至
日
本
国
民
性
の
絶
対
的
特
殊
性
の
名
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。
合
理
主
義
は
物
質
文
明
の
西
洋
の
も
の
で
あ
っ
て
、
一
切
の
西
洋
的
な
も
の
と
共
に
排
斥
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
国
民
文
化
の
伝
統
の
う
ち
に
固
有
な
意
味
で
の
科
学
並
び
に
科
学
的
哲
学
を

有
し
な
か
っ
た
過
去
の
日
本
人
が
、
西
洋
的
な
意
味
に
お
け
る
合
理
主
義
を
有
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
事
実

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
た
め
に
非
合
理
主
義
が
国
民
的
特
殊
性
と
し
て
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
っ
た
い

合
理
主
義
の
存
し
な
い
と
こ
ろ
に
固
有
な
意
味
に
お
け
る
非
合
理
主
義
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
合
理
追
求
の
烈

し
さ
の
な
い
と
こ
ろ
に
非
合
理
主
義
が
生
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
寧
ろ
「
実
際
的
」
と
い
う
こ
と
が
日
本
人
の

か
な
り
重
要
な
特
徴
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
実
際
的
と
い
う
こ
と
は
非
合
理
主
義
と

同
じ
で
な
く
、
却
っ
て
或
る
意
味
で
は
徹
底
し
た
合
理
主
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
最
近
の
非
合
理
主
義
的
な
国
民
主

義
の
如
き
は
日
本
精
神
の
伝
統
に
反
す
る
と
も
云
い
得
る
の
で
、
寧
ろ
西
洋
的
な
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
も
当
然
の

こ
と
で
、
今
日
の
日
本
の
社
会
が
西
洋
化
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
国
民
精
神
と
云
っ
て
も
不
変
の
も

の
で
な
く
、
社
会
的
条
件
の
変
化
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
の
存
す
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
実
際
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

性
は
日
常
性
と
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
日
常
性
の
尊
重
と
い
う
こ
と
は
東
洋
的
な
思
想
の
一
特
徴
で
あ
る
と
見

ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
一
方
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
、
他
方
自
然
と
歴
史
と
い
う
風
に
対

置
さ
れ
る
よ
う
に
、
日
常
性
と
実
際
性
の
思
想
の
根
柢
に
は
特
殊
な
自
然
の
思
想
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
特
殊
な
合

理
主
義
も
出
て
来
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
日
常
性
は
単
に
合
理
的
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
で
な

い
。
例
え
ば
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
日
常
性
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
が
、
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
は
ま
た
人

間
の
作
る
物
の
う
ち
最
も
肆
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
挨
拶
す
る
と
き
に
、
帽
子
を
と
る
と
か
、
お
辞
儀
を
す
る
と

か
と
い
う
こ
と
は
、
合
理
的
必
然
的
に
定
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
よ
り
も
、
偶
然
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も

そ
れ
は
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
秩
序
を
作
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
日
常
性
は
偶
然

と
必
然
と
の
交
錯
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
自
身
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
単
な
る
自
由
か
ら
は
考
え
ら
れ

得
な
い
よ
う
に
、
単
な
る
必
然
か
ら
も
考
え
ら
れ
得
な
い
。
ま
た
日
常
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
、
よ
り
正
確

に
云
え
ば
世
界
歴
史
的
な
も
の
と
は
抽
象
的
に
対
立
す
る
の
で
な
く
、
弁
証
法
的
に
関
聯
し
て
い
る
。
世
界
歴
史

も
日
常
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
、
日
常
性
も
世
界
歴
史
が
変
化
す
る
に
応
じ
て
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
全

体
性
の
論
理
が
国
民
主
義
の
論
理
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
民
主
義
は
必
然
論
乃
至
決
定
論
に
終
ら
ざ
る
を
得
な
い

で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
理
が
け
っ
き
ょ
く
必
然
論
で
あ
る
こ
と
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
が
自
己
の
う
ち
に
含
む
有
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機
体
説
的
も
し
く
は
全
体
主
義
的
傾
向
に
よ
っ
て
決
定
論
に
陥
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
も
論
理
上
の
決
定
論
は
実
践
的
に
は
極
端
な
非
合
理
主
義
に
動
機
を
与
え
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
生
物
学

的
非
合
理
主
義
は
、
ま
さ
に
生
物
学
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
如
何
に
非
合
理
主
義
で
あ
ろ
う
と
も
、
要
す
る

に
決
定
論
も
し
く
は
宿
命
論
で
あ
る
。
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
植
物
学
的
宿
命
論
の
如
き
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
こ

れ
に
反
し
て
、
興
味
深
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
頃
問
題
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
偶
然
の
思
想
は
、
却
っ
て

主
知
主
義
的
、
合
理
主
義
的
と
云
わ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
哲
学
に
お
い
て
、
ブ
ト
ル
ー
そ
の
他
に
よ
っ
て
哲
学
の
一
系

統
と
し
て
開
拓
さ
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

人
間
の
行
為
と
い
う
も
の
は
決
定
論
の
立
場
か
ら
は
理
解
で
き
な
い
。
行
為
は
行
為
の
事
実
に
よ
っ
て
決
定
論

を
否
定
す
る
。
寧
ろ
必
然
的
な
も
の
が
偶
然
化
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
行
為
は
あ
る
と
も
云
え
る
。
然
し
ま
た
逆
に
偶

然
的
な
も
の
を
必
然
化
す
る
と
こ
ろ
に
行
為
は
あ
る
の
で
あ
る
。「
意
欲
す
る
と
は
凡
て
が
語
ら
れ
て
い
る
と
は

決
し
て
信
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
意
欲
す
る
と
は
そ
の
機
会
を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
、
機
会
は
そ
の
も
の
だ
け
で

は
な
お
機
会
で
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
意
欲
に
よ
っ
て
の
ほ
か
機
会
で
な
い
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

は
つ
ね
に
行
為
の
こ
と
を
云
っ
て
い
る
の
で
、
為
す
こ
と
を
除
い
て
意
欲
す
る
こ
と
が
何
で
あ
る
か
を
私
は
知
ら

な
い
。」
行
為
は
単
に
客
観
的
な
立
場
か
ら
は
把
握
さ
れ
ず
、
主
体
的
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
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非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て

れ
故
に
も
し
合
理
主
義
が
客
観
主
義
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
行
為
は
つ
ね
に
合
理
主
義
の
立
場
を
越
え
た
も
の
で

あ
る
。
然
る
に
合
理
的
と
客
観
的
と
を
同
じ
に
考
え
る
の
は
科
学
主
義
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
我
々
は
か
よ
う
な
科

学
主
義
に
留
ま
り
得
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
行
為
は
盲
目
的
な
も
の
で
あ
り
、
盲
目
的
な
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
と
云
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
行
為
に
は
ア
ラ
ン
の
い
う
「
悟
性
」
の
如
き
も
の
が
要
求
さ
れ
、
し

か
も
こ
の
悟
性
に
は
直
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
真
の
行
為
は
、
ア
ラ
ン
の
言
葉
を
用
い
れ
ば
、
メ
チ
エ
の
保
証

に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
メ
チ
エ
と
い
う
の
は
広
い
意
味
で
の
技
術
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
人
間
の
行
為
は

つ
ね
に
技
術
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
知
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
こ
の
場
合
技
術
は
客
観
的

知
識
の
応
用
と
い
う
が
如
き
こ
と
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
ま
た
技
術
は
技
術
と
し
て
行
為
的
で
あ
り
、
科
学
よ
り

も
直
観
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
我
々
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
従
来
主
と
し
て
科
学
と
の
聯
関

に
お
い
て
の
み
考
え
ら
れ
て
来
た
技
術
と
い
う
語
の
意
味
を
拡
大
し
、
人
間
生
活
の
広
汎
な
現
象
の
隅
々
に
ま
で

認
め
ら
れ
る
技
術
的
な
も
の
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
の
哲
学
を
研
究
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

―
―
問
者
に
答
え
る
―
―	
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一

西
田
哲
学
に
つ
い
て
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
種
々
の
特
徴
を
挙
げ
、私
の
意
見
を
求
め
ら
れ
た
質
問
に
対
し
、

簡
単
に
答
え
た
い
。
私
は
先
ず
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
西
田
哲
学
は
ど
こ
ま
で
も
哲
学
と
し
て
理
解
さ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
と
思
う
。
こ
の
哲
学
と
い
う
立
場
を
離
れ
て
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
宗
教
も
し
く
は
宗
教
哲
学
と
結
び
付
け

て
考
え
る
こ
と
は
却
っ
て
誤
解
を
招
き
易
い
。
西
田
先
生
自
身
、
宗
教
は
自
分
に
は
な
お
こ
れ
か
ら
の
問
題
で
あ

る
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
先
生
の
最
近
の
中
心
問
題
は
歴
史
的
実
在
で
あ
っ
て
、
今
後
の
哲
学
は
歴
史
哲
学
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
ら
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
を
仏
教
、殊
に
禅
と
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
と
は
、

君
の
云
わ
れ
る
通
り
、
以
前
か
ら
の
伝
統
で
あ
り
、
一
つ
の
伝
説
に
す
ら
な
っ
て
い
る
。
私
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
し

て
も
し
こ
う
云
っ
て
失
礼
で
な
け
れ
ば
、
西
田
哲
学
を
仏
教
と
結
び
付
け
て
論
じ
て
い
る
人
々
と
同
様
、
仏
教
を

深
く
知
ら
な
い
。
君
も
多
分
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
だ
か
ら
君
は
西
田
哲
学
を
仏
教
と
結
び
付
け
て
考
え
る
こ
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

と
は
後
廻
し
に
し
て
、
そ
れ
を
そ
れ
自
身
の
哲
学
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
の
が
好
い
の
で
あ
る
。
つ

い
で
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
人
は
西
田
哲
学
が
弁
証
法
神
学
に
類
似
す
る
よ
う
に
云
っ
て
い
る
。
仏
教
と
弁
証

法
神
学
と
が
同
じ
だ
な
ど
と
云
え
ば
、
仏
教
家
も
キ
リ
ス
ト
教
徒
も
容
易
に
同
意
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
思

想
を
結
び
付
け
る
こ
と
は
、
自
分
自
身
が
そ
れ
ら
を
綜
合
統
一
す
る
新
し
い
立
場
を
発
見
し
把
握
し
て
い
る
場
合

初
め
て
真
に
有
意
義
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
却
っ
て
そ
の
一
を
も
そ
の
他
を
も
正
し
く
理
解
せ
し
め

な
い
こ
と
に
な
る
。
私
は
西
田
哲
学
に
東
洋
的
な
と
こ
ろ
、
日
本
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
を
否
定
し
な
い
。
け

れ
ど
も
そ
れ
は
寧
ろ
先
生
が
ど
こ
ま
で
も
自
分
自
身
で
考
え
抜
い
て
行
か
れ
た
結
果
現
れ
て
来
た
も
の
と
見
る
べ

き
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
を
何
等
か
従
来
の
東
洋
思
想
で
説
明
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
哲
学
を
後
へ
戻
す
こ
と
に

な
る
恐
れ
が
あ
る
。
例
え
ば
仏
教
は
歴
史
的
実
在
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
か
、
ま
た
禅
に
は
ど
の
よ
う
な
歴
史
哲

学
が
あ
る
の
か
。
か
よ
う
な
先
決
問
題
を
除
い
て
西
田
哲
学
と
仏
教
と
を
関
係
さ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
全
く
抽

象
的
な
議
論
に
終
る
ほ
か
な
い
。
私
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
東
洋
に
於
け
る
過
去
の
勝
れ
た
思
想
を
軽
視
す
る
た
め

に
云
う
の
で
な
く
、
日
本
の
哲
学
の
前
進
の
た
め
に
云
い
た
い
の
で
あ
る
。
哲
学
の
研
究
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に

簡
単
に
宗
教
を
持
ち
出
す
こ
と
は
寧
ろ
好
ま
し
か
ら
ぬ
傾
向
で
あ
る
。
宗
教
に
せ
よ
芸
術
に
せ
よ
、
深
い
体
験
を

有
す
る
哲
学
者
は
、
そ
の
こ
と
を
語
ら
な
く
と
も
お
の
ず
か
ら
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
を
軽
ん
じ
た
プ
ラ
ト
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ン
は
最
大
級
の
芸
術
家
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、
彼
の
哲
学
を
芸
術
的
な
見
地
か
ら
理
解
し

た
ペ
ー
タ
ー
の
プ
ラ
ト
ン
解
釈
の
如
き
が
最
も
正
し
い
解
釈
で
あ
る
と
は
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
彼
れ
と
此
れ

と
同
じ
意
味
で
は
な
い
が
、
西
田
哲
学
の
根
柢
に
深
い
宗
教
的
な
も
の
が
潜
む
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
を
た
だ
宗
教
的
乃
至
宗
教
哲
学
的
見
地
か
ら
解
釈
す
る
こ
と
は
、
殊
に
解
釈
者
自
身
に
真
の
宗
教
的
体
験
が

あ
る
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
場
合
、
正
し
い
理
解
に
達
し
難
い
こ
と
に
な
る
。
哲
学
は
哲
学
と
し
て
理
論
的
に
見

る
の
が
好
い
の
で
あ
る
。
西
田
哲
学
の
歴
史
的
位
置
は
、
明
治
以
後
に
於
け
る
西
洋
哲
学
の
模
倣
時
代
か
ら
東
洋

思
想
の
伝
統
へ
の
全
く
新
し
い
つ
な
が
り
を
作
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
見
る
の
は
、間
違
っ
て
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
西
田
哲
学
の
根
源
性
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
日
本
主
義
乃
至
東
洋
主
義
の
結
果
で
は
な
い
。
そ

れ
は
ど
こ
ま
で
も
西
洋
文
化
移
植
後
の
日
本
に
於
い
て
作
ら
れ
た
独
創
的
な
哲
学
で
あ
っ
て
、
か
か
る
も
の
で
あ

る
故
に
将
来
の
日
本
の
哲
学
の
新
し
い
伝
統
の
ひ
と
つ
の
出
発
点
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
出
発
点
と

し
て
の
意
味
を
理
解
し
な
い
で
、
そ
れ
を
過
去
の
何
等
か
の
東
洋
思
想
と
関
係
づ
け
て
満
足
す
る
こ
と
は
我
々
の

哲
学
の
後
退
と
な
る
。

西
田
哲
学
の
難
解
は
そ
の
考
え
方
が
綜
合
的
で
あ
っ
て
分
析
的
で
な
い
の
に
よ
る
と
一
般
に
考
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
君
の
云
う
通
り
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
は
寧
ろ
反
対
の
意
見
で
あ
る
。
西
田
哲
学
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

ほ
ど
分
析
的
な
哲
学
は
現
在
の
日
本
で
は
他
に
見
当
ら
ず
、
却
っ
て
そ
の
た
め
に
難
解
で
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
ほ

ど
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
具
体
的
に
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
西
田
哲
学
は
綜
合
的
で

あ
る
と
も
云
え
る
。
け
れ
ど
も
あ
の
強
靭
な
思
索
力
は
分
析
的
追
求
力
で
あ
る
。
綜
合
的
は
形
式
的
抽
象
的
と
な

り
易
く
、
従
っ
て
そ
れ
は
実
に
し
ば
し
ば
折
衷
主
義
の
特
色
を
な
し
て
い
る
。
具
体
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
西
田
哲

学
は
そ
の
分
析
が
、
普
通
の
分
析
に
於
け
る
如
く
平
面
的
で
な
く
て
立
体
的
で
あ
り
、
そ
の
限
り
綜
合
的
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
独
特
の
力
強
い
立
体
的
な
分
析
力
こ
そ
私
を
驚
か
せ
る
も
の
で
あ
る
。
も
し
君
が
西
田
哲
学

の
特
色
は
綜
合
的
と
い
う
よ
り
も
分
析
的
で
あ
る
と
考
え
直
す
な
ら
ば
、
或
は
一
層
よ
く
そ
の
思
想
を
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
綜
合
的
と
関
係
し
て
直
観
的
と
い
う
こ
と
も
西
田
哲
学
の
特
色
と
し
て
挙
げ
ら

れ
、
そ
れ
が
ま
た
難
解
の
主
要
素
と
も
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
独
創
的
な
哲
学
が
直
観
に
基
づ
か
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
。
独
創
と
は
直
観
で
あ
る
。
西
田
哲
学
の
根
柢
に
豊
富
な
直
観
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
芸
術

的
な
哲
学
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
、
ま
た
文
学
主
義
で
あ
る
と
す
ら
批
評
さ
れ
て
い
る
。
先
生
の
論
文
執
筆
の
有
様

に
は
芸
術
家
の
創
作
の
場
合
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、先
生
は
芸
術
家
の
創
作
活
動
に
類
す
る
体
験
を
持
た
れ
、

そ
し
て
そ
の
こ
と
が
先
生
の
哲
学
そ
の
も
の
の
内
容
に
も
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
そ
の

こ
と
か
ら
西
田
哲
学
の
文
学
主
義
な
ど
と
云
う
こ
と
は
当
ら
な
い
。
哲
学
は
論
理
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
分
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析
的
な
西
田
哲
学
の
直
観
に
は
そ
の
意
味
に
於
て
む
し
ろ
数
学
者
の
直
観
に
似
た
も
の
が
あ
る
と
云
え
る
よ
う
で

あ
る
。
そ
う
云
え
ば
、
あ
の
主
語
主
義
か
ら
述
語
主
義
へ
の
転
換
の
あ
た
り
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
か
ら
非
ユ

ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
へ
の
発
展
に
似
た
と
こ
ろ
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
だ
か
ら
も
し
君
が
述
語
主
義
と
い
う
新
し

い
立
場
を
認
め
る
な
ら
ば
、
ど
こ
ま
で
も
そ
の
立
場
で
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
考
え
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の

主
語
主
義
と
同
じ
よ
う
な
立
場
か
ら
見
て
足
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
と
云
っ
て
、
西
田
哲
学
も
な
お
抽
象
的

で
あ
る
と
す
る
が
如
き
批
評
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
は
結
局
折
衷
主
義
に
な
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

折
衷
主
義
は
外
形
的
に
は
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、従
っ
て
一
見
甚
だ
論
理
的
に
見
え
る
が
、

そ
れ
が
遂
に
無
力
で
あ
る
こ
と
は
哲
学
史
の
実
証
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
西
田
哲
学
に
も
取
残
さ
れ
た
点
が
あ

る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
も
述
語
主
義
の
立
場
か
ら
内
面
的
に
展
開
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

も
う
一
度
主
語
主
義
に
還
っ
て
補
足
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
後
戻
り
に
な
り
、
折
衷
主
義
に
な
る
。

西
田
哲
学
に
は
数
学
者
の
直
観
に
似
た
明
晰
判
明
な
直
観
が
あ
る
。
先
生
が
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
研
究
を
勧
め
て
い

ら
れ
る
理
由
の
一
つ
も
、
そ
の
辺
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
西
田
哲
学
の
中
心
問
題
は
数
学
的
存
在
で

な
い
か
ら
、
数
学
と
の
類
比
は
制
限
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
西
田
哲
学
は
綜
合
的
直
観
的
芸
術
的
で
あ
る
と

い
う
批
評
に
対
し
て
、
私
は
む
し
ろ
右
の
点
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

申
す
ま
で
も
な
く
西
田
哲
学
は
プ
ラ
ト
ン
の
よ
う
な
主
知
主
義
で
な
い
。
そ
こ
で
非
合
理
主
義
と
云
わ
れ
る
の

だ
が
、
こ
の
点
も
よ
ほ
ど
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
非
合
理
主
義
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
西
田
哲
学
を
理

解
し
よ
う
と
す
る
と
却
っ
て
誤
解
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
従
来
の
論
理
は
対
象
の
論
理
で
あ
り
、
論
理
は
対
象
の

規
定
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
の
先
験
論
理
に
よ
っ
て
対
象
の
論
理
は
対
象
を
考
え
対
象
を
認
識
す
る
主
観
に
関
係
付

け
ら
れ
た
が
、
し
か
し
ま
だ
か
か
る
主
観
そ
の
も
の
を
も
包
む
論
理
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
知
る
こ
と
も
行
為
す

る
こ
と
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
か
か
る
行
為
す
る
自
己
を
も
包
む
論
理
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
カ
ン

ト
に
於
て
は
実
践
理
性
の
領
域
は
理
論
理
性
の
圏
外
に
お
か
れ
、
そ
の
倫
理
は
主
観
的
倫
理
に
留
ま
っ
て
い
る
。

し
か
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
を
考
え
、
こ
れ
に
よ
っ
て
倫
理
を
客
観
的
倫
理
に
ま
で
高
め
た
。

彼
が
論
理
と
存
在
論
と
の
同
一
を
述
べ
た
こ
と
は
周
知
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
共
に
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
を
考
え

た
こ
と
は
そ
れ
に
も
劣
ら
ず
重
要
で
あ
る
。
近
代
的
意
味
に
於
け
る
主
観
主
義
と
も
客
観
主
義
と
も
云
い
難
い
ギ

リ
シ
ア
哲
学
に
は
、
か
く
の
如
き
、
論
理
と
存
在
論
と
の
同
一
の
思
想
と
共
に
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
の
思
想
が

あ
っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
ら
の
思
想
を
彼
の
哲
学
に
取
入
れ
た
が
、
い
ま
西
田
哲
学
に
於
て
も
ま
た
そ
れ
ら
の

思
想
が
全
く
新
た
に
活
か
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
は
倫
理
の
根
本
を
な
す
自
由

の
概
念
は
目
的
論
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
弁
証
法
は
そ
の
よ
う
に
目
的
論
的
な
、
有
機
体
的



四
一
八

な
構
造
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
る
に
屡
々
批
評
さ
れ
る
如
く
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
謂
う
特
殊
と
一
般
の
関
係

に
於
て
は
、
個
体
の
自
由
、
自
主
性
が
考
え
ら
れ
ず
、
従
っ
て
働
く
個
物
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
。
働
く

と
は
独
立
な
個
体
と
個
体
と
が
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
か
か
る
関
係
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
で
は
説
明
さ
れ
な

い
。
個
物
と
個
物
と
が
関
係
す
る
行
為
の
世
界
を
明
ら
か
に
す
る
西
田
哲
学
の
論
理
は
、
そ
れ
が
同
時
に
倫
理
で

も
あ
る
と
云
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
に
よ
っ
て
は
行
為
の
世
界
が
考
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

西
田
哲
学
は
初
め
て
、
論
理
と
存
在
論
と
の
同
一
に
留
ま
ら
ず
、
進
ん
で
倫
理
と
論
理
と
の
同
一
を
明
ら
か
に
し

た
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
と
か
倫
理
と
か
云
っ
て
も
、
何
等
か
の
当
為
も
し
く
は
理
想
を
い
う
の
で

は
な
い
。
西
田
哲
学
の
問
題
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
の
世
界
の
構
造
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
は
歴
史
的
で
あ
る
。
歴

史
的
世
界
は
ド
ロ
イ
セ
ン
の
云
っ
た
如
く
「
倫
理
的
世
界
」（sittliche W

elt

）
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
歴
史

的
実
在
の
論
理
は
同
時
に
歴
史
的
行
為
の
倫
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
は
単
に
主
観
的
で
も
単
に
客
観
的
で

も
な
く
、
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
主
観
・
客
観
を
包
む
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
田

哲
学
は
、
カ
ン
ト
の
主
観
主
義
の
倫
理
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
の
な
お
客
観
主
義
的
で
あ
っ
た
倫
理
で
も
不
十
分
で
あ
っ

た
倫
理
的
世
界
と
し
て
の
歴
史
的
世
界
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
る
に
実
に
か
く
の
如
き

行
為
の
世
界
に
於
て
初
め
て
、
論
理
と
存
在
論
と
の
同
一
も
考
え
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
論
理
が
何
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

か
出
来
上
っ
た
形
式
と
し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
を
や
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
カ
ン
ト
の
先
験
論
理
も

そ
の
よ
う
な
先
入
見
か
ら
自
由
で
な
か
っ
た
。
反
対
に
、
論
理
を
そ
の
出
て
来
る
と
こ
ろ
か
ら
捉
え
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
先
生
が
最
近
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
、
ま
た
プ
ラ
ト
ン
か
ら
更
に
溯
り
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
あ
た
り
か

ら
論
理
を
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
君
は
た
し
か
デ
ィ
ル
タ
イ
の

『
経
験
と
思
惟
』（
全
集
第
五
巻	 i

）
と
い
う
論
文
を
読
ん
だ
筈
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
形
式
論
理
の
出
来
上
っ
た

諸
方
式
に
満
足
せ
ず
、
経
験
そ
の
も
の
の
分
析
か
ら
論
理
の
諸
方
式
を
導
き
出
そ
う
と
し
た
。
彼
は
そ
れ
を
「
分

析
的
論
理
」（analytische Logik
）
と
称
し
た
。
単
に
仮
設
的
に
で
な
く
妥
当
す
る
知
識
が
存
在
す
べ
き
で
あ
る

な
ら
ば
、
知
覚
と
思
惟
と
の
間
に
は
、
認
識
の
基
礎
の
二
元
性
を
止
揚
し
、
か
く
て
単
に
仮
設
的
な
、
前
提
さ
れ

要
請
さ
れ
た
関
係
を
客
観
的
に
妥
当
す
る
関
係
に
転
化
す
る
よ
う
な
、
発
生
的
関
係
（genetisches Verhältnis

）

が
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
意
図
は
正
し
い
。
た
だ
彼
の
如
く
経
験
を
心

理
主
義
的
に
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
般
に
経
験
0

0

と
い
う
概
念
の
う
ち
に
は
、
自
己
が
主
観
と
し
て
自
己
に

対
す
る
凡
て
の
も
の
は
客
観
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
を
云
え
ば
、
私

は
物
に
対
す
る
よ
り
も
根
源
的
に
君
に
対
す
る
も
の
と
し
て
私
で
あ
り
、
主
体
は
客
体
に
対
す
る
よ
り
も
根
源
的

i　

デ
ィ
ル
タ
イ
全
集
（
法
政
大
学
出
版
）
第
３
巻
中
の
「
経
験
と
思
考
」
か
？
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に
他
の
主
体
に
対
す
る
も
の
と
し
て
主
体
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
豊
富
な
「
経
験
」
の
概
念
に
於
て
も
、
働
く
自
己

と
い
う
も
の
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
経
験
の
概
念
は
出
来
事

0

0

0

の
概
念
に
よ
っ
て
代
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
出
来
事
と
は
独
立
な
個
物
と
個
物
と
が
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
経
験
に
於
て
は
現
実
的
で
な
い
関0

係0

の
概
念
は
出
来
事
に
於
て
現
実
的
と
な
る
。
論
理
と
云
い
範
疇
と
云
う
も
、
そ
の
根
本
的
な
意
味
に
於
て
は
関

係
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
こ
で
は
関
係
が
真
に
現
実
的
で
あ
る
よ
う
な
行
為
の
世
界
か
ら
考
え

て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
私
は
デ
ュ
ル
ケ
ー
ム
が『
宗
教
的
生
活
の
原
始
諸
形
態
』

の
中
で
述
べ
て
い
る
が
如
き
社
会
学
的
認
識
論
に
興
味
を
感
じ
、
そ
の
よ
う
な
考
え
を
新
し
く
活
か
し
て
み
た
い

と
思
っ
て
い
る
。
西
田
哲
学
の
性
格
に
戻
っ
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
非
合
理
主
義
で
は
な
い
。
従
来

の
論
理
を
超
え
た
も
の
に
重
要
な
意
味
を
認
め
て
い
る
点
で
は
、
そ
れ
は
非
合
理
主
義
と
も
云
い
得
る
が
、
か
か

る
非
合
理
的
な
も
の
を
も
包
む
新
し
い
論
理
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
非
合
理
主
義
と
は
云
わ
れ

な
い
。
丁
度
ヘ
ー
ゲ
ル
が
生
の
哲
学
者
と
し
て
出
発
し
、
や
が
て
か
か
る
生
を
も
合
理
的
に
把
握
す
る
論
理
を
見

出
し
た
よ
う
に
、
西
田
哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
に
よ
っ
て
も
考
え
ら
れ
な
い
一
層
深
い
生
の
問
題
か
ら
出
発
し

つ
つ
、
そ
れ
を
思
惟
す
る
論
理
の
発
見
を
目
差
し
て
い
る
。
当
時
の
浪
漫
主
義
者
の
生
の
哲
学
に
対
す
る
ヘ
ー
ゲ

ル
哲
学
の
関
係
は
、
現
代
の
生
の
哲
学
に
対
す
る
西
田
哲
学
の
関
係
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
生
の
哲
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

学
が
非
合
理
主
義
で
あ
る
の
と
同
様
の
意
味
に
於
て
西
田
哲
学
は
非
合
理
主
義
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
固
よ
り
そ

の
論
理
は
、
後
に
云
う
如
く
、
単
な
る
ロ
ゴ
ス
で
な
く
て
、
寧
ろ
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
包
む
ロ
ゴ
ス

と
見
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

二

西
田
哲
学
の
中
心
問
題
は
そ
の
発
展
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
を
通
じ
て
実
在
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
実
在

は
い
ろ
い
ろ
に
考
え
ら
れ
た
が
、
最
近
で
は
歴
史
的
実
在
が
中
心
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
寧
ろ
実
在
は
歴
史
的
実

在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
西
田
哲
学
は
従
来
の
意
識
哲
学
乃
至
自
我
哲
学
の
立
場

を
越
え
る
に
至
っ
た
。
西
田
哲
学
の
最
近
の
発
展
に
於
て
、
私
に
と
っ
て
特
に
重
要
に
思
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が

意
識
も
し
く
は
自
我
の
世
界
か
ら
脱
け
出
し
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
象
学
な
ど
と
は
異
な
る
新
し
い
立

場
が
あ
る
。
昨
年
の
秋
、
君
た
ち
の
前
で
話
し
た
と
き
、
私
は
今
後
の
哲
学
は
世
界
哲
学

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

述
べ
た
が
、
そ
の
と
き
私
は
か
か
る
世
界
哲
学
の
現
存
形
態
と
し
て
特
に
西
田
哲
学
を
念
頭
に
お
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
西
田
哲
学
は
世
界
哲
学
と
特
徴
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

君
を
躓
か
せ
る
よ
う
に
見
え
る
「
無
の
論
理
」
は
実
は
世
界
の
論
理
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
先
生
の
論
文
に
絶
え
ず
出
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て
来
る
「
世
界
」
と
い
う
語
を
、
君
は
そ
の
全
き
重
さ
に
於
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
世
界
は
歴
史
的
で

あ
る
。従
っ
て
歴
史
と
い
う
こ
と
は
西
田
哲
学
に
於
て
社
会
と
い
う
こ
と
よ
り
も
広
い
意
味
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

社
会
は
体
系
的
に
は
歴
史
的
世
界
の
一
形
態
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
社
会
は
世
界
構
造
の
最
も
発
展
し
た
形

態
と
見
ら
れ
る
限
り
、
世
界
の
論
理
の
解
明
は
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
論
理
の
解
明
に
俟
つ
と
云
う
こ
と
も
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

西
田
哲
学
は
世
界
哲
学
と
し
て
我
々
を
ど
こ
ま
で
も
世
界
の
中
に
入
れ
て
考
え
る
。
こ
れ
は
何
よ
り
も
注
意
す

べ
き
根
本
的
特
徴
で
あ
る
。
普
通
に
世
界
は
我
々
に
対
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
我
々

は
世
界
の
外
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
固
よ
り
我
々
は
客
観
的
な
も
の
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
そ
の
よ
う
な
客
観
界
に

属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
我
々
は
単
に
客
観
的
な
も
の
で
な
く
、
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

世
界
が
単
に
客
観
界
と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
そ
れ
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
を
包
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か

し
世
界
は
固
よ
り
所
謂
主
観
の
如
き
も
の
で
な
い
。
世
界
は
自
己
で
な
く
、
却
っ
て
自
己
が
そ
れ
に
於
て
あ
る
も

の
が
世
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
己
を
内
に
於
て
超
越
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に

内
に
於
て
超
越
す
る
の
み
で
な
く
、
か
か
る
も
の
が
客
観
的
自
己
を
も
包
む
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
外
に
於

て
我
々
を
超
越
す
る
客
観
的
有
に
対
し
て
、
内
に
於
て
我
々
を
超
越
す
る
も
の
は
無
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

単
に
か
く
考
え
ら
れ
る
無
は
真
の
無
で
な
い
。
た
だ
そ
れ
の
み
で
は
結
局
主
観
主
義
乃
至
神
秘
主
義
と
異
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。
単
に
有
で
な
く
て
無
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
真
の
無
で
は
な
い
。
内
に
於
て
超
越
す
る
も
の
が

客
観
的
な
も
の
を
も
包
み
、
か
く
し
て
外
の
超
越
と
内
の
超
越
と
が
或
る
意
味
に
於
て
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
分

り
易
く
云
え
ば
、
世
界
の
深
さ
を
論
理
的
に
明
ら
か
に
し
た
の
が
西
田
哲
学
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な
も
の
、

対
象
的
な
も
の
を
認
め
な
い
の
で
な
く
、
そ
れ
を
表
現
と
し
て
行
為
の
立
場
か
ら
見
る
の
で
あ
る
。
世
界
哲
学
と

し
て
の
西
田
哲
学
に
於
て
は
、
個
物
は
世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
個
物
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
環
境

か
ら
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
環
境
に
属
す
る
、
西
田
哲
学
の
用
語
に
従
え
ば
、
個
物
は
ど
こ
ま
で
も
一
般
的

限
定
に
於
て
限
定
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
一
般
者
と
い
う
の
は
客
観
界
の
意
味
で
あ
り
、
我
々
は
一
方
ど
こ
ま
で
も

客
観
界
に
属
し
、
か
か
る
一
般
者
の
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
単
に
そ
れ
の
み
で
は
独
立
な
個
物
は
考

え
ら
れ
な
い
。
個
物
は
他
方
ま
た
ど
こ
ま
で
も
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
、
即
ち
個
物
的
限
定
に
於
て
自
己
を

限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
或
は
個
物
は
単
に
客
観
的
限
定
に
於
て
限
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
主
観
的
限
定
に
於
て

限
定
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
個
物
は
働
く
個
物
と
し
て
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
共
に
逆

に
ど
こ
ま
で
も
環
境
を
限
定
し
返
す
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
右
の
如
き
相
反
す
る
方
向
に
於
け
る
限
定
の
合
一
と

し
て
個
物
は
弁
証
法
的
物
で
あ
る
。
弁
証
法
的
物
は
弁
証
法
的
世
界
に
於
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
自
己
限
定
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と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
弁
証
法
的
世
界
は
弁
証
法
的
一
般
者
で
あ
り
、
そ
の
個
物
的
限
定
即
一
般
的
限
定
、
そ
の

一
般
的
限
定
即
個
物
的
限
定
と
い
う
が
如
き
弁
証
法
的
自
己
限
定
と
し
て
弁
証
法
的
物
が
あ
る
。
物
は
つ
ね
に
主

観
的
及
び
客
観
的
の
二
つ
の
相
反
す
る
方
向
に
於
て
限
定
さ
れ
、
し
か
も
一
つ
の
方
向
に
於
け
る
限
定
は
つ
ね
に

同
時
に
他
の
方
向
に
於
け
る
限
定
で
あ
り
、
そ
の
統
一
と
し
て
弁
証
法
的
で
あ
る
。
丁
度
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

に
於
て
意
識
が
つ
ね
に
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
相
関
の
構
造
を
有
す
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学
に
於
て
も
主
観
的
・
客

観
的
、
個
物
的
・
一
般
的
と
い
う
こ
と
は
相
関
し
て
い
て
、
一
方
へ
限
定
さ
れ
る
と
共
に
つ
ね
に
他
方
へ
限
定
さ

れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
単
な
る
相
関
で
な
く
、
相
反
す
る
方
向
に
於
け
る
限
定
の
統
一
と
し
て
弁
証

法
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
否
定
面
肯
定
面
と
い
う
関
係
に
立
ち
、
肯
定
面
即
否
定
面
、
否
定
面
即
肯
定
面
と
し
て
矛

盾
の
統
一
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
個
物
は
た
だ
個
物
に
対
し
て
の
み
個
物
で
あ
る
。
個
物
と
個
物
と
が
関
係

す
る
に
は
媒
介
者
が
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
個
物
と
個
物
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
一
般
者
で
あ
る
。
か
よ
う
な
媒
介

者
は
先
ず
客
観
的
一
般
者
と
し
て
の
客
観
界
と
見
做
さ
れ
る
。
客
観
的
に
考
え
ら
れ
た
物
と
物
と
を
媒
介
す
る
も

の
は
空
間
で
あ
る
と
云
え
る
。
そ
の
極
、
客
観
的
物
は
空
間
の
限
定
乃
至
変
容
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
客
観

的
限
定
も
し
く
は
一
般
的
限
定
は
空
間
的
限
定
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
か
よ
う
な
空
間
的
限
定
に
よ

っ
て
は
真
の
個
物
は
考
え
ら
れ
な
い
。
個
物
は
ど
こ
ま
で
も
個
物
的
に
自
己
自
身
を
限
定
す
る
も
の
、
客
観
的
に
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

で
な
く
主
観
的
に
、
空
間
的
に
で
な
く
時
間
的
に
自
己
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
個
物
的
限
定
は
時
間
的
限
定

で
あ
り
、
直
線
的
限
定
で
あ
る
。
か
く
限
定
さ
れ
る
個
物
と
個
物
と
の
関
係
の
媒
介
者
は
客
観
的
な
一
般
者
で
あ

る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
個
物
と
個
物
と
は
円
環
的
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
証
法
的
に
統
一
さ
れ
る
。
弁
証

法
的
一
般
者
は
直
線
的
に
限
定
さ
れ
る
個
物
と
個
物
と
を
そ
の
根
柢
に
於
て
円
環
的
限
定
に
於
て
媒
介
す
る
も
の

で
あ
る
。
円
環
的
限
定
に
於
て
独
立
な
個
物
と
個
物
と
が
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
円
環
的
限

定
は
空
間
的
限
定
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
そ
れ
に
於
て
は
独
立
な
個
物
が
弁
証
法
的
に
統
一
さ

れ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
そ
れ
は
非
連
続
の
連
続
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
非
連
続
の
連
続
と
い
う
こ
と
は

時
間
的
限
定
の
意
味
を
現
し
て
い
る
。
西
田
哲
学
に
於
て
は
時
間
的
限
定
と
し
て
の
直
線
的
限
定
は
、
単
な
る
連

続
で
な
く
非
連
続
の
連
続
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
単
な
る
一
般
者
と
し
て
の
客
観
界
に
於
て
あ
る
も
の

は
空
間
的
並
列
的
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
如
く
、
弁
証
法
的
一
般
者
と
し
て
の
世
界
に
於
て
は
、
過
去
も
未
来
も

現
在
に
同
時
存
在
的
と
考
え
ら
れ
る
現
在
に
於
て
あ
る
。
時
は
か
か
る
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
西
田
哲
学
に
於
て
は
時
間
と
空
間
と
が
相
即
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

「
歴
史
的
自
然
」
と
い
う
概
念
も
出
て
来
る
の
で
あ
っ
て
、
従
来
は
空
間
と
時
間
と
が
そ
れ
ぞ
れ
自
然
と
歴
史
と

に
配
当
さ
れ
、
歴
史
哲
学
が
時
間
哲
学
的
で
あ
っ
た
の
に
対
す
る
関
係
に
於
て
は
、
西
田
哲
学
は
寧
ろ
空
間
哲
学
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的
で
あ
る
と
す
ら
云
い
得
る
特
色
を
感
ぜ
し
め
る
。
そ
こ
に
東
洋
的
な
最
も
深
い
意
味
に
於
け
る
自
然
が
歴
史
哲

学
的
に
活
か
さ
れ
た
と
見
ら
れ
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
世
界
は
弁
証
法
的
世
界
と
し
て
時
間
的
に
ど
こ
ま
で
も
動

く
と
共
に
空
間
的
に
ど
こ
ま
で
も
留
ま
っ
て
お
り
、
動
即
静
、
静
即
動
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
世
界
が
歴
史
的
世
界
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
の
一
般
的
な
性
格
は
表
現
的
世
界
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
世
界
の
論
理
は
表
現
の
論
理
で
あ
る
。
歴
史
を
表
現
と
考
え
る
こ
と
は
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
か
ら
広
く
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
西
田
哲
学
は
表
現
の
問
題
を
行
為
の
立
場
に
於
て
考
え
る
。
歴
史
的
世
界
は
表
現
的
世
界

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
歴
史
的
行
為
は
す
べ
て
表
現
的
行
為
の
意
味
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
普
通
に
表

現
と
云
え
ば
、
人
間
の
作
っ
た
も
の
即
ち
所
謂
文
化
の
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
単
に
デ
ィ
ル
タ
イ
の
謂
う

文
化
の
体
系
の
み
で
な
く
、
ま
た
彼
の
謂
う
社
会
の
外
的
組
織
も
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
家
族
、
社
会
、
国
家
、

教
会
等
、
い
ず
れ
も
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
単
に
人
間
が
作
っ
た
も
の
が
表
現
で
あ
る
の
で
な
く
、
実
に
人
間

そ
の
も
の
が
表
現
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
に
於
て
あ
る
歴
史
的
物
の
一
切
が
表
現
で
あ
る
。
表
現
的
な
も
の
は
普

通
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
す
べ
て
の
歴
史
的
物
は
歴
史
的
世
界
か
ら
生
れ
た
も
の
と
し
て
作
ら
れ

た
も
の
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。表
現
は
制
作
的
行
為
即
ち
ポ
イ
エ
シ
ス
の
立
場
に
於
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

我
々
人
間
の
存
在
の
如
き
も
、
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
行
為
に
於
て
、
す
べ
て
制
作
的
・
表
現
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

的
行
為
の
意
味
を
有
す
る
行
為
に
於
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
行
為
は
す
べ
て
形
成
作
用
の
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
ゲ
ー
テ
は	 B

ildung	

と
い
う
こ
と
を
単
に
人
間
に
於
て
の
み
で
な
く
、
自
然
に
於
て
も
見
た
。
こ
の
場
合
自

然
も
表
現
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
現
的
な
も
の
は
主
観
的
・
客
観
的
な
も
の
、
或
は
内

的
・
外
的
な
も
の
で
あ
る
。
或
は
そ
れ
は
パ
ト
ス
的
・
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
的
行
為
は
表
現
的
な
も

の
に
対
し
て
起
る
、
表
現
的
な
も
の
か
ら
訴
え
ら
れ
、
呼
び
掛
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
行
為
は
始
ま
る

の
で
あ
る
。
全
く
無
意
味
な
物
質
に
対
し
て
は
行
為
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
行
為
す
る
私
と
君
と
を
媒
介
す
る

と
考
え
ら
れ
る
限
り
、
客
観
界
は
一
般
的
意
味
、
或
は
客
観
的
意
味
、
或
は
ロ
ゴ
ス
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
も
の
と
し
て
そ
れ
は
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
単
に
ロ
ゴ
ス
的
一
般
的
に
限
定
さ
れ
た
も

の
は
真
に
表
現
的
と
は
云
わ
れ
な
い
。
表
現
的
な
も
の
は
個
物
的
限
定
乃
至
主
観
的
限
定
、
従
っ
て
パ
ト
ス
的
限

定
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
の
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
パ
ト
ス
的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
パ

ト
ス
は
自
己
肯
定
的
で
あ
る
。
し
か
し
表
現
的
行
為
は
単
な
る
パ
ト
ス
か
ら
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
自
己
を
否

定
し
て
ノ
エ
マ
的
に
イ
デ
ア
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
の
所
謂
イ
デ
ー
へ
の
転
向

（W
endung zur Idee

）
に
よ
っ
て
表
現
的
と
な
る
の
で
あ
る
。
表
現
的
行
為
は
直
接
的
で
な
く
、
否
定
に
よ
っ
て

媒
介
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
さ
も
な
け
れ
ば
行
為
に
於
け
る
技
術
の
意
味
も
理
解
で
き
ぬ
。
け
れ
ど
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も
行
為
が
単
に
客
観
的
な
一
般
的
な
イ
デ
ア
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
行
為
は
真
に
表
現
的
で
あ

る
こ
と
が
で
き
ず
、
お
よ
そ
行
為
と
い
う
も
の
は
起
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
云
っ
た
如
く
、
大
い
な
る
歴
史
的
行

為
に
は
ラ
イ
デ
ン
シ
ャ
フ
ト
（
熱
情
）
が
必
要
で
あ
る
。
行
為
は
ど
こ
ま
で
も
主
観
的
に
、
個
体
的
に
、
パ
ト
ス

的
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
行
為
は
ま
た
つ
ね
に
社
会
的
で
あ
る
。
パ
ト
ス
的
限
定
に
於
て
限
定
さ
れ
た
行

為
と
行
為
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
、
直
線
的
限
定
の
根
柢
に
円
環
的
限
定
が
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
円
環
的
限
定
は

空
間
的
限
定
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
云
わ
れ
よ
う
。
け
れ
ど
も
こ
の
ロ
ゴ
ス
は
客
観
的
一

般
者
の
意
味
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
（
イ
デ
ア
）
で
な
く
、
寧
ろ
無
の
一
般
者
の
意
味
に
於
け
る
ロ
ゴ
ス
的
で
あ
る
。

ま
た
円
環
的
限
定
は
単
に
空
間
的
意
味
の
も
の
で
な
く
時
間
的
意
味
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
ロ
ゴ

ス
は
同
時
に
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の
を
包
む
ロ
ゴ
ス

0

0

0

で

あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
ロ
ゴ
ス
を
越
え
た
も
の
で
あ
る
。
凡
て
表
現
的
な
も
の
は
か
か
る
ロ
ゴ
ス
の
表
現
で
あ
り
、

無
の
表
現
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
表
現
的
な
も
の
は
ロ
ゴ
ス
的
・
パ
ト
ス
的
な
も
の
と
し
て
自
己
自
身

を
表
現
す
る
と
共
に
世
界
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

三
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

そ
こ
で
私
は
、
西
田
哲
学
に
於
て
国
家
の
如
き
も
の
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
か
と
云
う
君
の
質
問
に
対
し
て
、

私
見
を
述
べ
よ
う
。
国
家
の
如
き
も
の
を
先
生
は
特
殊
社
会
と
見
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
フ
ッ
サ

ー
ル
の
現
象
学
に
於
て
意
識
の
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
マ
的
構
造
に
多
く
の
様
相
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
哲
学

に
於
て
も
、
世
界
の
自
己
限
定
に
無
限
の
様
相
も
し
く
は
段
階
が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。
そ
の
客
観
的
限
定
の
方

向
に
無
限
の
客
観
的
限
定
の
過
程
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
主
観
的
限
定
の
方
向
に
無
限
の
主
観
的
限
定
の
過
程
が
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
過
程
の
各
々
の
段
階
に
於
て
成
立
す
る
弁
証
法
的
物
に
つ
い
て
、
す
べ
て
西
田
哲

学
的
な
世
界
図
式
が
当
嵌
ま
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

尤
も
先
生
は
国
家
な
ど
の
問
題
は
ま
だ
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、
世
代
の
問
題
に
つ
い
て
は
度
々
触
れ

ら
れ
て
い
る
。
私
は
い
ま
世
代
の
問
題
を
先
ず
年
齢
の
問
題
か
ら
考
え
て
ゆ
こ
う
。
人
間
の
年
齢
は
少
年
、青
年
、

壮
年
、老
年
等
に
区
分
さ
れ
る
。
そ
れ
が
生
物
学
的
な
も
の
に
制
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
我
々

の
一
生
は
時
間
的
で
、
直
線
的
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
年
齢
は
単
な
る
直
線
的
限
定
か
ら
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
っ
て
、
直
線
的
に
進
行
す
る
も
の
が
同
時
に
円
環
的
な
い
し
空
間
的
に
纏
ま
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に
年
齢

は
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
一
年
一
年
と
過
ぎ
て
ゆ
く
も
の
で
な
く
、
か
よ
う
に
過
ぎ
て
ゆ
く
時
が
円
環
的

に
纏
ま
り
、
一
つ
の
期
間
（Zeitraum

）
と
し
て
例
え
ば
青
年
時
代
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
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こ
に
す
で
に
西
田
哲
学
の
意
味
に
於
け
る
世
界
図
式
が
認
め
ら
れ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
直
線
的
に
進
行
す

る
も
の
が
同
時
に
円
環
的
に
限
定
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
年
齢
は
表
現
的
と
な
る
。
そ
こ
に
青
年
時
代
で

あ
れ
ば
青
年
時
代
の
人
生
の
ス
タ
イ
ル
が
、
或
は
ジ
ン
メ
ル
の
謂
う
意
味
で
の
形
式
（Form

）
が
現
れ
る
。
ジ

ン
メ
ル
は
、
形
式
は
す
べ
て
限
界
と
い
う
意
味
を
有
し
、
生
に
形
式
を
与
え
る
も
の
は
生
の
限
界
と
し
て
の
死
で

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
青
年
時
代
が
滅
び
て
壮
年
時
代
が
生
れ
る
と
い
う
風
に
、
非
連
続
の
連
続
の
形
で
、
年
齢

は
年
齢
か
ら
年
齢
へ
移
る
も
の
と
し
て
、
年
齢
は
形
式
を
具
え
、
表
現
的
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
現
実

に
於
て
は
、
或
る
年
齢
の
一
人
の
人
間
が
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
の
多
数
の
人
間
が
一
つ
の
世

代
を
形
作
っ
て
い
る
。
世
代
に
於
て
円
環
的
限
定
の
意
味
は
一
層
現
実
的
に
な
る
。
独
立
な
多
数
の
人
間
が
円
環

的
に
限
定
さ
れ
て
一
つ
の
世
代
を
形
作
る
の
で
あ
る
。
世
代
は
自
己
の
ス
タ
イ
ル
を
有
し
、
表
現
的
な
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
一
世
代
に
属
す
る
個
人
は
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
共
に
そ
の
世
代
を
表
現
す
る
。
個
人
は
ど
こ
ま

で
も
真
に
自
己
自
身
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
真
に
自
己
の
属
す
る
世
代
の
表
現
と
な
り
得
る
の
で
あ

る
。
同
じ
よ
う
に
、
各
々
の
世
代
は
自
己
自
身
を
表
現
す
る
と
共
に
全
歴
史
を
表
現
す
る
と
い
う
意
味
を
も
っ
て

い
る
。
歴
史
は
世
代
か
ら
世
代
へ
移
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
世
代
は
す
べ
て
円
環
的
に
限
定
さ
れ
て
、
同

時
存
在
的
に
永
遠
の
今
に
於
て
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
世
界
図
式
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
世
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

代
は
、マ
ン
ト
レ
の
い
わ
ゆ
る
社
会
的
世
代
の
意
味
に
於
て
す
で
に
或
る
特
殊
社
会
と
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

世
代
も
単
な
る
時
間
的
限
定
に
於
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
と
こ
ろ
で
先
生
は
国
家
は
生
物
の
種
の
如
き
も

の
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
い
る
。
一
定
数
の
人
間
は
同
一
の
種
に
属
す
る
も
の
と
し
て
一
つ
の
国
家
を
形
成
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
国
家
は
単
に
多
数
の
個
の
統
一
か
ら
は
考
え
ら
れ
ず
、
多
数
の
個
の
種
に
於
け
る
統
一
か
ら
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
先
生
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
国
家
は
単
に
生
物
的

な
も
の
で
な
く
、
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
種
は
不
変
な
も
の
で
な
く
、
国
家
も
滅
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
私
は

オ
ト
カ
ー
ル
・
ロ
ー
レ
ン
ツ
な
ど
の
世
代
に
つ
い
て
の
生
物
学
的
解
釈
に
反
対
す
る
よ
う
に
、
国
家
に
関
す
る
生

物
学
的
（
人
種
的
）
解
釈
に
も
反
対
す
る
。
国
家
は
種
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
国
家
は
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
世

界
図
式
に
於
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
そ
れ
は
す
で
に
無
の
一
般
者
の
意
味
を
含
ん
で
い

る
と
云
え
る
。
種
は
単
に
主
語
的
論
理
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
す
で
に
述
語
主
義
的
な
考
え
方
を

要
求
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
結
局
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
て
の
如
く
、
個
人
の
国
家
に
対
す

る
独
立
性
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
個
人
は
一
方
ど
こ
ま
で
も
国
家
に
於
て
あ
り
、国
家
の
中
に
含
ま
れ
、

国
家
か
ら
限
定
さ
れ
な
が
ら
、
他
方
ど
こ
ま
で
も
独
立
な
も
の
で
あ
り
、
逆
に
国
家
を
限
定
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
種
の
連
続
を
媒
介
と
し
て
個
と
個
と
の
非
連
続
が
考
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
種
は
非
連
続
の
連
続
と
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し
て
単
に
主
語
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
固
よ
り
、
世
代
が
直
ち
に
無
の
一
般
者
で
な
い
如
く
、
国

家
が
直
ち
に
無
の
一
般
者
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
世
代
か
ら
世
代
へ
移
り
ゆ
く
諸
世
代
が
永
遠
の
今
に
於

て
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
如
く
、
一
つ
の
時
代
か
ら
他
の
時
代
へ
と
直
線
的
に
発
展
し
て
ゆ
く
国
家
と
国
家
と
は
世

界
に
於
て
あ
り
、
世
界
を
媒
介
と
し
て
相
互
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
謂
う
「
世
界
」
は
同
じ
時
代
に
あ

る
国
家
と
国
家
と
の
円
環
的
限
定
に
於
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
世
界
も
西
田
哲
学
で
謂
う
弁
証
法
的

世
界
の
自
己
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る
に
種
を
媒
介
者
と
し
て
絶
対
化
す
る
こ
と
は
つ
ま
り
述
語
主
義

か
ら
主
語
主
義
へ
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
と
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
場
合
、
国
家
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
謂
う
国
家
乃

至
民
族
の
如
き
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
イ
デ
ー
哲
学
に
於
て
は
、
客
観
的
精
神
を
越
え
た
も
の
と

し
て
宗
教
、
芸
術
、
哲
学
の
如
き
絶
対
的
精
神
が
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
と
き
に
は
絶
対
的
精
神
は
却
っ
て
最
高
の

現
実
と
し
て
の
国
家
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
国
家
と
国
家
と
を
媒
介

す
る
世
界
は
決
し
て
単
に
イ
デ
ー
的
な
も
の
で
な
い
。
種
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
は
空
間
に
重
要
な

意
味
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ジ
ン
メ
ル
が
社
会
学
の
中
で
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
空
間

性
は
社
会
の
基
礎
で
あ
る
。
し
か
し
種
の
如
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
は
空
間
の
特
殊
化
が
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
の
意
味
に
於
て
す
で
に
時
間
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
空
間
が
す
で
に
内
的
な
意
味
を
有
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
普
通
に
空
間
は
外
的
で
あ
っ
て
、
時
間
は
内
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
の
時
間
哲
学
の
如
き
も
か
か
る
考
え
方
を
離
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
時
間
に

し
て
も
外
的
と
考
え
得
る
よ
う
に
、
空
間
に
し
て
も
内
的
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
の
如
き
は
空
間
を
ど

こ
ま
で
も
内
的
に
考
え
て
行
っ
た
人
で
あ
っ
た
。
私
は
君
に
先
生
の
『
ゲ
ー
テ
の
背
景
』
と
い
う
論
文
を
読
む
こ

と
を
勧
め
た
い
。
西
田
哲
学
に
於
て
円
環
的
限
定
は
空
間
的
限
定
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に

よ
っ
て
い
わ
ば
空
間
の
内
面
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
進
ん
で
云
え
ば
、
場
所
の
思
想
に
し
て
も
、
更
に
過
去
と

未
来
と
が
現
在
に
同
時
存
在
的
で
あ
る
現
在
と
し
て
の
永
遠
の
今
の
思
想
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
於
て

空
間
的
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
時
間
と
空
間
と
い
う
相
反
す
る
も
の
が
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。
国
家
の
基
礎
と
さ
れ
る
空
間
と
か
自
然
と
か
い
う
も
の
は
、
単
に
外
的
な
も
の
で
な
く
、
内
的
な
意

味
を
有
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
国
家
の
如
き
も
、
ち
ょ
う
ど
世
代
が
ま
た
或
る
人
々
に
よ
っ
て
そ
う
考
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、「
運
命
共
同
体
」
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
哲
学
の
円
環
的
限
定
の
思
想
は
述
語
主
義
の

立
場
に
於
て
時
間
に
即
し
て
空
間
も
し
く
は
自
然
の
内
面
性
を
考
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
は
か
か

る
円
環
的
限
定
の
思
想
は
習
慣
性
、
日
常
、Sitte	

な
ど
を
考
え
る
論
理
的
基
礎
と
な
り
得
る
も
の
と
し
て
重
要

で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
た
だ
習
慣
を
破
り
得
る
も
の
が
習
慣
を
作
る
こ
と
が
で
き
、
伝
統
を
破
り
得
る
も
の
の
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み
が
伝
統
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
円
環
的
限
定
は
直
線
的
限
定
と
結
び
付
い
て
い
る
。
国
家
は
個
人
と

個
人
と
を
媒
介
す
る
が
、
媒
介
者
と
し
て
そ
れ
は
す
で
に
弁
証
法
的
一
般
者
の
図
式
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
西
田
哲
学
に
於
て
も
単
に
世
界
と
個
人
と
の
直
接
媒
介
を
考
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ

こ
で
は
媒
介
者
と
し
て
種
の
如
き
も
の
が
重
要
な
位
置
を
占
め
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
種

の
如
き
も
の
も
述
語
主
義
の
立
場
に
於
て
弁
証
法
的
世
界
の
自
己
限
定
の
一
様
相
も
し
く
は
一
段
階
と
し
て
考
え

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
種
に
対
す
る
個
の
独
立
性
が
、
ま
た
種
は
種
に
対
し
て
種
で
あ
る
と
い
う
関
係
が

認
め
ら
れ
、
世
界
は
そ
れ
ら
相
互
の
無
限
の
媒
介
の
体
系
と
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
哲
学
に
於
て
は
媒
介
の
体
系
は

結
局
直
線
的
で
あ
る
が
、
述
語
主
義
の
体
系
に
於
て
は
媒
介
は
立
体
的
に
到
る
処
に
於
て
成
立
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
特
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、ラ
ン
ケ
が
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
直
接
に
神
の
傍
に
あ
る
と
云
っ
た
よ
う
に
、

述
語
主
義
の
哲
学
に
於
て
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
無
限
の
媒
介
の
過
程
に
入
り
な
が
ら
、
し
か
も
す
べ
て
直
接
に
絶

対
無
に
於
て
あ
る
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
ど
こ
ま
で
も
媒
介
乃
至
否
定
を
重
要
視
し
な
が
ら
、
他
方
同
時

に
直
接
的
結
合
を
説
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
述
語
主
義
の
哲
学
で
あ
る
。
前
の
方
面
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

後
の
方
面
を
無
視
す
る
こ
と
は
却
っ
て
抽
象
的
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
西
田
哲
学
に
対
す
る
私
の
批
評
を
述
べ
よ
と
の
君
の
要
求
は
、
現
在
の
私
に
は
な
お
力
の
足
ら
な
い
、
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西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て

あ
ま
り
に
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
根
本
に
於
て
私
は
、
私
自
身
の
哲
学
を
築
い
て
ゆ
く
こ
と
が
そ
の
批
評
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。
ま
た
解
釈
は
す
で
に
批
評
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
西
田
哲
学
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
と

い
う
こ
と
が
、
す
で
に
そ
れ
に
対
す
る
批
評
を
含
ん
で
い
る
。
と
り
わ
け
西
田
哲
学
の
如
く
種
々
の
発
展
を
経
て

い
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
の
時
期
、
そ
の
い
ず
れ
の
論
文
を
最
も
重
要
と
見
る
か
は
、
人
々
に
よ
っ

て
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
す
で
に
批
評
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
西
田
哲
学
に
於
て
は
従
来

主
と
し
て
論
理
、
し
か
も
そ
の
基
本
的
な
形
式
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
具
体
的
な
個
々
の
問

題
に
適
用
し
、
拡
張
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
際
或
は
そ
の
不
十
分
な
点
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
る

か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
立
場
だ
け
を
議
論
し
て
い
て
は
、
結
局
抽
象
論
に
終
る
こ
と
を
免
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の
具
体
的
な
適
用
と
拡
張
に
よ
っ
て
個
々
の
範
疇
を
発
見
し
、
更
に
範
疇
相
互
の
弁
証
法
的
体
系
の
形
成
に
ま
で

到
る
こ
と
が
大
切
な
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
際
私
は
、
西
田
哲
学
は
い
わ
ば
円
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
円
を

一
定
の
角
度
に
於
て
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
角
度
を
与
え
る
も
の
は
永
遠
の
意
味
に

於
け
る
現
在
で
な
く
、
時
間
的
な
現
在
、
従
っ
て
ま
た
未
来
の
見
地
で
あ
る
。
西
田
哲
学
は
現
在
が
現
在
を
限
定

す
る
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
実
践
的
な
時
間
性
の
立
場
、
従
っ
て

過
程
的
弁
証
法
の
意
味
が
弱
め
ら
れ
て
い
は
し
な
い
か
と
思
う
。
行
為
の
立
場
に
立
つ
西
田
哲
学
が
な
お
観
想
的
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で
あ
る
と
批
評
さ
れ
る
の
も
、
そ
れ
に
基
づ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
田
辺
先
生
が
「
種
の
論
理
」
を
強
調
さ
れ

る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
と
関
聯
し
て
生
ず
る
一
つ
の
疑
問
は
、
個
物
が
無
数
の

個
物
に
対
す
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
真
に
矛
盾
が
考
え
得
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
数
の
独
立
な
個
物
が
非

連
続
的
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
過
程
的
弁
証
法
は
考
え
ら
れ
ず
、
個
人
が
二
つ
の
階
級
の
如
き
も
の

に
統
一
さ
れ
て
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
社
会
的
矛
盾
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
弁
証
法
は
多
元
的
で
な

く
二
元
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
過
程
的
弁
証
法
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
田

辺
先
生
の
よ
う
に
種
の
論
理
を
考
え
る
に
し
て
も
、
単
に
無
数
の
種
が
非
連
続
的
に
存
在
す
る
と
い
う
の
で
は
同

様
の
疑
問
が
残
る
。
西
田
哲
学
の
弁
証
法
は
こ
れ
ら
の
問
題
を
如
何
に
解
決
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
畢
竟

「
和
解
の
論
理
」
と
な
り
、
そ
こ
で
は	 Entw

eder-oder	

と
い
う
実
践
の
契
機
が
失
わ
れ
は
し
な
い
か
。
過
程
的

弁
証
法
は
抽
象
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
述
語
主
義
の
論
理
は
如
何
に
し
て
こ
れ
を
自
己
の
契
機
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
は
西
田
哲
学
に
於
け
る
「
永
遠
の
今
」
の
思
想
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
私
は
も
う
少

し
よ
く
西
田
哲
学
を
勉
強
し
た
上
で
更
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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【1939.1

〜7

】

世
界
史
の
哲
学

近
年
わ
が
国
に
お
い
て
も
歴
史
哲
学
に
つ
い
て
種
々
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
歴
史
哲
学
は
流
行
哲
学
の
一

つ
に
属
す
る
と
云
っ
て
も
好
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
か
ら
の
哲
学
は
歴
史
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
え
云
わ
れ

て
い
る
。
私
は
こ
の
意
見
に
必
ず
し
も
反
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
同
じ
こ
と
な
ら
私
は
云
い
た
い
、
こ

れ
か
ら
の
哲
学
は
世
界
史
の
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
。

「
世
界
史
の
哲
学
」
と
い
う
語
は
む
ろ
ん
私
の
新
造
語
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
の
語
は
哲
学
者
の
間
で
「
歴
史

哲
学
」
と
い
う
語
が
術
語
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
と
同
様
に
術
語
的
に
用
い
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
全
集
の
中
に
「
歴
史
哲
学
」（Philosophie der G

eschichte

）
に
関
す
る
講
義
の
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
誰
も
知
っ
て
い
る
が
、
ラ
ッ
ソ
ン
版
で
は
そ
れ
が
「
世
界
史
の
哲
学
」（Philosophie der W

eltgeschichte

）
に

関
す
る
講
義
と
し
て
新
た
に
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
が
世
界
史
の
哲
学
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
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名
称
の
こ
と
な
ど
如
何
で
も
好
い
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
は
短
見
で
あ
る
。
名
称
は
哲
学
者
に
と
っ
て
も
謂

わ
ば
そ
の
政
治
的
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
種
々
の
主
義
の
名
は
自
分
自
身
の
与
え
た
も
の
で
あ

る
よ
り
も
却
っ
て
反
対
者
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
。
歴
史
哲
学
と
い
っ
て
も
世
界

史
の
哲
学
と
い
っ
て
も
同
じ
で
な
い
か
、歴
史
哲
学
に
は
形
式
的
歴
史
哲
学
と
内
容
的
歴
史
哲
学
と
が
区
別
さ
れ
、

世
界
史
の
哲
学
と
い
う
の
は
内
容
的
歴
史
哲
学
の
こ
と
で
な
い
か
、
と
云
う
の
は
、
命
名
と
い
う
も
の
の
有
す
る

歴
史
性
を
考
え
な
い
非
歴
史
的
な
見
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
知
識
の
問
題
に
関
す
る
研
究
は
ギ
リ
シ
ア
哲
学
以
来

つ
ね
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
に
「
認
識
論
」
は
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
、
そ
し
て
カ
ン
ト
に
始
ま
っ
た
と

云
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
。
我
々
は
そ
こ
に
認
識
論
と
特
に
呼
ば
れ
る
知
識
の
問
題
に
関
す
る
研
究
の
歴
史
性
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
古
来
如
何
な
る
哲
学
が
人
間
に
つ
い
て
研
究
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
る
に

何
故
に
「
人
間
学
」
と
特
に
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
現
代
に
お
い
て
現
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
学
の

歴
史
性
、
そ
の
謂
わ
ば
歴
史
的
使
命
に
つ
い
て
考
え
な
い
で
、
人
間
に
つ
い
て
の
研
究
は
何
で
も
人
間
学
で
あ
る

か
の
よ
う
に
思
う
の
は
間
違
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
我
々
は
「
歴
史
哲
学
」
と
い
う
も
の
の
歴
史
性
を
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
、
そ
し
て
我
々
は
云
う
、「
歴
史
哲
学
」
は
そ
の
歴
史
性
に
お
い
て
「
世
界
史
の
哲
学
」
に
移
行
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
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「
歴
史
哲
学
」
―
―
し
か
も	 “Philosophie der G

eschichte”	

と
い
う
よ
り
も	 “G

eschichtsphilosophie”	

と
い

う
語
で
表
さ
れ
る
―
―
は
そ
の
歴
史
性
に
お
い
て
カ
ン
ト
的
な
問
題
設
定
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
日
本

に
お
い
て
は
、
歴
史
哲
学
は
先
ず
新
カ
ン
ト
派
の
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
等
の
歴
史
哲
学
と
し
て
入

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
派
の
歴
史
哲
学
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
世
界
史
の
哲
学
を
形
而
上
学
的
構
成
に
過
ぎ
ぬ
と
し

て
却
け
て
歴
史
学
に
関
す
る
認
識
論
的
研
究
を
そ
の
主
要
な
対
象
と
し
て
い
る
。
や
が
て
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
が
一

層
多
く
顧
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
し
て
も
、
歴
史
哲
学
は
彼
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
の
「
純
粋
理
性
の
批
判
」

に
類
す
る
「
歴
史
的
理
性
の
批
判
」
の
意
味
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
に
お
け
る
真
の

歴
史
哲
学
は
却
っ
て
彼
の
歴
史
的
著
作
そ
の
も
の
の
う
ち
に
こ
そ
含
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
真
面

目
に
研
究
し
て
み
る
者
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
カ
ン
ト
派
の
衰
微
と
共
に
歴
史
哲
学
も
生
の
哲
学
、現
象
学
、

存
在
論
等
の
立
場
に
移
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
し
て
も
歴
史
哲
学
と
い
わ
れ
る
も
の
は
我
が
国
に
お
い
て
は
現
在
に

至
る
ま
で
形
式
的
な
問
題
の
究
明
に
止
ま
っ
て
具
体
的
な
世
界
史
の
哲
学
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

世
界
史
の
哲
学
に
対
す
る
要
求
は
あ
の
世
界
戦
争
（
一
九
一
四
―
一
九
一
八
）
の
結
末
と
共
に
現
実
的
に
な
っ

た
。こ
の
要
求
に
逸
速
く
応
ず
る
こ
と
の
で
き
た
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
る
。マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学
に
は
種
々

の
弱
点
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
大
き
な
強
味
の
一
つ
は
、
そ
れ
が
世
界
史
の
発
展
に
関
す
る
統
一
的
な
思
想
を



四
四
〇

有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
戦
後
の
世
界
に
広
く
普
及
し
た
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
の
哲
学
も
一
種
の
世
界
史
の
哲

学
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
形
態
学
的
考
察
の
相
対
主
義
は
却
っ
て
世
界
史
の
統
一
的
な
理
念
の

抛
棄
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
。
そ
の
他
種
々
の
流
行
の
形
態
学
的
理
論
は
一
種
の
歴
史
哲
学
で
は
あ
っ
て
も
世
界

史
の
哲
学
で
は
な
い
。
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
哲
学
に
も
一
種
の
歴
史
哲
学
は
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
大
き
な
弱
味
の

一
つ
は
、
そ
れ
が
世
界
史
の
発
展
に
関
す
る
統
一
的
な
思
想
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
、
理
論
的

に
真
に
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
抗
し
得
る
思
想
は
、み
ず
か
ら
世
界
史
の
哲
学
を
提
げ
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

単
な
る
「
歴
史
哲
学
」
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
新
し
い
「
世
界
史
の
哲
学
」
で
あ
る
。

現
代
が
転
換
期
で
あ
る
こ
と
は
マ
ル
ク
ス
主
義
者
で
な
く
て
も
誰
も
認
め
て
い
る
。
第
二
次
世
界
戦
争
へ
の
危

機
に
つ
い
て
さ
え
絶
え
ず
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
代
に
お
い
て
果
た
し
て
人
々
は
世
界
史
の
哲
学
を
有
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
史
の
う
ち
に
キ
リ
ス
ト
教
が
大
き
な
勢
力
と
な
り
得
た
の
も
そ
れ
が
自
己
の
世

界
史
の
哲
学
を
有
し
た
か
ら
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
壮
大
な
体

系
に
組
織
さ
れ
た
よ
う
な
世
界
史
の
哲
学
を
有
し
た
。
歴
史
家
の
云
う
よ
う
に
、
そ
の
後
の
歴
史
哲
学
は
殆
ど
す

べ
て
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
哲
学
の
影
響
の
も
と
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
影
響
が
な
お
生
命
的
で
あ
っ

た
限
り
、
歴
史
哲
学
は
世
界
史
の
哲
学
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
や
が
て
そ
の
歴
史
哲
学
も
単
な
る
歴
史
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哲
学
ノ
ー
ト

哲
学
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
、
世
界
史
の
哲
学
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
に
至
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
は
、
現

代
の
弁
証
法
神
学
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
哲
学
的
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
努
力
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、

そ
こ
に
そ
れ
の
力
が
あ
る
と
云
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
や
は
り
歴
史
哲
学
に
止
ま
っ
て
世
界
史
の
哲

学
に
ま
で
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

歴
史
と
は
何
か
、
歴
史
的
知
識
と
は
何
か
、
歴
史
的
時
間
と
は
何
か
、
歴
史
的
主
体
と
は
何
か
、
等
々
に
関
す

る
歴
史
哲
学
的
考
察
が
全
く
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
研
究
は
具
体
的
な
世
界
史
の
哲

学
に
と
っ
て
前
提
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歴
史
哲
学
が
単
に
そ
の
よ
う
な
問
題
を
論
議
す
る
歴
史
哲
学
に
止

ま
っ
て
世
界
史
そ
の
も
の
の
動
き
に
つ
い
て
具
体
的
な
哲
学
的
構
想
を
有
し
な
い
と
こ
ろ
に
現
代
の
歴
史
哲
学
の

無
力
が
あ
る
。
哲
学
は
今
日
何
よ
り
も
歴
史
哲
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
歴
史
哲
学
は
今
日
世
界
史
の

哲
学
と
し
て
新
た
に
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
転
換
期
に
お
い
て
哲
学
が
指
導
性
を
有
す
べ
き
で
あ
る
な

ら
ば
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

最
近
わ
が
国
に
お
い
て
は
支
那
事
変
の
世
界
史
的
意
義
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
頻
り
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
の
根
柢
に
世
界
史
の
哲
学
が
な
い
た
め
に
、
否
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
哲
学
さ
え
な
い
た
め
に
、
そ
の

論
ぜ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
如
何
に
も
偶
然
的
で
あ
り
、
間
に
合
わ
せ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
を
如
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何
と
も
し
難
い
の
で
あ
る
。
支
那
事
変
の
世
界
史
的
意
義
が
闡
明
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
史
の
全
体

の
過
程
に
つ
い
て
の
歴
史
哲
学
的
構
想
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
哲
学
者
の
構
想
力
の
問
題
で
あ
る
。
時

代
に
対
す
る
情
熱
の
中
か
ら
生
れ
る
構
想
力
、
時
代
に
対
す
る
認
識
と
結
び
附
い
た
構
想
力
、
す
べ
て
の
予
言
者

の
う
ち
に
生
き
て
い
る
構
想
力
、
そ
の
よ
う
な
構
想
力
が
今
日
の
哲
学
者
に
必
要
で
あ
る
。

日
本
精
神
に
つ
い
て
種
々
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
好
い
。
し
か
し
日
本
精
神
の
哲
学
も
世
界
史
の
哲
学
を
根
柢
に

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
事
実
は
反
対
に
、
従
来
の
日
本
精
神
論
は
歴
史
性
の
問
題
を
全
く
無
視
し
た

非
歴
史
的
な
見
方
に
終
っ
て
い
る
。
日
本
精
神
と
い
っ
て
も
具
体
的
に
は
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
お
け
る
時

代
精
神
と
し
て
規
定
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、か
か
る
も
の
と
し
て
発
展
的
に
統
一
的
に
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

我
々
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
の
は
、
今
日
の
時
代
精
神
と
し
て
の
日
本
精
神
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
べ
き
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
精
神
の
歴
史
哲
学
は
今
日
に
お
い
て
は
世
界
史
の
哲
学
の
う
ち
に
意
義
づ
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
文
化
の
固
有
性
に
つ
い
て
論
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
好
い
。
し
か
し
そ
の
議
論
も
現
在
で
は
比
較
形
態
学
的
な

議
論
に
止
ま
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
世
界
の
種
々
な
る
地
域
に
お
け
る
文
化
に
つ
い
て
の
形
態
学
的
な
考
察
、
こ

の
一
種
の
歴
史
哲
学
的
方
法
は
、
あ
の
世
界
戦
争
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
世
界
史
の
統
一
的
な
理
念
の
喪
失
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哲
学
ノ
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と
共
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
お
よ
そ
時
代
と
い
う
も
の
を
無
視
し
て

東
洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
を
抽
象
的
に
比
較
論
評
し
て
み
て
も
多
く
の
意
義
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
例
え

ば
デ
カ
ル
ト
と
ジ
ー
ド
と
が
一
緒
に
入
っ
て
く
る
我
が
国
に
お
い
て
は
時
代
意
識
の
混
乱
が
つ
ね
に
存
在
し
て
い

る
。
時
代
意
識
の
混
乱
と
い
う
も
の
は
現
代
の
日
本
に
特
殊
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
こ
の
国
に
お
け
る
文
化
の

混
乱
の
一
つ
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
我
々
は
先
ず
時
代
意
識
の
混
乱
を
矯
正
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
そ
う
す
れ
ば
、
束
洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
に
つ
い
て
の
無
駄
な
議
論
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
東

洋
文
化
と
西
洋
文
化
と
い
う
問
題
も
世
界
史
の
哲
学
の
新
た
な
建
設
を
基
礎
に
し
て
、
世
界
史
の
統
一
的
な
理
念

の
も
と
に
考
察
さ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
世
界
史
の
哲
学
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
に
対
抗
す
る
た
め
に
は
我
々
は
我
々
自
身
の
世
界
史
の
哲
学
を

も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
西
洋
文
明
は
物
質
文
明
で
東
洋
文
明
は
精
神
文
明
で
あ
る
と
い
っ
た
種
類
の
幼
稚
な

議
論
で
は
何
の
役
に
も
立
た
ぬ
。

こ
の
頃
い
わ
れ
て
い
る
東
亜
協
同
体
に
し
て
も
、
思
想
的
に
は
、
新
し
い
世
界
史
の
哲
学
を
根
柢
と
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
在
世
界
史
の
発
展
に
関
す
る
統
一
的
な
思
想
を
有
す
る
殆
ど
唯
一
の
哲
学
と

い
っ
て
も
好
い
マ
ル
ク
ス
主
義
を
止
揚
し
得
る
よ
う
な
新
し
い
世
界
史
の
哲
学
を
も
っ
て
現
れ
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
。

論
理
と
心
理

近
代
の
哲
学
は
、
感
性
と
悟
性
と
を
相
互
に
抽
象
化
し
た
よ
う
に
、
論
理
と
心
理
と
を
相
互
に
抽
象
化
し
た
。

何
等
か
心
理
的
で
な
い
論
理
が
あ
り
、
何
等
か
論
理
的
で
な
い
心
理
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
い
わ
ば
文
学
的

な
読
み
方
を
心
得
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
論
理
の
う
ち
に
心
理
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う

し
、
ま
た
も
し
い
わ
ば
哲
学
的
な
読
み
方
を
知
っ
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
心
理
の
う
ち
に
論
理
を
読
み

取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
我
々
、
知
性
派
と
呼
ば
れ
る
者
の
仕
事
は
、
論
理
と
心
理
と
の
統
一
を
企

て
る
こ
と
で
あ
る
。

主
体
的

主
体
的
と
い
う
言
葉
は
い
つ
の
ま
に
か
我
が
国
の
哲
学
の
通
常
の
語
彙
の
う
ち
に
入
っ
て
し
ま
っ
た
。
哲
学
の

科
学
に
対
す
る
特
色
は
、
そ
れ
が
主
体
的
な
認
識
で
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
主
体
的
と

い
う
言
葉
が
普
遍
化
し
た
今
日
、果
た
し
て
我
々
は
実
際
に
主
体
的
な
哲
学
に
出
会
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、



四
四
五

哲
学
ノ
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主
体
的
と
は
行
為
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
そ
し
て
行
為
に
つ
い
て
論
理
的
に
説
明
さ
れ
る
。
け
れ

ど
も
そ
の
よ
う
に
説
明
す
る
哲
学
者
自
身
に
お
い
て
果
た
し
て
実
践
に
対
す
る
已
み
難
い
要
求
が
心
理
的
に
い
き

い
き
と
体
験
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
主
体
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
哲
学
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
何
よ
り
も
先
ず

誠
実
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
体
的
と
は
心
理
的
乃
至
倫
理
的
に
い
え
ば
誠
実
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
誠

実
で
あ
る
場
合
、
今
日
我
が
国
の
哲
学
者
の
う
ち
果
た
し
て
幾
人
が
観
想
よ
り
も
実
践
に
優
位
を
認
め
得
る
状
態

に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
の
書
物
を
心
理
的
に
読
む
の
は
最
も
皮
肉
な
読
み
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

も
と
よ
り
我
々
は
単
に
心
理
的
な
哲
学
を
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
要
求
さ
れ
る
の
は
心
理
と
論
理
と
の
統
一

で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
が
主
体
的
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。

観
想
と
実
践

観
想
的
と
実
践
的
と
い
う
む
づ
か
し
い
区
別
は
、
こ
れ
を
日
本
の
現
実
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
封
建
的
で

あ
る
か
否
か
と
い
う
区
別
に
該
当
す
る
。
我
が
国
の
哲
学
に
は
ま
だ
ま
だ
ア
ウ
フ
ク
レ
ー
ル
ン
グ
【
啓
蒙
】
が
必

要
で
あ
る
。
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驚
異

哲
学
は
驚
異
で
あ
る
と
い
う
の
は
哲
学
に
対
す
る
古
典
的
な
心
理
的
説
明
で
あ
る
が
、
今
日
な
お
つ
ね
に
想
起

さ
れ
る
に
値
す
る
。
例
え
ば
哲
学
者
が
愛
に
つ
い
て
論
ず
る
場
合
、
も
し
彼
が
そ
こ
に
何
等
の
驚
異
も
感
じ
て
い

な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
を
哲
学
的
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
驚
異
は
最
も
知
性
的
な
若
く
は
唯
一
の
知
性
的
な
感

情
で
あ
る
。
現
在
我
が
国
の
哲
学
に
は
こ
の
感
情
が
枯
渇
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
そ
れ
が
現
在
陥
っ
て
い

る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
却
す
る
た
め
に
も
こ
の
感
情
が
活
き
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
論
理
と
は
マ
ン
ネ
リ
ズ

ム
の
こ
と
で
あ
る
か
。

今
日
の
哲
学
に
お
け
る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
は
そ
の
封
建
的
渋
滞
の
ひ
と
つ
の
兆
し
で
あ
る
。

深
さ

我
が
国
の
哲
学
者
に
は
深
さ
と
い
う
も
の
に
対
す
る
特
殊
な
嗜
好
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
嗜
好
も
封
建
的
な
も

の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
明
晰
で
あ
る
こ
と
を
深
さ
に
対
す
る
反
対
物
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
た
だ
論
理
的
で
あ
れ
ば
明
晰
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
心
理
が

即
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
真
に
明
晰
で
あ
る
の
は
心
理
と
論
理
と
の
統
一
の
存
す
る
場
合
で
あ
る
。
深
い
と
い
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わ
れ
て
い
る
も
の
も
、
も
し
心
理
的
な
読
み
方
を
す
る
な
ら
ば
、
意
外
に
浅
い
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
明
晰
で

な
い
か
ら
と
い
う
の
で
、
そ
こ
に
何
か
深
い
も
の
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
我
が
国
の
読
者
の
陥
り
易

い
錯
覚
で
あ
る
。
知
性
は
明
晰
を
求
め
る
。
そ
の
こ
と
は
し
か
し
純
粋
に
論
理
的
も
し
く
は
合
理
的
で
な
け
れ
ば
、

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
透
明
で
あ
る
の
は
断
片
で
な
く
て
結
晶
で
あ
る
。
知
性
の
求
め
る
明
晰
は
論
理

と
心
理
と
の
、
或
い
は
悟
性
と
感
性
と
の
、
或
い
は
理
性
と
感
情
と
の
統
一
、
そ
れ
ら
の
溶
液
の
結
晶
で
あ
る
。

悟
性
の
み
か
ら
は
結
晶
作
用
は
生
じ
な
い
。
知
性
は
結
晶
的
な
明
晰
を
求
め
る
も
の
と
し
て
完
璧
性
に
達
し
よ
う

と
す
る
。
悟
性
自
身
は
完
璧
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
完
璧
な
も
の
は
知
性
的
で
あ
り
、
従
っ
て
あ
ら

ゆ
る
古
典
的
な
も
の
は
知
性
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
知
性
派
は
本
質
的
に
古
典
主
義
者
で
あ
る
。

知
性
の
性
格

古
典
的
時
代
は
悲
劇
的
時
代
で
あ
っ
た
。
知
性
的
と
悲
劇
的
と
は
ニ
ー
チ
ェ
が
考
え
た
よ
う
に
対
立
す
る
も
の

で
は
な
い
、
悲
劇
的
精
神
な
し
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
主
知
主
義
は
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ

り
単
な
る
悲
劇
的
精
神
か
ら
は
知
性
の
哲
学
は
生
れ
得
な
い
、
悲
劇
的
精
神
は
極
端
な
非
合
理
主
義
と
も
な
り
得

る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
知
性
の
哲
学
を
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
と
考
え
る
こ
と
ほ
ど
大
き
な
誤
り
は
な
い
。
単
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な
る
オ
プ
チ
ミ
ズ
ム
の
哲
学
は
単
な
る
合
理
主
義
の
哲
学
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
の
も
の
と
真
の
知
性
の
哲
学
と

の
差
異
が
あ
る
。

形
の
哲
学

形
の
哲
学
は
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
そ
の
一
つ
を
形
相
学（Eidologie

）

と
呼
び
、
他
の
一
つ
を
形
態
学
（M

orphologie

）
と
称
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
エ
イ
ド
ス
も
モ
ル
フ
ェ
ー
も
ギ

リ
シ
ア
語
で
は
共
に
形
を
意
味
す
る
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
古
典
哲
学
に
お
け
る
イ
デ
ア
リ
ス
ム
ス
―
―
イ
デ
ア
と
い

う
語
も
も
と
形
を
意
味
し
た
―
―
は
、
我
々
の
用
語
に
従
え
ば
、
形
相
学
的
で
あ
っ
た
。
形
相
学
的
思
想
は
特
に

プ
ラ
ト
ン
を
模
範
と
す
る
に
反
し
て
形
態
学
的
思
想
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
つ
な
が
る
に
し
て
も
、
そ
の
固
有
な

意
味
に
お
い
て
は
比
較
的
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
ゲ
ー
テ
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
た
。

形
相
学
的
方
向
―
―
形
相
が
不
変
な
も
の
、
永
遠
に
自
己
同
一
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
形
相
の

超
越
性
乃
至
先
験
性
を
主
張
し
、
形
相
は
経
験
か
ら
分
離
さ
れ
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
と
考

え
る
。
論
理
学
や
数
学
の
如
き
純
粋
科
学
、
乃
至
は
数
学
的
自
然
科
学
を
そ
の
固
有
の
地
盤
と
し
て
い
る
。
形
相

は
或
い
は
法
則
、
或
い
は
範
疇
、
或
い
は
形
式
の
意
味
の
も
の
と
な
り
、
一
般
に
概
念
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
、
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か
く
し
て
形
の
固
有
の
意
味
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
な
っ
た
。

形
態
学
的
方
向
―
―
イ
デ
ア
の
内
在
性
を
説
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
端
を
発
し
て
い
る
。
形
は
内
在
的
な
も

の
と
考
え
ら
れ
、
経
験
的
現
実
の
う
ち
に
観
察
さ
れ
る
。
形
は
運
動
乃
至
発
展
と
結
び
付
け
ら
れ
る
。
生
物
学
、

特
に
歴
史
学
が
そ
の
固
有
の
領
域
と
な
っ
て
い
る
。
形
は
或
い
は
個
性
、
或
い
は
タ
イ
プ
、
或
い
は
ス
タ
イ
ル
と

考
え
ら
れ
る
。
形
は
生
物
学
的
な
も
の
に
近
づ
け
ら
れ
た
が
、
同
時
に
相
対
主
義
に
陥
る
こ
と
と
も
な
っ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
に
お
け
る
形
の
哲
学
は
し
か
し
観
想
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
共
通
の
特
徴
と
し
て
い

る
。
形
の
哲
学
は
、
従
来
、
観
想
の
哲
学
の
最
も
代
表
的
な
も
の
、
最
も
純
粋
な
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
如
何
に

し
て
形
の
哲
学
は
行
為
の
哲
学
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

形
の
哲
学
は
技
術
の
概
念
を
根
柢
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
為
の
哲
学
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
か

よ
う
な
技
術
の
哲
学
は
従
来
の
形
相
学
的
思
想
と
形
態
学
的
思
想
と
を
自
己
の
う
ち
に
止
揚
し
綜
合
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

知
性
の
哲
学
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
形
相
学
の
主
知
主
義
と
し
て
出
発
し
た
が
、
そ
の
形
の
哲
学
は
今
日
形
態

学
と
な
る
に
及
ん
で
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
な
ど
に
見
ら
れ
る
如
く
非
合
理
主
義
と
な
っ
て
知
性
の
哲
学
か
ら
離
れ
る

に
至
っ
た
。
新
し
い
知
性
の
哲
学
は
技
術
の
概
念
を
根
柢
と
し
つ
つ
行
為
の
哲
学
と
な
る
と
共
に
、
形
相
学
的
思
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想
と
形
態
学
的
思
想
と
を
自
己
の
う
ち
に
綜
合
し
つ
つ
合
理
主
義
と
非
合
理
主
義
と
を
止
揚
し
た
も
の
と
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。観

念
論
と
唯
物
論

唯
物
論
と
観
念
論
と
の
区
別
は
、
意
識
の
外
部
に
物
が
あ
る
と
認
め
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い

う
の
が
唯
物
論
者
の
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
区
別
の
規
準
そ
の
も
の
は
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

規
準
は
た
だ
知
識
の
立
場
に
お
い
て
の
み
意
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
知
る
と
い
う
作
用
を
そ
れ
自
身
と
し
て

抽
象
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
主
体
は
意
識
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
観
念
論
は
そ
の
立
場
に
立
ち
、
意
識

が
主
体
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
そ
し
て
す
べ
て
存
在
す
る
も
の
は
意
識
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
。
意
識
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
観
念
と
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
唯
物
論
も
ま
た

そ
の
点
に
お
い
て
観
念
論
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
物
と
は
意
識
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と

唯
物
論
者
が
云
う
と
き
、
そ
れ
は
た
だ
知
識
の
立
場
に
お
い
て
の
み
意
味
を
有
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ま
も
し

行
為
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
物
は
単
に
意
識
の
外
部
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
身
体
の
外
部
に
あ
る
と
云
わ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
身
体
を
有
す
る
も
の
と
し
て
物
に
働
き
掛
け
物
を
変
化
し
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
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物
は
我
々
の
身
体
の
外
部
に
あ
る
。
物
は
単
に
内
部
と
見
ら
れ
る
意
識
の
外
部
に
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
外
部
と

見
ら
れ
る
身
体
よ
り
も
外
部
に
あ
る
の
で
あ
り
、
か
よ
う
に
し
て
真
に
外
部
に
あ
る
も
の
と
し
て
独
立
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
た
だ
意
識
の
外
部
に
あ
る
と
い
う
の
み
で
あ
れ
ば
、
物
は
限
り
な
く
観
念
化
さ
れ
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。
物
は
身
体
よ
り
も
外
部
に
あ
る
も
の
で
あ
る
故
に
、
ど
こ
ま
で
も
観
念
化
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
の
で
あ

る
。
行
為
の
主
体
と
い
わ
れ
る
も
の
は
単
な
る
意
識
で
な
く
、
身
体
を
具
え
た
現
実
の
生
命
と
し
て
の
人
間
で
あ

る
。
実
践
の
立
場
に
立
つ
と
称
す
る
唯
物
論
も
、
物
と
は
意
識
の
外
部
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
み
ず
か
ら
実
践
の
立
場
を
抛
棄
し
て
い
る
。
知
る
と
い
う
作
用
を
そ
れ
自
身
と
し
て
抽
象
し
た
知
識

の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
論
も
唯
物
論
も
同
様
に
抽
象
的
で
あ
る
。
何
故
に
行
為
の
立
場
は
知
識
の

立
場
よ
り
も
具
体
的
で
あ
ろ
う
か
。
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
行
為
す
る
と
い
う
こ
と
と
ど
こ
ま
で
も
異
な
っ
て

い
る
が
、
し
か
し
認
識
は
行
為
の
一
種
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
行
為
の
立
場
は
歴
史
的
社
会
的
人
間
の

現
実
の
立
場
そ
の
も
の
で
あ
る
。
知
識
も
歴
史
的
社
会
的
現
実
の
う
ち
に
お
い
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

実
践
と
制
作

観
念
論
の
哲
学
は
従
来
ま
た
実
践
を
も
意
識
の
問
題
と
し
て
、従
っ
て
単
に
意
志
の
問
題
と
し
て
考
え
て
き
た
。
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こ
の
抽
象
性
を
脱
却
す
る
た
め
に
は
実
践
を
制
作
と
し
て
、物
を
作
る
こ
と
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

実
践
は
物
体
を
作
る
こ
と
で
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
人
間
を
作
る
こ
と
、
自
己
自
身
を
形
成
す
る
こ
と
、
他
の

人
間
を
形
成
す
る
こ
と
、
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
と
し
て
、
つ
ね
に
制
作
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
実

践
は
他
に
働
き
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
自
身
に
働
き
掛
け
る
こ
と
で
あ
る
。
作
る
も
の
は
同
時
に
作
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
実
践
は
意
識
の
内
部
に
お
け
る
こ
と
と
し
て
で
な
く
、
世
界
の
う
ち
に
お
け
る
出
来
事
と
し
て
捉

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
実
践
を
制
作
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
単
に
意
志
の
こ
と
で
あ
り
得
ず
、
却
っ
て
す
べ

て
の
実
践
は
知
性
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

自
然
史
と
人
間
史

行
為
の
立
場
に
立
つ
と
い
う
こ
と
は
主
観
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と
で
な
く
、
真
に
客
観
的
な
立
場
に
立
つ
こ
と

で
あ
る
。
実
践
を
制
作
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
史
と
人
間
史
と
は
結
び
付
け
ら
れ
る
。
実
践
は
制
作
と

し
て
す
べ
て
技
術
的
な
も
の
で
あ
る
。「
技
術
は
自
然
の
作
品
を
継
続
す
る
」（J. Pacotte, La pensèe	 technique, 

1931, p. 10.

）。
人
間
の
技
術
は
自
然
を
継
続
す
る
。
自
然
は
技
術
的
で
あ
る
。
自
然
は
形
あ
る
も
の
を
作
り
ま

た
形
の
変
化（transform

ation

）を
遂
げ
る
。
自
然
は
制
作
的
で
あ
る
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
云
っ
て
い
る
、
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「
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
」（Physica, 

II, 8.

）。
技
術
は
自
然
の
作
品
を
継
続
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
史
と
人
間
史
と
は
結
び
付
け
ら
れ
る
。
人
間
は

世
界
の	 transform

ation	

の
一
つ
の
要
素
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
技
術
を
中
心
と
し
て
考
え
る
場
合
、
こ
れ
ま

で
科
学
に
お
い
て
数
学
的
自
然
科
学
の
み
が
偏
重
さ
れ
て
来
た
の
に
対
し
、
自
然
史
的
科
学
の
重
要
性
が
認
め
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
る
。
一
般
に
機
械
的
な
―
―
必
ず
し
も
機
械
論
を
意
味
し
な
い
―
―
科
学
を
モ
デ
ル
と

し
た
哲
学
に
対
し
、
形
の
哲
学
が
新
た
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
私
の
い
う
構
想
力
の
論
理
の
意
義
も
そ
こ
に

あ
る
。

意
識
の
発
生

具
体
的
な
も
の
を
抽
象
的
な
も
の
か
ら
説
明
す
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
逆
に
抽
象
的
な
も
の
が
具
体
的
な
も
の
か

ら
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
意
識
の
発
生
と
い
う
抽
象
的
な
形
而
上
学
的
問
題
も
歴
史
的
社
会
的
な
具
体
的
事
実

の
う
ち
に
説
明
の
鍵
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
学
問
の
発
達
と
は
何
で
あ
る
か
、
意
識
の

発
達
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
学
問
に
よ
っ
て
我
々
が
環
境
を
支
配
し
得
る
に
従
っ
て
、
我
々
の
意
識
は
拡
大
し
て
ゆ

く
。
か
よ
う
に
し
て
一
般
的
に
い
え
ば
、
意
識
の
発
生
は
生
命
の
環
境
支
配
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
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る
に
生
命
は
環
境
を
支
配
し
得
る
に
応
じ
て
主
体
と
し
て
独
立
に
な
る
、
そ
こ
で
能
動
性
、
自
主
性
、
独
立
性
は

意
識
の
本
質
的
な
規
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
主
観

主
義
の
哲
学
は
近
代
に
お
け
る
自
然
科
学
の
発
達
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
自
然
科
学
の
発
達
は
人
間
の
環

境
に
対
す
る
支
配
を
拡
大
し
た
。
意
識
の
能
動
性
、
自
主
性
、
独
立
性
を
強
調
し
た
カ
ン
ト
の
哲
学
は
こ
の
よ
う

な
事
実
を
背
景
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
意
識
の
独
立
性
を
認
め
な
い
唯
物
論
は
間
違
っ
て
い
る
、
意
識
的
に
な
る

と
い
う
こ
と
は
独
立
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
意
識
の
独
立
性
と
い
う
こ
と
か
ら
、
意
識
を

抽
象
し
て
、
意
識
が
主
体
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
場
合
、
ひ
と
は
同
様
に
抽
象
的
な
観
念
論
に
陥

る
の
で
あ
る
。
生
命
は
意
識
的
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
的
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
生
命
は
つ
ね
に
環

境
の
う
ち
に
あ
る
。
主
体
は
、
意
識
は
、
抽
象
的
に
能
動
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
受
動
的
・
能
動
的
で
あ
る
の
で

あ
る
。

科
学
の
媒
介

抽
象
的
な
観
念
論
も
唯
物
論
も
、
近
代
科
学
の
影
響
の
も
と
に
生
れ
た
。
東
洋
に
は
抽
象
的
な
観
念
論
も
唯
物

論
も
存
在
し
な
い
と
い
わ
れ
る
の
も
、
東
洋
に
お
い
て
は
科
学
が
発
達
し
な
か
っ
た
こ
と
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
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哲
学
ノ
ー
ト

う
。
し
か
し
新
し
い
東
洋
の
哲
学
は
科
学
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
そ
の
際
科
学
は
技
術
と
結
び

付
け
ら
れ
て	 transform

ation	

の
一
般
的
概
念
が
科
学
の
う
ち
に
広
く
導
き
入
れ
ら
れ
、
か
よ
う
に
し
て
ま
た
こ

れ
ま
で
数
学
的
自
然
科
学
の
方
法
に
対
し
て
不
当
に
軽
視
さ
れ
て
い
た
自
然
史
的
科
学
の
意
味
の
新
た
に
認
識
さ

れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

経
験
論

経
験
論
は
現
実
尊
重
の
意
図
に
お
い
て
全
く
正
し
い
。
し
か
し
従
来
の
経
験
論
は
近
代
の
機
械
論
的
な
考
え
方

に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
に
陥
っ
て
い
る
。そ
れ
は
感
覚
や
観
念
を
そ
れ
だ
け
多
く
の
孤
立
し
た
存
在
と
考
え
、

か
よ
う
な
ア
ト
ミ
ズ
ム
を
基
礎
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
観
念
聯
合
の
機
械
的
な
法
則
に
よ
っ
て
経
験
を
説
明
し
よ
う

と
し
た
。
経
験
に
与
え
ら
れ
る
も
の
が
ば
ら
ば
ら
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
も
経
験
論

の
機
械
的
な
見
方
を
脱
却
し
て
お
ら
ず
、
寧
ろ
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
こ
れ
を
前
提
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
彼

の
い
う
悟
性
は
そ
の
よ
う
な
ば
ら
ば
ら
な
多
様
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
、
こ
の
統
一
作
用
は
経
験
の

外
部
か
ら
来
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
か
よ
う
に
し
て
主
観
は
世
界
の
外
部
に
あ
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。

経
験
が
全
く
主
観
化
さ
れ
、
単
な
る
心
理
的
の
事
実
と
見
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
と
い
う
も
の
が
た
だ
知
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識
の
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
、
行
為
の
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
。

主
観
主
義
と
客
観
主
義

主
観
主
義
と
客
観
主
義
と
は
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
両
者
に
あ
っ
て
共
に
働
く
自
己
は
世

界
の
外
部
に
お
か
れ
て
い
る
。
客
観
主
義
に
お
い
て
は
世
界
は
単
に
客
観
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

主
体
的
に
働
く
自
己
は
世
界
の
中
に
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
主
観
主
義
に
お
い
て
は
主
観
は
世
界
の
外
に
立
つ
こ

と
に
よ
っ
て
主
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

ア
メ
リ
カ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
は
そ
の
系
図
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
経
験
論
の
哲
学
の
発
展
で

あ
る
。
デ
ュ
ー
イ
は
伝
統
的
な
経
験
の
概
念
を
批
判
し
、
且
つ
「
経
験
の
担
い
手
が
世
界
の
外
部
に
あ
る
か
の

よ
う
に
考
え
る
」
見
方
に
反
対
し
て
、
生
命
と
環
境
と
の
力
学
的
聯
関
を
強
調
し
て
い
る
（D

ew
ey, The N

eed 

for	 R
ecovery of Philosophy in “C

reative Intelligence”, 1917.

）。
そ
の
考
え
方
は
顧
み
ら
る
べ
き
も
の
が
多
い

が
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
に
は
歴
史
的
な
見
方
が
欠
け
て
い
る
。
新
大
陸
に
お
い
て
は
ま
だ
歴
史
が
浅
い
か
ら
な
の
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哲
学
ノ
ー
ト

で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
な
見
方
は
或
る
意
味
に
お
い
て
は
ド
イ
ツ
の
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
歴
史
哲
学

と
称
す
る
も
の
が
あ
ら
ゆ
る
非
合
理
主
義
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
は
生
物
学
的
で
あ
る
と
批
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
に
は
イ
デ
ア
的
な
思
想
が
、
従
っ
て
ま
た
形
の

思
想
が
欠
け
て
い
る
。
生
物
学
的
と
い
わ
れ
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
も
こ
の
も
の
か
ら
形
の
思
想
を
、
形
の
変
化

（transform
ation

）
の
思
想
を
取
っ
て
来
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
一
面
的
に
動
態
的
で
あ

っ
て
同
時
に
静
態
的
で
な
い
。
生
命
的
な
形
は
単
に
空
間
的
静
止
的
な
も
の
で
な
く
、
動
く
も
の
が
同
時
に
止
ま

り
、
運
動
と
静
止
、
存
在
と
生
成
と
が
一
つ
で
あ
る
と
こ
ろ
に
生
命
的
な
形
が
あ
る
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
は
そ

の
う
ち
に
形
の
思
想
が
敲
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
単
に
い
わ
ゆ
る
生
物
学
的
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
歴
史
哲

学
的
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

イ
デ
ア

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
エ
イ
ド
ス
」
と
い
う
語
は
普
通
に
「
形
相
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
同
じ

語
は
「
観
念
」
と
か
「
概
念
」
と
か
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
不
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
翻
訳

の
た
め
に
プ
ラ
ト
ン
の
エ
イ
ド
ス
は
実
体
化
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
か
の
よ
う
に
誤
解
さ
れ
易
い
の
で
あ
る
。
バ
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ー
ネ
ッ
ト
は
書
い
て
い
る
「
私
は
故
意
に	 “idea”	

と
い
う
語
を
避
け
た
。
そ
れ
は
不
可
避
的
に	 “form

s”	

（eidē,	
ideai

）
が
、
我
々
自
身
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
神
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、concepts

（noēm
ata

）
で
あ
る
と
い
う

よ
う
に
我
々
に
暗
示
し
、
そ
し
て
こ
れ
は
そ
の
説
の
正
し
い
解
釈
を
不
可
能
に
す
る
」（J. B

urnet, Early	 G
reek 

Philosophy, I, p. 154, note 1.

）。
エ
イ
ド
ス
或
い
は
イ
デ
ア
と
い
う
語
は
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
に
お
い
て
も
「
形
」（
フ
ォ
ー
ム
）
と
訳
さ
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（Voir A

. D
iès, 

Parm
énide de Platon, N

otice générale.

）【A
uguste D

iès, 1875-1958, Platon, Œ
uvres com

plètes, t. V
III

】。

ギ
リ
シ
ア
の
論
理
は
根
本
に
お
い
て
形
の
論
理
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
が
単
な
る
「
形
式
論
理
」
と
な
っ
た
の

は
、
そ
れ
が
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
全
く
違
っ
た
地
盤
へ
移
し
入
れ
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。
形
の
論
理
は
形
式
的
な

論
理
で
な
く
て
存
在
論
的
な
論
理
で
あ
る
。

形
の
多
様
性

一
つ
の
形
は
他
の
形
に
対
し
て
初
め
て
形
の
意
味
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
形
が
あ
る
の
で
な
け
れ

ば
、
お
よ
そ
形
と
い
う
も
の
は
な
い
。
イ
デ
ア
は
多
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

形
の
多
様
性
、
そ
れ
が
自
然
の
意
志
で
あ
る
。
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哲
学
ノ
ー
ト

し
か
し
イ
デ
ア
の
多
は
如
何
に
し
て
一
と
関
係
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
す
で
に
プ
ラ
ト
ン
の
弁
証
法
の

根
本
問
題
で
あ
っ
た
。
形
と
形
と
の
関
係
は
概
念
と
概
念
と
の
包
摂
関
係
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
形

の
弁
証
法
が
あ
る
。

構
想
力
の
論
理

ギ
リ
シ
ア
の
形
の
論
理
に
は
制
限
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
先
ず
、
形
と
い
う
も
の
が
永
遠
不
動
の
も
の
と
見
ら

れ
て
、
形
の
歴
史
性
が
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
次
に
、
そ
れ
は
形
と
い
う
も
の
を
観
念
の
立
場
か
ら
捉
え
て
、
行

為
的
に
実
践
的
に
捉
え
な
か
っ
た
。

近
代
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
論
理
は
、
数
学
的
自
然
科
学
に
定
位
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
の
論
理
の
意
味
を
失

っ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
再
び
ギ
リ
シ
ア
的
な
形
の
論
理
に
還
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
形
の

歴
史
性
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ
ア
の
論
理
の
一
つ
の
制
限
を
破
っ
た
が
、
他
の
制
限
は
破
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
彼
も
観
想
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
従
っ
て
ま
た
形
の
歴
史
性
そ
の
も
の
も
根
本
的
に
捉
え
ら
れ
て

い
な
い
。

新
し
い
論
理
は
形
を
行
為
或
い
は
実
践
の
立
場
か
ら
捉
え
ね
ば
な
ら
ぬ
。
形
を
実
践
の
立
場
か
ら
捉
え
る
と
い



四
六
〇

う
の
は
技
術
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
論
理
が
科
学
に
定
位
す
る
に
対
し
て
、
新
し
い
論
理
は
技

術
に
定
位
す
る
。
技
術
が
実
践
的
に
作
り
出
す
も
の
は
つ
ね
に
具
体
的
な
形
で
あ
る
。
し
か
し
技
術
は
法
則
の
科

学
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
新
し
い
論
理
は
科
学
の
論
理
と
抽
象
的
に
対
立
す
る
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
こ

れ
に
結
び
付
き
、
こ
れ
を
媒
介
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
に
は
科
学
の
媒
介
が
欠
け
て
い
る
。

こ
の
新
し
い
論
理
を
私
は
構
想
力
の
論
理
と
呼
ぶ
。
構
想
力
の
論
理
は
形
の
論
理
で
あ
る
。
構
想
と
は
も
と
も

と
形
を
構
想
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
構
想
力
の
論
理
は
形
を
作
る
立
場
に
立
つ
、
既
に
あ
る
形
を
観
想
す

る
立
場
で
は
な
く
新
た
な
形
を
創
造
す
る
立
場
に
立
つ
。

そ
れ
は
主
観
的
と
客
観
的
と
の
統
一
、一
般
的
と
特
殊
的
と
の
統
一
、
理
論
的
と
実
践
的
と
の
統
一
、
合
理
的

と
直
観
的
と
の
統
一
、
と
し
て
の
形
の
論
理
で
あ
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
の
意
味
は
何
よ
り
も
技
術
を
地
盤

と
し
て
最
も
よ
く
説
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
文
化
は
数
学
的
自
然
科
学
を
理
念
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抽
象
的
な
も
の
に
な
っ
た
。
新
し
い
文
化
は
技

術
の
哲
学
的
反
省
の
中
か
ら
理
念
を
捉
え
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
今
日
の
文
化
は
そ
の
あ
ら
ゆ
る
問
題
を
通
じ

て
形
の
論
理
を
要
求
し
て
い
る
。
し
か
も
今
日
弁
証
法
を
説
く
者
は
、
弁
証
法
が
根
本
に
お
い
て
形
の
論
理
で
あ

り
、
形
の
創
造
の
論
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
、
退
屈
な
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
。
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出
発
点

我
々
の
哲
学
の
出
発
点
は
実
践
的
人
間
で
あ
る
。
行
為
す
る
人
間
は
身
体
を
有
す
る
人
間
で
あ
り
、
物
が
あ
る

と
は
単
に
意
識
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
身
体
の
外
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る

も
の
と
し
て
物
は
独
立
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
が
物
を
作
る
と
い
う
の
は
、
我
々
の
身
体
の
外
部
に
独
立
な
も
の

が
出
来
て
く
る
こ
と
で
あ
る
。
実
践
と
は
独
立
な
も
の
と
独
立
な
も
の
と
が
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。
個
体
の
独

立
性
は
実
践
に
と
っ
て
前
提
で
あ
る
。
し
か
る
に
行
為
す
る
と
い
う
場
合
、
我
々
は
ま
た
つ
ね
に
世
界
の
う
ち
に

あ
る
。
何
処
か
世
界
の
外
に
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
主
観
は
実
践
的
な
主
体
で
は
な
い
。
行
為
す
る
人
間
は
つ

ね
に
世
界
の
う
ち
に
、
自
然
の
う
ち
に
、
特
に
社
会
の
う
ち
に
あ
る
人
間
で
あ
る
。
実
践
的
人
間
は
社
会
的
人
間

で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
実
践
の
立
場
に
立
つ
な
ら
ば
、
個
人
が
独
立
の
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
社
会
的
な
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
最
も
明
瞭
な
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
明
瞭
な
事
実
は
哲
学
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
場

合
に
明
瞭
に
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
な
く
、
却
っ
て
最
も
屡
々
忘
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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晰

明
晰
―
―	 Saphēneia	

―
―
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
ギ
リ
シ
ア
の
修
辞
学
の
第
一
の
目
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

ギ
リ
シ
ア
人
が
「
レ
ト
リ
ケ
ー
」
と
呼
ん
だ
も
の
は
今
日
普
通
に
「
レ
ト
リ
ッ
ク
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と

屡
々
ま
さ
に
反
対
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
明
晰
に
考
え
、
明
晰
に
秩
序
付
け
、
単
純
に
正
確
に
表
現
す
る
と

い
う
こ
と
が
、
ギ
リ
シ
ア
の
修
辞
家
の
主
要
な
教
課
で
あ
っ
た
。
明
晰
と
は
何
か
―
―
こ
れ
に
絶
え
ず
思
い
を
到

す
こ
と
が
今
日
も
修
辞
学
に
と
っ
て
、
い
な
、
思
考
そ
の
も
の
に
と
っ
て
、
最
も
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
ギ
リ
シ
ア
人
の
情
熱
、
憂
愁
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
、
何
故
に
彼
等
が
か
よ
う
に
明
晰
を
求
め
た
か

を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
己
の
魂
の
う
ち
に
深
い
渾
沌
、
闇
を
湛
え
る
者
に
し
て
初
め
て
、

何
が
明
晰
で
あ
り
、
何
故
に
明
晰
が
求
め
ら
れ
る
か
、
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
晰
と
は
そ
こ
に
源

を
発
す
る
形
成
へ
の
意
志
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

単
純

す
べ
て
の
偉
大
な
、
生
命
あ
る
思
想
は
本
質
的
に
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
数
千
年
に
亙
る
思
想
史
の
結

論
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
つ
い
て
伝
え
ら
れ
る
林
檎
の
逸
話
も
、
そ
の
こ
と
を
示
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
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あ
ら
ゆ
る
永
続
的
な
思
想
は
「
天
才
的
な
単
純
さ
」
を
有
し
て
い
る
。

思
想
に
お
け
る
デ
カ
ダ
ン
ス
と
は
こ
の
単
純
さ
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
折
衷
主
義
に
欠
け
て
い
る
の
も
こ

の
単
純
さ
で
あ
り
、
そ
こ
に
折
衷
主
義
の
無
力
で
あ
る
と
こ
ろ
の
原
因
が
あ
る
。
我
々
が
そ
れ
に
頼
っ
て
生
き
て

ゆ
く
こ
と
の
で
き
る
の
は
本
質
的
に
単
純
な
思
想
で
あ
る
。

思
想
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ

思
想
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
は
、
そ
れ
が
我
々
に
何
等
か
の
形
―
―
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
、
イ
メ
ー
ジ
、
イ
デ
ー
、
像
、

形
成
―
―
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
の
教
育
的
な
力
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
す
べ
て
の

す
ぐ
れ
た
思
想
家
は
す
ぐ
れ
た
教
育
家
で
あ
る
。
た
だ
概
念
を
与
え
る
だ
け
の
哲
学
、
た
か
だ
か
我
々
の
頭
を
整

理
し
て
く
れ
る
だ
け
の
思
想
に
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
が
欠
け
て
い
る
。

折
衷
主
義
は
論
理
的
で
な
い
の
で
は
な
い
、
寧
ろ
そ
れ
は
論
理
的
に
は
最
も
整
っ
た
思
想
で
あ
る
こ
と
さ
え
で

き
る
。
し
か
し
ひ
と
は
折
衷
主
義
か
ら
は
如
何
な
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
、
イ
メ
ー
ジ
も
、
イ
デ
ー
も
、
得
る
こ
と
が

で
き
ぬ
。
そ
し
て
今
日
、
も
と
も
と
形
の
論
理
で
あ
る
べ
き
筈
の
弁
証
法
が
折
衷
主
義
の
論
理
に
化
し
て
い
る
の

に
我
々
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
は
思
想
の
有
す
る
形
成
力
で
あ
る
。
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概
念
的
な
哲
学
が
我
々
に
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
、
イ
メ
ー
ジ
を
、
イ
デ
ー
を
、
像
を
、
形
を
与
え
得
る
と
い
う
こ
と

は
、
思
想
の
衝
動
力
に
基
づ
い
て
い
る
。
思
想
の
衝
動
力
が
元
来
体
系
構
成
的
な
力
で
あ
る
。
体
系
と
は
教
科
書

的
な
整
理
の
こ
と
で
は
な
い
。
思
想
の
衝
動
力
に
基
づ
く
構
想
が
本
来
の
意
味
に
お
け
る
体
系
で
あ
る
。
思
想
が

創
造
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
概
念
が
形
を
与
え
得
る
力
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

哲
学
と
教
育
と
が
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
根
本
思
想
で
あ
る
。
哲
学
者

が
真
の
教
育
家
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
職
業
的
な
学
校
教
師
と
な
る
に
及
ん
で
、
哲
学
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
を
失

っ
て
し
ま
っ
た
。

形
の
哲
学
と
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト

医
者
は
個
々
の
器
官
を
癒
す
も
の
で
な
く
病
気
し
て
い
る
人
間
を
癒
す
も
の
で
あ
る
、
従
っ
て
今
日
あ
ま
り
に

専
門
化
し
た
医
学
は
も
っ
と
綜
合
的
な
も
の
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
わ
れ
て
い
る
。
学
問
の
専
門
的
分
化
は

学
問
の
発
達
の
た
め
に
必
要
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
綜
合
の
方
面
が
失
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
近
代
社
会
の

性
質
、
そ
の
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
的
ア
ト
ミ
ズ
ム
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

伝
統
的
な
東
洋
の
科
学
は
直
観
的
綜
合
的
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
柢
に
は
形
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相
の
思
想
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
形
と
か
相
と
か
と
い
う
も
の
は
直
観
的
綜
合
的
な
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
形
相
学
的
思
考
は
社
会
的
に
い
え
ば
、
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
結
び
付
い
て
い
る
。
形
の
哲
学

は
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
哲
学
で
あ
り
、
近
代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
い
て
は
形
の
哲
学
は
失
わ
れ
た
。

今
日
新
た
に
形
の
哲
学
が
要
求
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
近
代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
行
詰
り
に
対
し
て
新
し
い

ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
的
社
会
が
形
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
と
関
聯
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
ゲ
マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
は
昔
の
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
と
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
要
素
を
自

己
の
う
ち
に
止
揚
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
丁
度
そ
の
よ
う
に
、
新
し
い
形
の
哲
学
は
昔
の
形
の
哲
学
に

対
し
て
近
代
的
思
考
を
自
己
の
う
ち
に
止
揚
し
た
も
の
と
し
て
生
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
近
代
科
学
に
媒

介
さ
れ
た
技
術
的
形
態
を
モ
デ
ル
に
し
て
考
え
ら
れ
る
と
私
が
い
う
の
も
、
そ
の
意
味
で
あ
る
。

伝
統
的
な
東
洋
的
知
性
の
根
柢
に
は
形
の
思
想
が
あ
っ
た
。
こ
の
形
の
思
想
は
西
洋
的
な
近
代
科
学
、
そ
れ
自

身
と
し
て
は
抽
象
的
と
い
わ
れ
得
る
も
の
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
新
し
い
形
の
哲
学
に
発
展
し
得
る

の
で
あ
る
。
そ
の
連
絡
は
技
術
の
イ
デ
ー
に
お
い
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

西
洋
に
お
け
る
近
代
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
人
間
中
心
主
義
に
対
し
て
、
東
洋
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い

て
は
人
間
と
自
然
と
が
連
続
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
技
術
は
自
然
を
継
続
す
る
。（
本
誌
前
号
〔
本
巻
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〇
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五
一
頁
【
14
頁
前
】「
自
然
史
と
人
間
史
」
参
照
〕）
技
術
に
つ
い
て
の
哲
学
的
反
省
の
中
か
ら
、
東
洋
に

お
け
る
形
の
思
想
に
新
た
な
意
味
を
与
え
る
と
共
に
東
洋
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
新
た
な
意
味
に
活
か
し
、
し
か

も
西
洋
の
科
学
思
想
と
も
結
び
付
い
た
哲
学
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
典

ギ
リ
シ
ア
哲
学
の
古
典
性
に
つ
い
て
、
我
々
は
こ
れ
を
想
起
し
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。

知
識
の
モ
ラ
ル

現
代
の
認
識
論
の
多
く
は
、
認
識
は
判
断
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
立
っ
て
い
る
。
即
ち
本
来
の
意
味
に
お
い
て

知
識
と
い
わ
れ
る
の
は
表
象
で
な
く
判
断
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
判
断
と
は
何
で
あ
る

か
。
判
断
は
表
象
で
な
い
に
し
て
も
表
象
の
結
合
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
何
故
に
表
象
で
な
く

表
象
の
結
合
の
み
が
認
識
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
真
及
び
偽
は
結
合
と
分
離
に
関

わ
る
と
論
じ
て
い
る
（
拙
著
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
』〔
全
集
第
九
巻
収
録
〕
参
照
）。
認
識
は
真
理
と
虚
偽
に

関
わ
り
、
そ
し
て
本
来
の
意
味
に
お
い
て
真
或
い
は
偽
と
い
わ
れ
る
の
は
判
断
の
み
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
の
で
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あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
表
象
の
結
合
は
そ
れ
自
身
表
象
の
作
用
で
あ
り
、
或
い
は
表
象
の
作
用
の
連
続
的
な
発
展

で
あ
り
、
従
っ
て
も
し
表
象
と
い
う
も
の
を
か
く
の
如
く
極
め
て
広
く
解
す
る
な
ら
ば
判
断
は
表
象
と
程
度
的
に

区
別
さ
れ
る
と
し
て
も
、
性
質
的
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
判
断
は
表
象
の
結
合
で
あ
る
と

い
う
の
み
で
な
く
、
判
断
と
表
象
と
の
区
別
は
何
か
別
の
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
こ

の
場
合
表
象
と
異
な
る
判
断
の
固
有
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
判
断
は
承
認
と
否
認
、
肯
定
と
否
定
を
含
む

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
心
的
活
動
を
、
表
象
、
判
断
及
び
愛
憎
の
三
種
に
分
類
し
た
が
、
彼
は
判
断
が
表
象
の
結

合
と
同
じ
で
な
い
こ
と
を
詳
細
に
論
じ
つ
つ
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
す
べ
て
の
判
断
に
お
い
て
表
象
さ
れ

た
表
徴
（M

erkm
ale

）
の
結
合
或
い
は
分
離
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
さ
え
正
し
く
な
い
。
欲
求
或
い
は
嫌

忌
と
同
様
、
承
認
或
い
は
否
認
も
ま
た
専
ら
結
合
或
い
は
関
係
に
向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
が
表
象
す

る
個
々
の
表
徴
も
ま
た
承
認
さ
れ
或
い
は
否
認
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
」（Franz B

rentano, Psychologie vom
	

em
pirischen Standpunkt, H

rsg. v. O
skar K

raus, II. B
d., S. 48

―49.

【
佐
藤
慶
二
訳
「
精
神
現
象
の
分
類
に
就
て
」】）。

判
断
の
固
有
の
特
徴
は
承
認
も
し
く
は
否
認
に
あ
る
。
彼
は
更
に
書
い
て
い
る
、「
表
象
の
う
ち
に
は
徳
や
倫
理

的
悪
は
存
せ
ず
、
認
識
や
誤
謬
は
存
し
な
い
。
そ
れ
ら
は
す
べ
て
表
象
に
と
っ
て
内
的
に
無
関
係
で
あ
り
、
た
か
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だ
か
同
語
異
義
的
に
我
々
は
或
る
表
象
を
倫
理
的
に
善
い
と
か
悪
い
と
か
と
、
真
と
か
偽
と
か
と
呼
び
得
る
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
或
る
表
象
は
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
も
の
を
愛
し
た
者
が
罪
を
犯
す
故
を
も
っ
て
悪
い
と
呼
ば
れ
、

ま
た
そ
れ
は
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
も
の
を
承
認
し
た
者
が
誤
謬
を
犯
す
故
を
も
っ
て
虚
偽
と
呼
ば
れ
る
、
或
い
は

ま
た
、
そ
の
表
象
の
う
ち
に
か
の
愛
へ
の
危
険
が
、
こ
の
承
認
へ
の
危
険
が
与
え
ら
れ
て
い
る
故
を
も
っ
て
、
そ

の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
愛
憎
の
領
域
は
表
象
の
領
域
が
そ
の
最
も
微
か
な
痕
跡
を
も
含

ま
な
い
全
く
新
し
い
種
類
の
完
全
性
と
不
完
全
性
を
我
々
に
示
し
て
い
る
。
表
象
の
現
象
に
愛
憎
が
交
わ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
―
―
少
な
く
と
も
屡
々
、
そ
し
て
責
任
能
力
あ
る
心
的
存
在
に
関
す
る
場
合
―
―
倫
理
的
善
と
悪
が

そ
の
心
的
活
動
の
領
域
へ
は
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
こ
に
判
断
に
つ
い
て
も
ま
た
同
様
の
こ
と
が
云
わ
れ

得
る
。
蓋
し
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
単
な
る
表
象
の
与
ら
な
い
他
の
同
じ
く
新
し
い
且
つ
重
要
な
種
類
の
完
全
性

と
不
完
全
性
が
、
前
に
挙
げ
た
完
全
性
と
不
完
全
性
が
愛
憎
の
領
域
の
財
産
で
あ
る
よ
う
に
、
判
断
の
領
域
の
財

産
で
あ
る
。
愛
憎
が
徳
も
し
く
は
悪
で
あ
る
よ
う
に
、承
認
も
し
く
は
否
認
が
認
識
も
し
く
は
誤
謬
で
あ
る
」（op. 

cit., S. 66

―67.

）。
即
ち
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
依
れ
ば
、
認
識
と
誤
謬
は
、
元
来
、
承
認
と
否
認
に
関
わ
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
倫
理
的
徳
や
悪
と
は
異
な
る
が
、
や
は
り
完
全
性
と
不
完
全
性
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
価
値
に

関
わ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
お
い
て
は
感
情
と
意
志
と
は
統
一
的
に
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一
つ
の
類
と
見
ら
れ
て
い
る
。

表
象
と
判
断
と
が
区
別
さ
れ
る
の
は
、
本
来
の
意
味
に
お
い
て
は
た
だ
判
断
の
み
が
真
或
い
は
偽
と
云
わ
れ
得

る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
い
第
一
次
的
な
意
味
に
お
い
て
で
は
な
い
に
し
て
も
少
な
く
と
も
第
二

次
的
に
は
表
象
も
ま
た
真
或
い
は
偽
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
云
っ
た
通
り
で
あ
ろ
う
。

表
象
と
判
断
と
の
区
別
は
寧
ろ
、
単
純
な
表
象
が
そ
れ
自
身
と
し
て
は
つ
ね
に
単
純
に
真
で
あ
る
に
反
し
て
、
判

断
に
お
け
る
真
は
つ
ね
に
偽
に
対
す
る
真
で
あ
り
、
判
断
は
誤
謬
に
陥
り
得
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。

従
っ
て
虚
偽
乃
至
誤
謬
の
問
題
は
知
識
に
と
っ
て
根
本
問
題
で
あ
る
。
真
理
の
問
題
で
な
く
寧
ろ
虚
偽
の
問
題
が

認
識
論
に
と
っ
て
試
金
石
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
は
『
省
察
録
』
の
中
で
、
如
何
に
し
て
誤
謬
は
生
ず
る
か
と
訊
ね
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
誤

謬
は
二
つ
の
原
因
の
同
時
の
協
働
に
、
言
い
換
え
る
と
、
私
の
う
ち
に
あ
る
認
識
の
能
力
と
選
択
の
能
力
或
い
は

自
由
意
志
に
、
即
ち
悟
性
（intellectus

）
と
同
時
に
意
志
（voluntas

）
に
依
存
す
る
。
蓋
し
悟
性
だ
け
に
よ
っ

て
私
は
観
念
を
捉
え
、
こ
の
観
念
に
つ
い
て
判
断
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
か
よ
う
に
見
る
場
合
、
そ
の
う
ち

に
は
何
等
本
来
の
意
味
に
お
け
る
誤
謬
は
見
出
さ
れ
な
い
。
意
志
の
能
力
は
或
る
同
じ
こ
と
を
為
し
も
し
く
は
為
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さ
な
い
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
即
ち
そ
れ
を
肯
定
し
も
し
く
は
否
定
す
る
、
追
求
し
も
し
く
は
回
避
す
る
こ
と
が

で
き
る
こ
と
）
に
存
す
る
。
或
い
は
寧
ろ
そ
れ
は
、
悟
性
に
よ
っ
て
我
々
に
提
供
せ
ら
れ
た
も
の
を
肯
定
し
も
し

く
は
否
定
す
る
た
め
に
、
そ
う
す
る
こ
と
に
お
い
て
我
々
が
何
等
外
的
な
力
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
な
い
と
感

ず
る
よ
う
に
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
、
そ
れ
を
私
の
理
解
し
な
い
も
の
に
ま
で
拡
げ
る
と
こ
ろ
か

ら
生
ず
る
の
で
あ
る
（D

escartes, M
editationes, IV.

【
三
木
清
訳
『
省
察
』】）。
そ
こ
で
も
し
判
断
の
固
有
の
特
徴

が
肯
定
と
否
定
、
承
認
と
否
認
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
認
識
は
意
志
に
関
わ
り
、
そ
こ
に
誤
謬
の
根
源
も
横
た

わ
っ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
主
と
し
て
誤
謬
の
問
題
を
説
明
す
る
た
め
に
認
識
と
意
志
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
た

が
、
更
に
進
ん
で
、
認
識
の
根
柢
に
は
意
志
が
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
ヴ
ィ
ン

デ
ル
バ
ン
ト
は
云
っ
て
い
る
、「
真
理
と
い
う
賓
辞
は
元
来
―
―
デ
カ
ル
ト
が
近
世
哲
学
に
対
し
て
模
範
的
に
展

開
し
た
如
く
―
―
我
々
が
言
語
的
に
は
文
章
に
お
い
て
表
現
し
そ
し
て
論
理
的
に
は
判
断
と
呼
ぶ
表
象
結
合
に
の

み
相
応
す
る
。
し
か
る
に
判
断
は
心
理
的
過
程
と
し
て
は
極
め
て
特
色
あ
る
構
造
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
お

い
て
は
精
神
的
存
在
の
総
体
が
、
そ
の
理
論
的
な
も
の
並
び
に
実
践
的
な
も
の
の
二
つ
の
典
型
的
な
表
徴
を
も
っ
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て
、
恐
ら
く
最
も
判
明
に
ま
た
最
も
完
全
に
顕
れ
る
。
判
断
す
る
と
い
う
の
は
単
に
表
象
を
互
い
に
結
合
す
る
こ

と
で
な
く
、
寧
ろ
こ
の
結
合
を
妥
当
な
る
も
の
或
い
は
真
な
る
も
の
と
し
て
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
―
―
他
方
否

定
判
断
に
お
い
て
は
こ
の
結
合
を
偽
な
る
も
の
と
し
て
拒
否
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
ス
ト
ア
学
徒
が

巧
み
に
も
名
づ
け
た
こ
の	 axiōm

ata

（
要
求
）
の
う
ち
に
は
、
種
々
の
内
容
を
相
互
の
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
し
も
し
く
は
否
定
す
る
、
主
張
し
も
し
く
は
拒
否
す
る
意
志

的
契
機
が
含
ま
れ
て
い
る
。
判
断
に
お
い
て
表
象
活
動
に
加
わ
る
こ
の
意
志
作
用
は
ス
ト
ア
学
徒
に
よ
っ
て
承
認

（synkatathesis

）
と
呼
ば
れ
た
」（W

ilhelm
 W

indelband, Eineitung in die Philosophie, S.	 196

―197.　

岩
波

文
庫
版
、
第
一
部
、
二
一
七
―
一
八
頁
【『
哲
学
概
論
』】）。
か
よ
う
に
し
て
意
志
決
定
な
し
に
は
判
断
は
成
立
せ
ず
、

意
志
は
認
識
に
と
っ
て
責
任
あ
る
も
の
と
せ
ら
れ
る
。判
断
に
は
意
志
の
契
機
が
含
ま
れ
る
ゆ
え
に
、我
々
は
我
々

の
判
断
に
対
し
て
「
責
任
あ
ら
し
め
ら
れ
る
」（Verantw

ortlich-m
achen

）
の
で
あ
る
。
認
識
の
根
柢
に
は
「
真

理
へ
の
意
志
」（der W

ille zur W
ahrheit

）
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
ひ
と
は
ま
た
理
論
理
性
に
対
す
る
実

践
理
性
の
優
位
の
思
想
を
導
き
出
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
に
こ
れ
ら
の
こ
と
を
記
し
た
の
は
、
認
識
に
と
っ
て
も
そ
の
モ
ラ
ル
の
問
題
が
重
要
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
認
識
論
に
お
い
て
主
知
主
義
的
な
立
場
を
と
る
か
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主
意
主
義
的
な
立
場
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
差
当
り
無
関
係
で
あ
る
。
主
知
主
義
的
な
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て

も
我
々
が
誤
謬
に
陥
る
の
は
我
々
が
我
々
の
意
志
を
我
々
の
悟
性
が
明
晰
判
明
に
理
解
す
る
も
の
以
外
に
拡
げ
て

判
断
を
下
す
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
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
モ
ラ
ル
と
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
寧
ろ
、
我
々
の
意
志
を
制
限
す
る
こ
と
が
知
識
の
モ

ラ
ル
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
モ
ラ
ル

の
問
題
は
ま
た
認
識
の
主
体
は
単
な
る
思
惟
の
如
き
も
の
で
な
く
全
体
の
人
間
で
あ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
全
人
主

義
の
立
場
と
も
差
当
り
無
関
係
で
あ
る
。認
識
す
る
も
の
は
思
惟
で
あ
る
と
い
う
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
は
明
ら
か
で
あ
る
か

ら
、
思
惟
が
完
全
に
働
き
得
る
た
め
に
は
他
の
も
ろ
も
ろ
の
心
的
活
動
が
一
定
の
状
態
に
お
か
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
主
知
主
義
者
の
考
え
る
よ
う
に
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
を
の
み
意
味
す
る
の
で
は
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
寧
ろ
活
溌
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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
、
そ
し
て
徳
と
は
ま
さ
に
か

く
の
如
き
心
の
う
ち
に
お
け
る
秩
序
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
純
粋
に
客
観
主
義
の
立
場
を
と
っ
て
、
認
識
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と
は
対
象
に
純
粋
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
主
観
の
か
よ
う
な
態
度
は
現
実
に
お
い
て
決
し
て
単

に
投
遣
り
の
態
度
で
な
い
こ
と
は
も
と
よ
り
、
単
に
受マ

マ働
的
な
態
度
で
も
な
く
、
極
め
て
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
云
う
よ
う
に
、
本
来
の
認
識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
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
、後
者
は
前
者
に
相
応
す
る
よ
う
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

従
っ
て
意
志
の
一
定
の
性
質
乃
至
状
態
が
認
識
に
と
っ
て
要
求
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
彼
の
い
う
真
理
へ
の
意
志
は

道
徳
的
な
意
志
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
道
徳
的
な
意
志
で
な
い
限
り
真
理
へ
の
意
志
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

尤
も
、新
カ
ン
ト
派
の
哲
学
者
は
こ
の
よ
う
に
知
識
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
欲
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

彼
等
は
そ
の
論
理
主
義
の
立
場
に
お
い
て
一
切
の
心
理
的
な
も
の
を
排
斥
し
、
右
の
如
く
考
え
る
こ
と
は
認
識
の

生
成
に
関
す
る
心
理
主
義
の
見
解
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
認
識
の
生
成
の
問
題
が
認

識
論
に
と
っ
て
無
関
係
で
あ
り
得
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
心
理
の
う
ち
に
は
論
理
が
含

ま
れ
て
い
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
抽
象
的
な
論
理
主
義
は
心
理
を
全
く
除
去
し
た
の
で
な
く
、
寧
ろ
心
理
を

抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
断
の
固
有
の
特
徴
は
承
認
と
否
認
、
或
い
は
肯
定
と

否
定
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
意
志
の
言
葉
を
も
っ
て
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
際
意
志
が
抽
象
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的
な
も
の
に
さ
れ
、
か
く
し
て
抽
象
的
な
倫
理
が
抽
象
的
な
認
識
論
を
支
え
て
い
る
。
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
も

倫
理
―
―
例
え
ば
「
真
理
へ
の
意
志
」
と
い
い
、
ま
た
ゾ
ル
レ
ン
（
当
為
）
と
い
う
―
―
を
予
想
し
て
い
る
。
そ

の
倫
理
の
抽
象
性
が
そ
の
論
理
の
抽
象
性
の
、
従
っ
て
ま
た
そ
の
認
識
論
の
抽
象
性
の
根
源
で
あ
る
。
そ
し
て
も

し
知
識
の
モ
ラ
ル
を
具
体
的
に
考
え
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
知
識
は
表
象
で
あ
る
か
判
断
で
あ
る
か
と
い
う
が
如
き
問

題
は
寧
ろ
従
来
論
ぜ
ら
れ
た
よ
う
な
重
要
性
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

い
ま
古
代
及
び
中マ

マ古
の
哲
学
を
振
り
返
っ
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
近
世
哲
学
に
お
け
る
と
は
反
対
に
、
知

識
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
極
め
て
熱
心
に
説
か
れ
て
い
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。「
認
識
論
」
は
近
世
哲
学
に
お

い
て
ロ
ッ
ク
や
ヒ
ュ
ー
ム
と
共
に
生
れ
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前

の
哲
学
に
お
い
て
も
固
よ
り
知
識
の
問
題
が
論
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
寧
ろ
つ
ね
に
重
要
視
さ
れ
て
き

た
の
で
あ
る
。
近
世
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
認
識
論
は
知
識
の
問
題
か
ら
そ
の
モ
ラ
ル
の
問
題
を
抽
象
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
生
れ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
近
代
的
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
に
お
け
る
文
化
の
抽
象
化
の
一
つ
の

例
を
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
例
え
ば
文
学
の
場
合
作
家
の
モ
ラ
ル
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
重
要
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
、
何
故
に
科
学
者
や
哲
学
者
に
お
い
て
そ
の
モ
ラ
ル
が
同
様
に
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
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れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

中
世
に
お
け
る
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
モ

ラ
ル
を
重
ん
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
認
識
の
道
徳
的
制
約
が
考
え
ら
れ
、
真
の
認
識
に
至
る
た
め
に
は

一
定
の
モ
ラ
ル
が
必
要
と
さ
れ
、
か
く
し
て
禁
欲
等
の
道
徳
的
行
為
が
勧
め
ら
れ
、
他
方
愛
と
認
識
と
の
関
係
が

力
説
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
古
代
哲
学
に
お
い
て
も
、ソ
ク
ラ
テ
ス
に
と
っ
て
既
に
克
己
（enkrateia

）
と
愛
（erōs

）

と
は
真
の
知
識
に
達
す
る
た
め
の
道
徳
的
条
件
で
あ
っ
た
。
エ
ロ
ス
（
愛
）
の
思
想
は
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
発
展

さ
せ
ら
れ
、
彼
の
形
而
上
学
的
認
識
の
説
と
深
く
結
び
付
け
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
従
え
ば
、
哲
学
者
は
エ
ロ
ス

に
よ
っ
て
―
―
エ
ロ
ス
は
不
完
全
な
る
存
在
の
う
ち
に
あ
る
完
全
な
る
存
在
へ
の
希
求
、
非
存
在
の
真
の
存
在
へ

の
運
動
と
し
て
規
定
さ
れ
る
―
―
生
成
消
滅
の
世
界
に
執
す
る
人
間
の
自
然
知
（
ド
ク
サ
）
か
ら
永
遠
な
る
存
在

（
イ
デ
ア
）
の
世
界
に
つ
い
て
の
真
知
（
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
）
へ
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
魂
の
翼

の
運
動
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。『
ポ
リ
テ
イ
ア
』
に
お
け
る
有
名
な
洞
窟
の
神
話
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

こ
に
は
「
魂
の
転
向
」
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
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
。
一
層
世
俗
的
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
さ
え
、
知
識
は
ま
さ
に
「
知
性
的
徳
」
と

し
て
人
間
の
生
活
態
度
の
最
高
の
形
態
で
あ
り
こ
の
知
性
的
徳
に
至
る
た
め
に
は
段
階
的
に
「
倫
理
的
徳
」
が
前
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提
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
古
代
の
哲
学
者
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
哲

学
的
認
識
の
道
徳
的
制
約
に
つ
い
て
絶
え
ず
語
っ
て
い
る
（M

ax Scheler, Vom
 W

esen der Philosophie und der 

m
oralischen B

edingung des philosophischen Erkennens, "vom
 Ew

igen im
 M

enschen", I.

）。
そ
し
て
そ
の
こ

と
は
東
洋
の
学
問
に
お
い
て
は
更
め
て
言
う
ま
で
も
な
く
最
も
明
際
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

近
代
科
学
は
知
識
の
世
俗
化
（secularization

）
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
共
に
哲
学
も
ま
た
世

俗
化
し
た
。
し
か
し
知
識
の
世
俗
化
に
よ
っ
て
知
識
の
モ
ラ
ル
が
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
世
俗
化
そ
の
も
の

が
実
に
近
代
に
お
け
る
知
識
の
モ
ラ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
凡
て
が
世
俗
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
後
に

お
い
て
は
、
世
俗
化
が
一
つ
の
モ
ラ
ル
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
知
識
の
モ
ラ
ル
そ
の
も

の
が
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
日
知
識
の
モ
ラ
ル
の
問
題
は
、
知
識
の
世
俗
化
に
対
す
る
反
動
と
し
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
で
な
く
、
寧
ろ
知
識
が
世
俗
化
し
た
後
に
生
る
べ
き
新
し
い
知
識
の
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
。
知
識
の
モ
ラ
ル
を
確
立
す
る
こ
と
は
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
何
よ
り
も
必
要
で

あ
る
。

知
識
の
モ
ラ
ル
を
考
え
る
こ
と
は
知
識
を
道
学
者
風
に
考
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
寧
ろ
反
対
に
道
徳
を
一
層
知
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的
に
考
え
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
知
識
の
モ
ラ
ル
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
道
徳
を
知
的
に
考
え

る
道
が
与
え
ら
れ
る
。
今
日
知
性
の
民
族
性
と
世
界
性
と
い
う
形
で
提
出
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
こ
れ
を
単
に
い

わ
ゆ
る
認
識
論
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
本
性
に
お
い
て
は
認
識
論
的
問
題
で

な
く
て
倫
理
的
問
題
で
あ
り
、
か
よ
う
に
知
識
の
モ
ラ
ル
の
問
題
と
し
て
把
握
す
る
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
根
本
的

な
重
要
性
を
露
呈
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
今
日
に
お
け
る
知
識
の
モ
ラ
ル
の
問
題
は
知
性
の
民
族
性
と
世
界

性
の
問
題
に
お
い
て
集
中
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

実
体　

関
係　

形
態

古
い
哲
学
的
思
惟
を
支
配
し
て
い
た
の
は
実
体
概
念
で
あ
っ
た
。
近
代
に
お
い
て
数
学
的
自
然
科
学
が
現

れ
る
に
至
っ
て
、
そ
の
哲
学
的
反
省
か
ら
重
要
性
を
有
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
函
数
概
念
で
あ
る
。
実
体

概
念
（Substanzbegriff

）
は
物
概
念
（D

ingbegriff
）
で
あ
り
、
函
数
概
念
（Funktionsbegriff

）
は
関
係

概
念
（R

elationsbegriff

）
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
古
代
的
思
惟
か
ら
近
代
的
思
惟
へ
の
推
移
は
、
実
体

概
念
か
ら
函
数
概
念
へ
の
、
物
概
念
か
ら
関
係
概
念
へ
の
発
展
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
特
に
例
え
ば	 Ernst	

C
assirer, Substanzbegriff und Funktionsbegriff, 1910.

【
山
本
義
隆
訳
『
実
体
概
念
と
関
数
概
念
』】; D

erselbe, D
as 
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Erkenntnisproblem
 in der Philosophie und W

issenschaft der neueren Zeit, 3 B
de., 1906

―1920.

【『
認
識
問
題
：

近
代
の
哲
学
と
科
学
に
お
け
る
』】
を
見
よ
）。
実
体
概
念
と
関
係
概
念
と
は
思
惟
の
方
法
或
い
は
理
念
に
お
け
る
二
つ

の
根
本
的
な
方
向
を
現
し
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
な
お
何
等
か
他
の
方
向
に
お
け
る
思
惟
の
方
法
或
い
は
理
念

が
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
問
う
こ
と
は
、
近
代
的
文
化
の
行
詰
り
が
感
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
き
、
重
要
な

意
義
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
私
は
こ
こ
に
形
態
概
念
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
想
到
す
る
の
で
あ
る
。
関
係

概
念
が
数
学
的
自
然
科
学
を
モ
デ
ル
に
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
形
態
概
念
は
歴
史
科
学
に
モ
デ
ル
を
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
従
来
の
哲
学
が
物
理
的
存
在
に
定
位
し
た
の
に
対
し
て
、
現
代
の
哲
学
に
と
っ
て
の
根
本
問
題

は
歴
史
的
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
は
、
し
ば
し
ば
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
従
来
の
実
体
概
念
或
い

は
関
係
概
念
に
代
る
べ
き
新
し
い
哲
学
に
お
け
る
思
惟
の
根
本
的
方
法
も
し
く
は
理
念
を
現
す
概
念
が
何
で
あ
る

か
は
、未
だ
明
確
に
把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
形
熊
概
念
こ
そ
そ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

実
体
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
る
か
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
依
れ
ば
、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
も
の
で
あ
る
。
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
そ
れ
ら
の
基
礎
に
横
た
わ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
即
ち
「
基
体
」
で
あ
る
。
実
体
は
性
質
、
量
、
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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
。（
拙
著
『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
形
而
上
学
』

第
五
章　
〔
全
集
第
九
巻
一
一
六
頁
以
下
【
第
五
章　

実
有
の
概
念
】〕
参
照
）。

と
こ
ろ
で
形
式
論
理
学
に
お
け
る
概
念
論
に
依
れ
ば
、
概
念
は
特
殊
的
な
個
々
の
も
の
か
ら
、
そ
れ
ら
の
多
数

に
共
通
に
属
す
る
も
の
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
。
か
く
し
て
同
一
の
特
徴
を
共
有
す
る
対
象
を
一

つ
の
類
に
結
合
し
、
こ
の
手
続
を
次
第
に
高
い
段
階
に
お
い
て
繰
り
返
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
こ
こ
に
類
似
性
に
依

る
存
在
の
秩
序
が
漸
次
に
成
立
す
る
。
そ
の
場
合
思
惟
の
本
質
的
な
機
能
は
、
感
覚
的
多
様
性
に
対
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
特
徴
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
非
相
似
の
要
素
の
夾
雑
物
か
ら
解
き
離
さ
れ
て
純
粋
に

そ
れ
だ
け
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
取
り
出
さ
れ
る
。
概
念
は
感
覚
的
実
在
に
対
し
て
無
関
係
な
も
の
と
し
て
現
れ
る

の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
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
の
抽
出
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
こ
の
概
念
構
成
に
よ
っ
て
は
自
然
的
世
界

像
の
統
一
は
何
処
に
お
い
て
も
妨
げ
ら
れ
ず
危
く
さ
れ
な
い
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
こ
の
概
念
構
成
の
固
有
の
長
所

及
び
そ
の
正
当
性
が
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
そ
こ
に
一
つ
の
危
惧
が
生
ず
る
。
形
式
論
理
学
に
お
け
る
概
念
論
に
依
れ
ば
、
概
念
の
外
延
と
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内
包
と
は
逆
比
例
す
る
、
故
に
よ
り
高
い
類
に
昇
る
に
従
っ
て
概
念
の
内
容
は
減
じ
、
か
く
し
て
最
も
高
い
即
ち

最
も
一
般
的
な
概
念
は
も
は
や
何
等
特
徴
的
な
固
有
性
も
限
定
も
有
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
概
念
構
成
の
手

続
に
よ
っ
て
築
か
れ
る
「
概
念
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
は
、
上
に
向
っ
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
対
象
が
そ
の
も
と
に

包
摂
さ
れ
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
特
殊
な
意
味
の
全
く
空
に
な
っ
た
抽
象
的
概
念
に
終
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に

し
て
伝
統
的
論
理
学
の
概
念
構
成
の
方
法
に
お
い
て
最
後
に
達
す
べ
き
目
標
が
全
く
空
虚
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
そ
こ
に
至
る
全
体
の
道
に
対
し
て
も
ま
た
疑
惑
が
生
じ
得
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
概
念
に
向
っ
て
先
ず
要
求

さ
れ
期
待
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
表
象
内
容
の
も
と
の
無
限
定
と
多
様
性
に
対
し
て
明
確
な
一
義
的
な
限
定
を
与

え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
反
対
に
、
そ
の
論
理
的
手
続
を
進
め
れ
ば
進
め
る
ほ
ど
鋭
い
限
界
が
消
し

去
ら
れ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
形
式
論
理
学
の
内
在
的
立
場
を
認
め
る
に
し
て
も
、
概
念
は
も
と
の
直

観
的
な
総
体
に
対
し
て
単
な
る
部
分
内
容
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
部
分
が
全
体
を
支
配
し
且
つ
説
明
す
る
と

い
う
要
求
を
掲
げ
る
の
で
あ
る
。
概
念
は
、
も
し
そ
れ
が
そ
の
出
発
点
で
あ
っ
た
特
殊
的
な
場
合
を
廃
棄
し
、
そ

の
固
有
性
を
否
定
す
る
に
過
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
あ
ら
ゆ
る
価
値
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
否
定
の
作
用
は
む
し
ろ
全
く

積
極
的
な
仕
事
の
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
そ
こ
に
残
っ
た
も
の
は
、
単
に
任
意
に
取
り
出
さ
れ
た
部
分

で
あ
る
の
で
な
く
、却
っ
て
そ
れ
に
よ
っ
て
全
体
が
限
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
な
契
機
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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よ
り
高
い
概
念
は
よ
り
低
い
概
念
に
対
し
て
そ
の
特
殊
的
な
形
成
の
根
拠
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
理
解
さ

れ
得
る
も
の
と
な
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
概
念
構
成
の
伝
統
的
な
規
則
は
、
か
よ
う
な
目
的
が
真

に
達
せ
ら
れ
る
保
証
を
自
己
の
う
ち
に
含
ん
で
い
な
い
。
ロ
ッ
ツ
ェ
の
例
を
借
り
る
な
ら
ば
、
桜
実
と
肉
と
を
、

赤
い
、
汁
気
の
あ
る
、
食
べ
ら
れ
る
物
体
と
い
う
概
念
の
も
と
に
包
括
す
る
に
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
論
理
的

な
概
念
に
達
し
た
と
は
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
明
ら
か
に
概
念
構
成
の
伝
統
的
な
一
般
的
形
式
的
規

則
は
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
他
の
思
想
的
な
規
準
を
予
想
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
し
て
実
際
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
論
理
学
の
こ
の
間
隙
は
形
而
上
学
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
る
。彼
に
と
っ
て
概
念
は
任
意
の
対
象
か
ら
共
通
な
要
素
を
取
り
出
し
て
き
た
単
に
主
観
的
な
図
式
で
な
く
、

存
在
論
的
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
彼
の
純
粋
に
論
理
的
な
理
論
は
絶
え
ず
実
体
の
根
本
概
念
に
関

係
付
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
（V

gl. H
. M

aier, D
ie Syllogistik des Aristoteles, II, 2, 1900, S. 183ff.

）。
彼

の
実
体
の
形
而
上
学
の
背
景
を
除
い
て
彼
の
論
理
学
の
本
質
的
な
意
味
は
理
解
さ
れ
な
い
。
彼
に
依
れ
ば
、
実
体

は
第
一
次
的
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
量
、
性
質
、
時
、
場
所
等
の
種
々
の
存
在
規
定
は
た
だ
こ
の
物
的
基
体

に
お
い
て
支
柱
を
見
出
し
、
そ
れ
自
身
と
し
て
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
何
よ
り
も
関

係
の
範
疇
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
に
お
い
て
従
属
的
な
位
置
に
お
か
れ
た
。
関
係
は
本
来
の
本
質
概
念
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に
対
し
て
依
存
的
な
も
の
に
止
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
物
の
そ
の
属
性
に
対
す
る
範
疇
的
な
根
本
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
る
に
近
代
に
至
っ
て
、
ま
さ
に
関
係
の
概
念
が
指
導
的
な
位
置
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
。
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ

ー
ム
、
カ
ン
ト
等
の
認
識
批
評
は
つ
ね
に
実
体
の
概
念
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実

体
概
念
と
関
係
概
念
と
の
間
に
想
定
さ
れ
る
相
異
な
る
価
値
関
係
に
従
っ
て
、
論
理
学
の
二
つ
の
典
型
的
な
形
態

が
区
別
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

近
代
自
然
科
学
に
特
徴
的
な
認
識
論
は
、
例
え
ば
こ
れ
を
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
に
お
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
認
識
論
が
模
写
説
（A

bbildtheorie

）
で
あ
る
に
対
し
て
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
そ
れ
は
記
号
説

（Zeichentheorie

）と
し
て
特
色
付
け
ら
れ
る
。
我
々
の
感
覚
や
表
象
は
対
象
の
模
写
で
な
く
、記
号
で
あ
る
。
我
々

は
心
象
と
模
写
さ
れ
た
対
象
と
の
間
の
同
等
を
要
求
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
か
か
る
一
致
は
こ
の
場
合
確
か
め
る

こ
と
が
で
き
ぬ
。
記
号
は
何
等
実
体
的
類
似
を
要
求
す
る
の
で
な
く
、
た
だ
双
方
の
側
の
構
造
の
機
能
的
（
函
数

的
）
対
応
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
記
号
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
た
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
。
か
く
て
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
、
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こ
の
現
実
が
そ
の
も
と
に
立
ち
且
つ
そ
れ
に
従
っ
て
変
化
す
る
規
則
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
一
義
的
に

且
つ
仮
定
を
含
ま
ぬ
事
実
と
し
て
見
出
し
得
る
も
の
は
、
現
象
の
う
ち
に
お
け
る
法
則
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々

に
と
っ
て
現
象
が
理
解
さ
れ
得
る
条
件
で
あ
る
こ
の
法
則
性
は
、
同
時
に
我
々
が
直
接
に
物
そ
の
も
の
に
移
し
得

る
唯
一
の
属
性
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
我
々
は
物
を
、
そ
れ
が
た
だ
そ
れ
だ
け
と
し
て
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
お
い
て
で
な
く
、
却
っ

て
た
だ
そ
の
相
互
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
我
々
は
物
に
お
い
て
た
だ
持
続
と
変
化
の
諸

関
係
を
確
定
し
得
る
の
み
で
あ
る
。
物
は
そ
の
相
互
作
用
の
関
係
に
お
い
て
の
み
我
々
に
知
ら
れ
る
。
ヘ
ル
ム
ホ

ル
ツ
は
云
っ
て
い
る
、「
物
の
あ
ら
ゆ
る
属
性
或
い
は
性
質
は
、
実
は
、
物
の
、
他
の
物
に
或
る
作
用
を
及
ぼ
す

こ
と
の
で
き
る
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
…
…
か
よ
う
な
作
用
を
我
々
は
、
こ
の
も
の
が
そ
れ
に
お
い
て
現
れ
る
反
応

体
を
自
明
な
も
の
と
し
て
挙
げ
な
い
で
心
の
う
ち
に
留
め
て
お
く
場
合
、属
性
と
称
す
る
の
で
あ
る
。か
く
て
我
々

は
或
る
実
体
の
溶
解
性
に
つ
い
て
語
る
、
こ
れ
は
水
に
対
す
る
そ
れ
の
関
係
で
あ
る
。
我
々
は
そ
れ
の
重
さ
に
つ

い
て
語
る
、
こ
れ
は
地
球
に
対
す
る
そ
れ
の
引
力
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
我
々
は
そ
れ
と
同
一
の
権
利
を
も
っ
て

青
い
と
称
す
る
、
こ
の
場
合
た
だ
そ
れ
の
正
常
な
眼
に
対
す
る
作
用
を
現
す
こ
と
に
関
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

自
明
な
こ
と
と
し
て
前
提
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
が
属
性
と
称
す
る
も
の
が
つ
ね
に
二
つ
の
物
の
間
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の
関
係
に
関
し
て
い
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
作
用
は
も
ち
ろ
ん
決
し
て
単
に
一
つ
の
作
用
者
の
性
質
に
依
存
す
る

の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
は
一
般
に
た
だ
そ
れ
に
対
し
て
作
用
さ
れ
る
第
二
の
も
の
の
性
質
に
関
係
し
て
、
ま
た

そ
れ
に
依
存
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
」H

elm
holtz, Vorträge und Reden, 4te A

ufl., 1896, S. 321.

）。
物
と
属

性
の
範
疇
は
関
係
の
範
疇
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
や
実
体
概
念
の
優
位
に
対
し
て
関
係
概
念
の
、
或
い
は
機
能
概
念
の
、
或
い
は
作
用
概
念
の
優
位
が
成
立
す

る
。
か
よ
う
に
し
て
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
」（Psychologie ohne Seele

）
が
唱
え
ら
れ
、
ま
た
物
理
学
に
つ
い
て
も
、「
物
質
は
消
滅
し
た
」
か

の
如
く
に
さ
え
云
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
く
の
如
き
思
想
、
即
ち
科
学
か
ら
あ
ら
ゆ
る
存

在
論
的
要
素
を
原
理
的
に
排
除
し
得
る
と
す
る
こ
と
は
間
違
っ
て
い
る
。
認
識
の
相
対
性
を
主
張
し
た
よ
う
に
見

え
る
右
の
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
の
思
想
も
、
そ
の
真
の
意
味
は
、
我
々
は
つ
ね
に
た
だ
存
在
要
素
の
間
の
関
係
を
の
み

―
―
そ
の
際
こ
れ
ら
の
要
素
そ
の
も
の
は
た
と
い
な
お
一
つ
の
ぼ
ん
や
り
し
た
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
核
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
る
に
せ
よ
―
―
思
惟
的
に
把
握
し
得
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
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
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
我
々
の
考
え
る
形
態
概
念
は
、
い
わ
ば
、
実
体
概
念
と
関
係
概
念
と
の
綜
合
で
あ
る
。
古
代
的
な
実
体
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概
念
が
関
係
の
概
念
を
単
に
附
帯
的
な
も
の
と
見
、
ま
た
近
代
的
な
関
係
概
念
が
実
体
の
概
念
を
廃
棄
し
よ
う
と

し
た
の
に
対
し
て
、
新
し
い
形
態
概
念
は
実
体
概
念
と
関
係
概
念
と
を
綜
合
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、形
態
概
念
は
実
体
的
な
も
の
を
現
し
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
形
相
が
実
在
と
見
ら
れ
た
。

殊
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
い
わ
ゆ
る
内
在
的
形
相
即
ち
質
料
に
内
在
す
る
形
相
を
考
え
、
個
別
的
実
体
の
思
想
に

達
し
、
且
つ
存
在
を
運
動
に
お
い
て
眺
め
、
実
体
で
あ
る
形
相
は
運
動
を
通
じ
て
現
れ
、
運
動
の
う
ち
に
不
変
な

も
の
と
し
て
持
続
す
る
も
の
と
考
え
た
。
か
よ
う
な
思
想
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
に
お
い
て
発
展
さ

せ
ら
れ
、
モ
ナ
ド
は
表
象
作
用
を
本
質
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
或
い
は
主
観
性
の
契
機
が
そ
こ
に
導
き
入

れ
ら
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
実
体
の
概
念
は
更
に
ゲ
ー
テ
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
。

ゲ
ー
テ
の
形
態
学
（M

orphologie

）
に
お
い
て
形
態
（G

estalt

）
の
概
念
は
運
動
と
静
止
と
の
統
一
で
あ
る
。「
形

態
は
運
動
す
る
も
の
、
生
成
す
る
る
の
、
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
形
態
の
説
は
変
化
の
説
で
あ
る
。
形
態
変
化

の
説
は
自
然
の
一
切
の
記
号
に
対
す
る
鍵
で
あ
る
」、
と
云
っ
て
、
彼
は
形
態
概
念
に
お
け
る
動
的
契
機
を
強
調

し
て
い
る
。
し
か
し
他
面
、
彼
は
ま
た
形
態
概
念
に
お
け
る
静
的
契
機
に
注
目
し
て
云
っ
て
い
る
、「
ド
イ
ツ
人

は
現
実
的
本
質
の
存
在
の
複
合
に
対
し
て
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
（
形
態
）
と
い
う
語
を
持
っ
て
い
る
。
彼
は
こ
の
言
葉

に
お
い
て
運
動
的
な
も
の
を
抽
象
し
、一
の
聯
関
あ
る
も
の
（ein Zusam

m
engehöriges

）
が
確
定
さ
れ
た
も
の
、
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完
結
し
た
も
の
、
そ
の
性
格
に
お
い
て
固
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
我
々
が
す
べ
て
の
形
態
、

特
に
有
機
的
形
態
を
観
察
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
何
処
に
も
固
定
し
た
も
の
、
静
止
し
た
も
の
、
完
結
し
た
も
の

が
存
せ
ず
、
む
し
ろ
一
切
が
不
断
の
運
動
に
お
い
て
動
揺
し
て
い
る
の
を
見
出
す
。
…
…
我
々
が
そ
の
語
（
ゲ
シ

ュ
タ
ル
ト
と
い
う
語
）
を
使
う
場
合
、
我
々
は
た
だ
イ
デ
ー
を
、
概
念
を
、
或
い
は
経
験
に
お
い
て
た
だ
そ
の
瞬

間
に
と
っ
て
の
み
固
定
し
た
も
の
を
考
え
る
の
で
あ
る
」。
ゲ
ー
テ
に
依
れ
ば
、
一
切
の
現
象
は
極
性
か
ら
、「
収

縮
と
拡
張
」（die Systole und D

iastole

）
か
ら
展
開
さ
れ
る
。「
形
な
き
も
の
、
性
格
な
き
も
の
へ
」
進
み
ゆ
く

拡
張
は
、
収
縮
に
よ
っ
て
一
定
の
形
態
に
限
定
さ
れ
る
。「
生
命
的
統
一
の
根
本
性
質
は
、
分
離
し
、
結
合
し
、

普
遍
的
な
も
の
に
入
り
、
特
殊
的
な
も
の
に
止
ま
り
、
変
化
し
、
特
殊
化
し
、
千
の
条
件
の
も
と
に
お
け
る
生
命

的
な
も
の
が
示
す
よ
う
に
、
現
れ
消
え
、
固
体
化
し
溶
解
し
、
凝
固
し
流
動
し
、
拡
が
り
縮
ま
る
こ
と
で
あ
る
」。

凡
て
は
永
遠
の
収
縮
と
拡
張
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
形
成
作
用
で
あ
る
。「
自
然
と
芸
術
の

最
高
に
し
て
唯
一
の
操
作
は
形
成
作
用
（G

estaltung

）
で
あ
る
」、
と
ゲ
ー
テ
は
一
八
〇
八
年
十
月
三
十
日
附
の

ツ
ェ
ル
テ
ル
へ
の
書
簡
の
中
で
云
っ
て
い
る
。
形
態
は
静
止
で
あ
る
と
共
に
運
動
で
あ
る
、
そ
れ
は
「
た
だ
そ
の

瞬
間
に
と
っ
て
の
み
固
定
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
形
態
は
形
態
変
化
を
遂
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

形
態
概
念
の
動
的
意
味
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ゲ
ー
テ
は
形
態
を
機
能
的
な
も
の
と
見
た
と
考
え
る
こ
と
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が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
形
態
は
固
定
し
た
形
式
で
な
く
、
静
的
な
本
質
で
も
な
く
、
却
っ
て
機
能
で
あ
る
。「
我
々

が
一
の
事
物
の
本
質
を
言
い
表
そ
う
と
企
て
て
も
無
駄
で
あ
る
。
我
々
の
目
に
と
ま
る
の
は
働
き
で
あ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
働
き
の
完
全
な
歴
史
が
と
も
か
く
か
の
事
物
の
本
質
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
。
我
々
が
一
人
の
人
間
の
性

格
を
描
こ
う
と
努
力
し
て
も
無
駄
で
あ
る
、
反
対
に
彼
の
も
ろ
も
ろ
の
行
動
、
彼
の
も
ろ
も
ろ
の
行
為
を
総
括
す

る
が
よ
い
、
そ
う
す
れ
ば
そ
の
性
格
の
形
象
は
我
々
に
対
し
て
現
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
」（『
色
彩
論
』
序
）。
人

間
は
彼
の
環
境
、
社
会
、
過
去
及
び
現
在
の
歴
史
と
交
渉
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
自
己
の
本
質
を
形
成
し
、

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
性
格
は
た
だ
世
界
の
流
の
う
ち
に
お
い
て
の
み
形
成
さ
れ
る
」、
と
ゲ
ー
テ
は
云

っ
て
い
る
。
性
格
は
形
態
で
あ
る
が
、
形
態
は
主
体
と
環
境
と
の
相
互
作
用
の
関
係
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
り
、

か
か
る
も
の
と
し
て
形
態
は
機
能
的
な
も
の
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
環
境
と
の
関
係
を
離
れ
て
形
態
は
考
え
ら

れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
も
し
形
態
が
単
に
主
体
と
環
境
と
の
相
互
作
用
の
関
係
か
ら
の
み
考
え
ら
れ
る
も
の
と

し
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
実
体
的
意
味
を
有
す
る
と
は
云
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
形
態
が
実
体
的
意
味
を
有
す
る
た

め
に
は
、
主
体
は
環
境
を
限
定
す
る
と
共
に
環
境
か
ら
限
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
同
時
に
主
体
は
自
己

自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
限
定
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
形
態
は
ど
こ
ま
で
も
主
体
の
自
己
自

身
の
う
ち
か
ら
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
ど
こ
ま
で
も
主
体
と
環
境
と
の
作
業
的
関
係
か
ら
形
作
ら
れ
て
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く
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
形
態
は
機
能
的
で
あ
る
と
共
に
実
体
的
で
あ
り
、
実
体
概
念
で
あ
る
と
同
時

に
関
係
概
念
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
思
想
は
現
代
の
歴
史
学
及
び
精
神
科
学
に
直
接
或
い
は
間
接
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の

影
響
は
想
像
さ
れ
る
よ
り
も
遥
に
深
く
且
つ
広
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
ゲ
ー
テ
の
思
想
は
芸
術

的
直
観
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
形
態
概
念
は
一
層
実
証
的
な
基
礎
に
立
つ
と
共
に
、
一
層
論
理
的
に
解
明
さ
れ
る
こ

と
を
要
求
し
て
い
る
。

現
代
に
お
け
る
形
態
概
念
的
思
惟
へ
の
傾
向
は
、
第
一
に
、
機
械
論
的
思
惟
に
対
す
る
反
動
と
し
て
現
れ
た
。

関
係
概
念
的
思
惟
の
発
達
は
近
代
の
機
械
論
的
世
界
観
の
発
達
と
結
び
付
い
て
い
た
。
そ
の
原
子
論
的
見
方
に
対

し
て
全
体
論
的
見
方
が
到
る
処
現
れ
て
来
た
。
機
械
性
の
概
念
に
代
っ
て
全
体
性
の
概
念
が
指
導
的
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
先
ず
特
に
現
代
の
精
神
科
学
或
い
は
心
理
学
に
お
い
て
顕
著
で
あ

る
。
い
わ
ゆ
る
精
神
科
学
的
心
理
学
も
し
く
は
構
造
心
理
学
、或
い
は
全
体
性
心
理
学（G

anzheit-Psychologie

）、

或
い
は
成
全
心
理
学
（Integrationspsychologie
）、
等
々
、
い
ず
れ
も
こ
の
傾
向
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
機

械
的
見
方
と
共
に
抽
象
的
普
遍
的
な
も
の
が
斥
け
ら
れ
、
個
性
的
な
も
の
、
類
型
的
な
も
の
が
求
め
ら
れ
、
類
型

学
（Typologie

）
的
見
方
が
現
れ
て
来
た
。
か
く
の
如
き
傾
向
は
す
べ
て
、
一
般
的
に
云
っ
て
、
形
態
概
念
に
方
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哲
学
ノ
ー
ト

向
付
け
ら
れ
て
い
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
同
時
に
、
実
体
的
な
も
の
を
消
去
し
て
い
っ
た
機

械
的
関
係
概
念
的
思
惟
に
対
す
る
実
体
概
念
へ
の
復
帰
の
傾
向
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
も
と
よ
り
形
而
上
学
的
な
実
体
概
念
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
現
代
に
お
け

る
形
態
概
念
的
思
惟
は
、
第
二
に
、
機
能
的
見
方
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
し
て
強
調
さ
れ
る

の
は
ダ
イ
ナ
ミ
ク
ス
で
あ
る
。
機
能
的
な
力
学
的
な
見
方
は
今
日
の
精
神
科
学
或
い
は
心
理
学
に
お
い
て
は
特
に

環
境
（environm

ent

）
或
い
は
ま
た
場
（field

）
の
概
念
の
導
入
と
結
び
付
い
て
い
る
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学

に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
行
動
主
義
（B

ehaviorism

）
の
心
理
学
が
な
お
機
械
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
全
体

性
の
見
地
が
強
調
さ
れ
、
ま
た
行
動
主
義
の
一
面
的
な
客
観
主
義
的
見
地
に
対
し
て
現
象
学
的
見
方
が
取
ら
れ
、

更
に
環
境
乃
至
場
の
概
念
を
導
き
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
機
能
的
見
方
が
力
説
さ
れ
て
い
る
。
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心

理
学
は
全
体
性
の
心
理
学
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
形
態
概
念
の
機
能
的
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
特

色
が
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
し
て
近
代
の
機
械
論
の
抽
象
性
を
克
服
す
べ
き
も
の
と
し
て
現
れ
た
形
態
概
念
は
、
一
方
構
成
主
義

的
な
関
係
概
念
に
対
し
て
実
体
的
な
も
の
を
認
め
よ
う
と
す
る
と
共
に
、
他
方
実
体
概
念
の
形
而
上
学
的
性
質
を

脱
却
し
て
力
学
的
機
能
的
見
方
に
立
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
本
来
、
実
体
概
念
と
関
係
概
念
と
の
綜
合
と
し
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て
の
形
態
概
念
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
場
合
な
お
次
の
こ
と
を
記
憶
す
べ
き
で
あ
る
。
第
一
、
機
械
的
な
見

方
に
欠
け
て
い
た
の
は
発
展
的
な
見
方
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
全
体
性
も
し
く
は
形
態
の
概
念
が
導
き
入
れ
ら
れ

る
と
共
に
発
展
の
概
念
が
重
要
に
な
っ
た
。
単
に
い
わ
ゆ
る
発
達
心
理
学
（Entw

icklungspsychologie

）
に
お

い
て
の
み
で
な
く
、
精
神
科
学
的
心
理
学
そ
の
他
に
お
い
て
も
発
展
の
概
念
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
形
態
の
概
念

は
発
展
の
概
念
と
結
び
附
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
第
二
、
従
来
の
心
理
学
が
意
識
の
心
理
学
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、

今
日
の
心
理
学
に
お
い
て
次
第
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
行
動
の
概
念
で
あ
る
。
し
か
も
い

わ
ゆ
る
行
動
主
義
の
心
理
学
が
客
観
主
義
の
一
面
的
抽
象
性
に
陥
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
新
し
い
心
理
学
に
お

け
る
行
動
概
念
は
固
有
に
心
理
学
的
な
も
の
を
考
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
ま
た
ミ
ー
ド
の
如
き
は
社
会
的
見
方
を

導
き
入
れ
て
社
会
的
行
動
主
義
（Social behaviorism

）
の
立
場
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
行
動
を
取

扱
う
こ
と
と
行
動
の
立
場
か
ら
考
察
す
る
こ
と
と
は
同
じ
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
の
行
動
主
義
の

心
理
学
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
哲
学
と
が
思
想
的
に
無
関
係
で
な
い
よ
う
に
、
行
動
の
心
理
学
に
は
そ
の
基
礎

に
行
動
の
哲
学
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
動
の
心
理
学
に
は
形
態
概
念
的
思
惟
が
必
要
で
あ
り
、
形
態
概
念
は
真

に
行
動
の
立
場
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

形
態
概
念
は
歴
史
学
（
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
、
チ
ザ
ル
ツ
、
そ
の
他
）
に
お
い
て
、
ま
た
心
理
学
に
お
い
て
先
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哲
学
ノ
ー
ト

ず
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
者
は	 Isom

orphie

（
異
質
同
型
）
の
概
念

を
通
じ
て
形
態
概
念
を
生
理
学
的
現
象
に
も
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
ケ
ー
ラ
ー
の
如
き
は
物
理
的
形
態
（die 

physischen G
estalten

）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
形
態
概
念
は
現
代
化
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
形
相
の
概

念
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
イ
ソ
モ
ル
フ
ィ
ー
の
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
存
在
の
比
論

（analogia entis

）
の
思
想
の
現
代
化
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
形
態
概
念
の
か
く
の
如
き
拡
張
の
基
礎
に
は
正
し
い
行
動
の
哲
学
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
行
動
の

哲
学
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
超
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ト
ー
ル
マ
ン
な
ど
今
日
の
心
理
学
者
の
一
部

に
お
い
て
は
操
作
主
義
（operationism
）
の
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ブ
リ
ッ
ヂ
マ
ン
は
物
理
学
的
概
念

に
つ
い
て
操
作
的
概
念
（operational concepts
）
の
思
想
を
述
べ
て
い
る
。
す
べ
て
実
証
的
知
識
は
一
定
の
物

的
或
い
は
心
的
操
作
も
し
く
は
技
術
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
。
か
よ
う
な
概
念
は
そ
の
獲
得
の
う
ち
に
含
ま
れ
る

操
作
と
当
値（equivalent

）で
あ
っ
て
操
作
的
概
念
と
呼
ば
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
、
か
か
る
測
定
と
同
義
で
あ
る
。
操
作
的
概
念
の
思
想
は
物
理
的
概
念
と
実
験

と
を
不
可
分
の
関
係
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
ブ
リ
ッ
ヂ
マ
ン
に
依
れ
ば
、
実
験
の
場
（experim

ental field

）
の

外
部
に
位
す
る
物
を
取
扱
う
概
念
は
無
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
コ
フ
カ
の
い
わ
ゆ
る
行
動
的
環
境
を
離
れ
て
行
動
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の
意
味
が
考
え
ら
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
実
験
は
小
規
模
に
お
け
る
技
術
で
あ
り
、
或
い
は
そ
れ
自
身
技
術

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
す
べ
て
の
行
動
は
技
術
的
で
あ
る
。
科
学
と
技
術
と
は
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
。
科
学

的
知
識
は
普
通
に
技
術
と
い
わ
れ
る
も
の
の
基
礎
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
特
に
実
験
と
い
わ
れ
る
操
作
或

い
は
技
術
と
不
可
分
に
結
び
付
い
て
い
る
。
近
代
の
認
識
論
は
科
学
に
定
位
を
と
る
と
称
し
な
が
ら
、
科
学
を
技

術
か
ら
抽
象
し
て
考
え
た
。
と
こ
ろ
で
技
術
の
本
質
は
形
成
作
用
（G

estaltung

）
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実

験
的
操
作
と
不
可
分
の
科
学
的
認
識
も
一
種
の
形
成
作
用
で
あ
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
実
体

概
念
と
結
び
付
い
た
模
写
説
、
関
係
概
念
と
結
び
付
い
た
構
成
説
と
い
う
従
来
の
認
識
論
に
対
し
て
、
我
々
の
立

場
は
形
成
説

0

0

0

と
い
う
べ
き
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
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デ
カ
ル
ト
覚
書

デ
カ
ル
ト
覚
書	

	
	

【1942.1,	2

】

一

デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
は
ひ
と
つ
の
伝
記
で
あ
る
。
そ
れ
は
著
者
自
身
が
「
彼
の
理
性
を
正
し
く
導
き
、

も
ろ
も
ろ
の
学
問
に
お
い
て
真
理
を
求
め
る
た
め
の
方
法
の
叙
説
」
で
あ
る
。「
さ
れ
ば
、
私
の
計
画
は
各
人
が

そ
の
理
性
を
正
し
く
導
く
た
め
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
方
法
を
教
え
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
単
に
い

か
な
る
仕
方
で
私
の
理
性
を
私
は
導
こ
う
と
力
め
た
か
を
示
し
た
い
だ
け
で
あ
る
。」
と
彼
は
書
い
て
い
る
。
メ

ル
セ
ン
ヌ
に
あ
て
た
書
簡
（
一
六
三
七
年
三
月
）
の
中
で
、
彼
は
こ
の
書
の
表
題
を
「
方
法
の
論
」（Traité de la 

M
éthode

）
と
し
な
い
で
、「
方
法
の
話
」（D

iscours de la  M
éthode

）
と
す
る
が
、
そ
の
意
味
は
方
法
に
関
す

る
序
言
ま
た
は
私
見
と
い
う
の
と
同
じ
で
あ
っ
て
、
自
分
の
意
図
は
そ
れ
を
教
え
る
こ
と
で
な
く
、
た
だ
単
に
そ

れ
に
つ
い
て
話
す
に
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
彼
は
そ
の
方
法
の
理
論
的
説
明
を
与
え
る
代
り
に
、
彼
の
精
神
に

お
け
る
そ
の
生
成
に
つ
い
て
物
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
思
想
の
伝
記
で
あ
る
、
或
い
は
彼
の
言
葉
に
依

る
と
、
一
つ
の
「
物
語
」（histoire

）
で
あ
り
、
一
つ
の
「
寓
話
」（fable
）
で
さ
え
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
デ
カ
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ル
ト
に
あ
て
た
書
簡
（
一
六
二
八
年
三
月
）
の
中
で
、
貴
方
が
約
束
し
た
「
貴
方
の
精
神
の
歴
史
」（l’histoire de 

votre esprit

）
に
つ
い
て
想
起
し
て
貰
い
た
い
と
い
っ
て
い
る
が
、『
方
法
叙
説
』
は
ま
さ
に
こ
の
彼
の
精
神
の
歴

史
で
あ
る
。
純
粋
な
哲
学
論
が
伝
記
の
形
式
で
述
べ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
時
代
を
、
そ
の
精
神
の
一
つ

の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

『
方
法
叙
説
』
は
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
。
当
時
な
お
学
者
の
一
般
の
用
語
は
ラ
テ
ン
語
で
あ
っ
た
。
ラ
テ

ン
語
が
「
彼
等
の
言
葉
で
、彼
等
の
風
習
で
」
あ
り
（『
省
察
録
』
の
仏
訳
第
一
版
の
告
知
参
照
）、デ
カ
ル
ト
自
身
、『
省

察
録
』、『
哲
学
原
理
』
等
は
ラ
テ
ン
語
で
書
い
て
い
る
。
し
か
る
に
『
方
法
叙
説
』
が
こ
の
よ
う
な
「
ス
コ
ラ
の

言
葉
と
趣
味
」
を
捨
て
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
伝
記
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
こ

と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
代
表
と
す
る
モ
ラ
リ
ス
ト
の
系
統
に
つ
な

が
る
デ
カ
ル
ト
を
認
め
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、『
情
念
論
』【
三
宅
茂
訳
『
感
情
論
』】
と
か
、『
人

間
論
』
と
か
い
う
モ
ラ
リ
ス
ト
風
の
問
題
を
取
扱
っ
た
デ
カ
ル
ト
の
著
作
が
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
、
注
目
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『
方
法
叙
説
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
或
い
は
シ
ャ
ロ
ン
な
ど
と
の
つ
な
が
り
は
随
所
に
示
さ

れ
る
（
落
合
訳
『
方
法
叙
説
』
注
、
更
に
ジ
ル
ソ
ン
版
の
注
等
参
照
）。
こ
れ
ら
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
デ
カ
ル
ト
と
の
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関
係
は
一
定
の
方
向
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
同
じ
く
デ
カ
ル
ト
は
、
エ
ピ
ク
テ

ト
ス
等
の
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
あ
る
（V. B

rochard, D
escartes Stoïcien.

）【"Études de 
philosophie ancienne et de philosophie m

oderne"

】。
そ
こ
に
何
等
か
の
古
代
復
興
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
反
映
を
認
め
得

る
と
す
れ
ば
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
・
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て
語
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト

と
モ
ラ
リ
ス
ト
、
或
い
は
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
と
の
関
係
は
と
り
わ
け
道
徳
論
に
お
い
て
明
ら
か
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
で
に
『
方
法
叙
説
』
は
ひ
と
つ
の
伝
記
で
あ
る
、
そ
こ
で
「
私
の
生
を
絵
図
の
よ
う
に
展
げ
て
み
た
い
」

と
デ
カ
ル
ト
は
い
う
。
か
く
て
、
も
ろ
も
ろ
の
学
問
に
お
い
て
真
理
を
求
め
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
物
語
ろ
う

と
す
る
こ
の
書
物
も
、
生
活
に
お
け
る
規
律
、
道
徳
の
問
題
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
即

ち
彼
は
い
う
、「
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
住
居
を
改
築
し
は
じ
め
る
よ
り
前
に
、
こ
れ
を
取
り
払
い
、
多
く
の
材
料

と
技
術
家
と
を
用
意
し
、
あ
る
い
は
み
ず
か
ら
建
築
術
を
習
得
し
、
な
お
ま
た
綿
密
に
そ
の
設
計
図
を
作
成
し
た

り
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
な
お
そ
の
上
に
別
の
家
を
準
備
し
、
そ
こ
で
仕
事
を
す
る
間
も
、
気
持
よ
く
暮

し
う
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
私
の
さ
ま
ざ
ま
の
判
断
に
お
い
て
理
性
が
決
意
を
鈍
ら
せ
て
い
る

あ
い
だ
も
、
生
活
は
で
き
る
だ
け
幸
福
に
つ
づ
け
て
ゆ
き
、
自
分
の
日
々
の
行
動
に
か
ぎ
っ
て
は
不
決
断
に
お
ち

い
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
と
、
三
、四
の
格
率
か
ら
成
る
に
過
ぎ
な
い
も
の
だ
が
、
私
は
自
分
の
た
め
に
一
時
し
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の
ぎ
の
道
徳
を
案
出
し
た
の
で
あ
る
。」
か
よ
う
に
し
て
我
々
に
伝
え
ら
れ
る
の
は
デ
カ
ル
ト
の
「
暫
定
的
道
徳
」

（m
orale par provision

）
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
後
に
至
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
道
徳
論
に
つ
い
て
検

討
す
る
で
あ
ろ
う
。
今
は
た
だ
、
如
何
に
こ
の
暫
定
的
道
徳
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、
シ
ャ
ロ
ン
乃
至
エ
ピ
ク
テ
ト
ス

等
に
つ
な
が
る
か
を
簡
単
に
見
て
過
ぎ
る
こ
と
に
す
る
。

い
わ
ゆ
る
暫
定
的
道
徳
と
ス
ト
ア
主
義
者
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
の
関
聯
は
、
そ
の
掲
げ
る
四
つ
の
格
率
を
一

読
す
れ
ば
明
瞭
で
あ
る
。「
第
一
の
格
率
は
、
神
の
恵
を
も
っ
て
私
を
幼
時
か
ら
育
て
て
き
た
宗
教
を
つ
ね
に
守

り
な
が
ら
、ま
た
そ
の
他
の
す
べ
て
の
事
に
お
い
て
は
、私
が
生
き
て
ゆ
く
た
め
に
共
同
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
々

の
、
し
か
も
そ
の
最
も
聡
明
な
人
々
が
実
践
上
で
は
一
般
に
承
認
す
る
と
こ
ろ
の
最
も
穏
健
な
、
極
端
か
ら
は
最

も
遠
い
意
見
に
従
っ
て
自
分
を
支
配
し
な
が
ら
、
国
の
法
律
お
よ
び
慣
習
に
服
従
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。」
そ
こ
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
が
認
め
ら
れ
な
い
か
。「
私
の
第
二
の
格
率
は
、
実
践
上
で
は
私
に
可
能
な
か
ぎ

り
、
ど
こ
ま
で
も
志
を
堅
く
し
て
迷
わ
ぬ
こ
と
、
そ
う
し
て
い
か
に
疑
わ
し
い
意
見
で
あ
る
に
せ
よ
一
た
び
そ
れ

と
み
ず
か
ら
決
定
し
た
以
上
は
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
確
実
な
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
忠
実
に

そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。」
こ
れ
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
で
は
な
い
、
し
か
し
こ
れ
を
補
足
す
る
次
の
句

は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
で
あ
ろ
う
。「
ど
れ
が
最
も
真
実
な
意
見
で
あ
る
か
を
識
別
す
る
力
が
私
共
に
無
い
と
き
に
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は
、
蓋
然
性
の
最
も
多
い
意
見
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
確
か
な
真
理
で
あ
る
。」
第
三
の

格
率
は
全
く
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
或
い
は
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
的
で
あ
る
。「
私
の
第
三
の
格
率
は
こ
う
で
あ
っ
た
、
―

―
運
命
に
よ
り
は
む
し
ろ
自
分
に
う
ち
勝
と
う
と
力
め
、
世
界
の
秩
序
を
よ
り
は
む
し
ろ
自
分
の
欲
望
を
変
え
よ

う
と
力
め
る
こ
と
。
一
般
的
に
い
え
ば
、
私
ど
も
の
権
力
の
埒
内
に
そ
っ
く
り
有
る
も
の
は
私
ど
も
の
思
想
で
あ

る
。
こ
れ
を
除
い
て
は
何
も
無
い
。」
更
に
デ
カ
ル
ト
は
い
う
、「
だ
が
、
万
事
を
か
か
る
斜
面
か
ら
眺
め
る
よ
う

に
慣
れ
る
た
め
に
は
、長
い
経
験
と
し
ば
し
ば
繰
り
か
え
さ
る
べ
き
省
察
と
を
必
要
と
す
る
と
私
は
告
白
し
た
い
。

そ
う
し
て
主
と
し
て
こ
の
事
に
お
い
て
こ
そ
、
み
ず
か
ら
幸
運
の
国
を
見
棄
て
て
、
苦
悩
や
貧
困
に
も
か
か
わ
ら

ず
、神
々
と
そ
の
至
福
を
競
い
え
た
昔
の
哲
学
者
の
秘
訣
も
存
し
た
の
で
あ
る
、と
私
は
思
う
の
で
あ
る
。け
だ
し
、

自
然
が
彼
ら
に
引
い
て
見
せ
た
境
界
線
を
尊
重
す
る
こ
と
に
彼
ら
は
絶
え
ず
専
念
し
て
い
た
の
で
、
彼
ら
の
思
想

の
ほ
か
は
何
も
の
も
彼
ら
の
権
内
に
無
い
こ
と
を
、
他
の
物
に
何
ら
の
愛
着
を
も
抱
か
ぬ
よ
う
に
す
る
た
め
に
は

こ
の
用
意
の
み
で
十
分
で
あ
る
こ
と
を
、
彼
ら
は
実
に
完
全
に
知
り
ぬ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
の

思
想
を
か
く
も
絶
対
的
に
支
配
し
て
い
た
の
で
、
か
よ
う
な
点
に
お
い
て
こ
そ
、
か
か
る
哲
学
を
持
た
ぬ
人
々
よ

り
も
、
自
然
お
よ
び
運
命
の
寵
愛
を
存
分
に
受
け
な
が
ら
自
分
の
欲
す
る
事
を
す
べ
て
彼
ら
の
よ
う
に
支
配
で
き

ぬ
い
か
な
る
人
よ
り
も
、
彼
ら
が
は
る
か
に
多
く
富
み
、
は
る
か
に
強
力
で
、
は
る
か
に
自
由
で
幸
福
な
身
で
あ
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る
と
、
自
分
を
評
価
す
る
根
拠
を
彼
ら
は
握
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
「
哲
学
者
」
と
い
う
の
は
ス
ト
ア

派
の
人
々
、セ
ネ
カ
や
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
ら
を
指
し
て
い
る
。
第
四
の
格
率
は
デ
カ
ル
ト
に
個
人
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
最
後
に
私
は
か
か
る
反
省
の
結
論
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
こ
の
世
の
人
々
の
営
む
雑
多
な
仕
事
に
眼
を
通
し
、

そ
の
う
ち
か
ら
最
善
の
も
の
を
択
ぼ
う
と
し
た
。
い
ま
自
分
以
外
の
人
の
仕
事
に
つ
い
て
か
れ
こ
れ
言
う
こ
と
は

や
め
る
が
、
当
時
の
自
分
と
し
て
は
与
え
ら
れ
た
仕
事
を
つ
づ
け
て
行
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
私
の
理
性
を
開
発
す

る
た
め
に
、
自
分
の
立
て
た
方
法
に
従
っ
て
力
の
か
ぎ
り
真
理
の
認
識
へ
と
前
進
す
る
た
め
に
、
全
生
涯
を
使
い

尽
す
こ
と
よ
り
以
上
に
善
い
こ
と
を
為
し
得
な
い
と
私
は
考
え
た
の
で
あ
っ
た
。」
し
か
る
に
こ
の
彼
の
個
人
的

な
格
率
を
正
当
づ
け
る
た
め
に
、デ
カ
ル
ト
は
や
は
り
ス
ト
ア
的
原
理
を
持
ち
出
し
て
い
る
。「
私
ど
も
の
意
志
は
、

私
ど
も
の
悟
性
が
そ
れ
に
対
し
て
善
い
悪
い
を
示
し
て
く
れ
な
け
れ
ば
、い
か
な
る
も
の
に
も
従
お
う
と
は
せ
ず
、

い
か
な
る
も
の
を
も
避
け
よ
う
と
は
せ
ぬ
以
上
、善
く
行
為
す
る
た
め
に
は
よ
く
判
断
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
り
、

で
き
る
か
ぎ
り
善
く
行
為
す
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
得
ら
る
べ
き
か
ぎ
り
の
す
べ
て
の
徳
を
、
同
時
に
他
の
あ

ら
ゆ
る
善
な
る
も
の
を
獲
る
た
め
に
は
、
で
き
る
か
ぎ
り
善
く
判
断
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
こ
と

が
保
証
せ
ら
れ
て
い
る
と
き
、
人
は
満
足
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」
か
よ
う
に
し
て
我
々
は
デ
カ
ル

ト
の
暫
定
的
道
徳
の
う
ち
に
容
易
に
ス
ト
ア
主
義
者
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
を
再
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
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見
出
さ
れ
る
の
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
な	 honnête hom

m
e	

或
い
は	 gentilhom

m
e	

で
あ
る
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ

う
（F. Strow

ski, La sagesse française.

）。

し
か
し
我
々
は
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
果
た
し
て
「
デ
カ
ル
ト
」
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
こ
れ
も
ま

た
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
デ
カ
ル
ト
の
真
に
「
デ
カ
ル
ト
的
な
も
の
」
で
あ
ろ
う
か
。
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ス
ト
・
デ
カ
ル
ト
は
幾
何
学
者
・
デ
カ
ル
ト
、
自
然
学
者
・
デ
カ
ル
ト
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
か
。

ル
ネ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
一
つ
の
根
本
観
念
は
「
自
然
」
で
あ
る
。
そ
の
古
代
復
興
は
自
然
の
思
想
の

復
興
で
あ
っ
た
。
ス
ト
ア
の
哲
学
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
哲
学
の
根
柢
に
あ
る
の
は
自
然
の
思
想
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
自
然
の
思
想
と
デ
カ
ル
ト
と
の
間
に
如
何
な
る
関
係
が
あ
る
の
か
。
真
理
は
、
あ
の
い
わ
ゆ
る
暫
定
的
道
徳

が
デ
カ
ル
ト
の
科
学
も
し
く
は
形
而
上
学
と
何
等
の
関
係
も
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ

ー
は
い
う
。
尤
も
そ
れ
は
、
こ
の
道
徳
が
「
暫
定
的
」
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
定
的
の
も
の
で
な
い
こ
と
に
依
る

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
そ
の
他
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
他
の
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
デ
カ

ル
ト
の
道
徳
論
も
根
柢
に
お
い
て
こ
の
暫
定
的
道
徳
に
一
致
し
、
従
っ
て
こ
の
暫
定
的
道
徳
は
実
質
上
「
決
定
的

道
徳
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
還
っ
て
検
討
し
よ
う
）、
こ
の
道
徳
は
、
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
の

説
く
よ
う
に
、「
方
法
」
の
ま
こ
と
の
敗
北
で
あ
り
、
現
実
と
生
命
の
復
讐
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
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の
方
法
は
人
間
及
び
道
徳
の
問
題
に
関
し
て
挫
折
し
、
ス
ト
ア
主
義
者
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
の
伝
統
に
立
戻
ら
ざ

る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
と
哲
学
の
秩
序
に
お
い
て
全
く
新
し
い
時
代
を
劃
し
た
デ
カ
ル
ト
の
革

命
的
な
天
才
も
、
モ
ラ
リ
ス
ト
の
経
験
論
と
現
実
主
義
を
確
認
し
、
強
化
す
る
の
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
に
我
々
は
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
と
共
に
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
フ
ラ
ン
ス
的
叡
智
」
を
認
む
べ
き
で
あ
る
か
。

そ
れ
と
も
そ
れ
は
単
な
る
妥
協
、
外
見
上
の
妥
協
に
過
ぎ
ず
、
こ
こ
に
も
我
々
は
「
仮
面
の
哲
学
者
デ
カ
ル
ト
」

を
認
む
べ
き
で
あ
る
か
（M

. Leroy, D
escartes, le philosophe au m

asque.

）。
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
い
う
、「
デ
カ
ル

ト
は
む
し
ろ
秘
密	 Verborgenheit	

そ
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
あ
の
よ
う
に
明
晰
な
デ
カ
ル
ト
が
！
「
た

だ
単
に
彼
の
用
心
の
た
め
に
、
彼
は
見
透
し
難
い
の
で
は
な
い
。
こ
の
秘
密
は
気
味
が
悪
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は

ひ
と
が
判
じ
得
る
よ
う
な
、
そ
う
し
て
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
な
或
る
も
の
を
隠
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
ら
。
デ
カ
ル
ト
が
打
明
け
た
心
と
し
て
現
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
秘
密
の
心
を
尋
ね
る
よ
う
に

誘
惑
す
る
。
し
か
し
ひ
と
は
そ
れ
を
見
出
す
代
り
に
、
彼
の
言
っ
た
こ
と
の
意
味
の
つ
ね
に
他
の
可
能
性
に
よ
っ

て
、
曖
昧
さ
を
見
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
る
、
こ
の
曖
昧
さ
は
、
元
来
何
等
よ
り
以
上
の
も
の
を
隠
し
て
い
る

の
で
な
く
、
そ
れ
が
彼
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
、
彼
に
属
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。」

（K
. Jaspers, D

escartes und die Philosophie.

）。
い
っ
た
い
デ
カ
ル
ト
の
秘
密
と
は
何
か
。
彼
の
本
質
は
何
で
あ
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る
か
。
彼
に
お
け
る
革
新
的
な
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
。

と
こ
ろ
で
デ
カ
ル
ト
は
い
う
、「
ま
た
、
私
の
指
導
者
た
る
人
々
の
用
語
た
る
ラ
テ
ン
語
を
も
っ
て
せ
ず
に
、
私

の
国
の
フ
ラ
ン
ス
語
を
も
っ
て
書
く
の
は
、
古
人
の
書
物
の
み
を
尊
信
す
る
人
々
よ
り
も
、
全
く
単
純
な
自
然
的

理
性
の
み
を
愛
用
す
る
人
々
の
ほ
う
が
私
の
所
説
を
正
し
く
判
断
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
私

は
良
識
を
学
問
に
調
和
せ
し
め
る
人
々
を
こ
そ
私
の
審
判
者
と
し
て
仰
ぎ
た
い
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
人
々
は
、

私
が
俗
用
語
を
も
っ
て
私
の
論
旨
を
説
明
し
た
か
ら
と
て
、
そ
れ
を
聴
く
こ
と
を
拒
む
ほ
ど
ラ
テ
ン
語
を
偏
重
し

な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
私
は
確
信
す
る
。」『
方
法
叙
説
』
の
終
に
近
く
見
出
さ
れ
る
こ
の
言
葉
は
、
そ
の
初
め
に

あ
る
「
書
物
に
よ
る
学
問
」
に
対
す
る
不
信
、
理
性
や
良
識
に
つ
い
て
の
説
と
一
致
し
、
す
で
に
デ
カ
ル
ト
の
新

し
い
精
神
を
表
明
し
て
い
る
。「
こ
の
世
の
も
の
で
最
も
公
平
に
配
分
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
良
識
（bon sens

）
で

あ
る
。
誰
に
し
て
も
こ
れ
を
十
分
に
そ
な
え
て
い
る
と
思
い
、
他
の
い
か
な
る
事
に
も
容
易
に
満
足
し
な
い
人
々

さ
え
、
現
に
持
っ
て
い
る
以
上
に
は
こ
れ
を
欲
し
が
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
限
っ
て
は
万
人
が
み
な

ま
ち
が
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
真
実
ら
し
く
も
な
い
。
こ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
適
切
に
も
、
良
識
あ
る
い
は
理
性

（raison

）
と
呼
ば
れ
て
、
真
を
偽
か
ら
識
別
し
正
し
く
判
断
す
る
力
が
、
万
人
す
べ
て
生
れ
な
が
ら
平
等
だ
と
い



五
〇
二

う
こ
と
を
証
す
る
の
で
あ
る
。」
ま
た
『
精
神
指
導
の
規
則
』
第
四
に
は
次
の
如
く
い
わ
れ
て
い
る
。「
事
物
の
真

理
を
探
ね
る
の
に
、
方
法
な
し
で
や
る
位
な
ら
、
そ
れ
を
全
く
企
て
な
い
方
が
遥
か
に
ま
し
な
の
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
そ
う
い
う
無
秩
序
な
研
究
や
不
明
瞭
な
省
察
に
よ
っ
て
自
然
的
光
明
が
曇
ら
さ
れ
精
神
が
盲
に
さ
れ
る

に
き
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
誰
で
も
か
よ
う
に
暗
闇
の
中
を
歩
き
慣
れ
る
と
、
視
力
を
弱
ら
せ
て
し

ま
い
、
後
に
は
明
ら
か
な
光
に
堪
え
ら
れ
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
を
経
験
も
亦
確
証
す
る
、
何
故
な
ら
、
少
し
も

学
問
を
し
た
こ
と
の
な
い
者
が
、
ず
っ
と
学
校
に
居
た
人
よ
り
も
、
遥
か
に
し
っ
か
り
し
た
明
晰
な
判
断
を
、
眼

前
の
事
物
に
つ
い
て
下
す
こ
と
極
め
て
多
い
か
ら
で
あ
る
。」

『
方
法
叙
説
』
は
伝
記
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
普
通
の
伝
記
と
は
全
く
違
っ
た
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
次
に
こ
の
伝
記
の
特
殊
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
私
は
デ
カ
ル
ト
の
本
質
を
究
め
て

ゆ
き
た
い
と
思
う
。

〔
デ
カ
ル
ト
の
訳
は
創
元
社
版
『
デ
カ
ル
ト
選
集
』
に
拠
る
こ
と
に
し
た
。〕

二

『
方
法
叙
説
』
は
、
デ
カ
ル
ト
の
言
葉
に
よ
る
と
、
す
べ
て
の
人
が
そ
の
理
性
を
正
し
く
導
く
た
め
に
従
わ
な
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け
れ
ば
な
ら
ぬ
方
法
を
教
え
よ
う
と
す
る
の
で
な
く
、
た
だ
単
に
彼
自
身
が
如
何
な
る
仕
方
で
、
彼
の
理
性
を
導

こ
う
と
努
め
た
か
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。そ
の
意
図
は
ひ
と
に
教
え
る
よ
り
も
自
分
で
心
得
る
に
あ
っ
た
。

彼
の
「
精
神
の
歴
史
」
は
多
く
の
点
で
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
意
味
に
お
け
る
「
エ
セ
ー
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

は
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
「
自
分
で
心
得
る
手
段
」（m

oyen de s’instruire

）
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ

の
『
エ
セ
ー
』
は
多
く
の
点
で
「
歴
史
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
こ
う
書
い
て
い
る
、「
私

は
私
の
生
活
の
公
表
か
ら
思
わ
ぬ
利
益
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
或
る
程
度
私
に
規
則
と
し
て
役
立
つ
か
ら
で
あ

る
。
私
は
折
々
、
私
の
一
生
の
歴
史
を
裏
切
っ
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
を
懐
く
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
公
の
告
白

は
、
私
の
歩
い
て
き
た
道
を
固
執
す
る
よ
う
に
、
私
の
諸
性
質
の
自
画
像
を
裏
切
ら
な
い
よ
う
に
、
私
を
強
要
す

る
の
で
あ
る
、
…
…
」（Essais III, IX

, p. 293. éd. V
illey.

）。
デ
カ
ル
ト
の
「
方
法
の
話
」
も
こ
の
よ
う
な
意
味

を
有
す
る
歴
史
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
中
で
学
問
の
四
つ
の
規
則
を
掲
げ
、
そ
れ
を
「
守
る
こ
と
を

た
だ
の
一
度
も
怠
ら
ぬ
と
い
う
堅
固
一
徹
の
決
心
を
有
す
る
」
と
公
言
し
て
い
る
。

こ
の
歴
史
に
つ
い
て
或
る
人
々
は
そ
の
歴
史
性
を
問
題
に
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
物
語
ら
れ
た
デ
カ
ル
ト
の

一
生
が
架
空
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
彼
自
身
が
彼
の
精
神
の
歴
史
に
加
え
た
解
釈
の
歴
史
的
価
値

が
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
歴
史
性
」（historicité
）
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
。
何
等
の
解
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釈
も
加
え
ら
れ
て
い
な
い
純
粋
に
客
観
的
な
歴
史
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。ま
し
て
自
伝
に
お
い
て
は
、

著
者
の
そ
れ
を
書
く
時
の
関
心
が
支
配
す
る
と
い
う
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
何
等
か
一
定
の
関
心
な
し
に
誰
も
自
伝

を
書
こ
う
な
ぞ
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
自
伝
は
ゲ
ー
テ
が
彼
の
自
伝
を
名
附
け
た
如
く「
詩
と
真
実
」

で
あ
る
。
し
か
も
詩
は
時
と
し
て
史
よ
り
も
一
層
真
実
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
精
神
の
歴
史
と
し
て
我
々
は
『
方

法
叙
説
』
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
も
の
を
持
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
歴
史
は
彼
自
身
が
彼
の
過
去
に
加
え
た
解

釈
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
こ
と
は
こ
れ
が
特
に
思
想
の
伝
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
む
し
ろ
当
然
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
純
粋
な
「
思
想
人
」（hom

m
e-pensée

）
の
歴
史
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
『
屈

折
光
学
、
気
象
学
、
幾
何
学
』
の
前
に
お
か
れ
た
「
方
法
叙
説
」
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は

そ
の
方
法
を
理
論
的
に
説
明
す
る
代
り
に
、
彼
の
精
神
に
お
け
る
そ
の
形
成
を
描
き
、
彼
の
諸
観
念
を
彼
の
知
性

の
そ
れ
だ
け
多
く
の
相
継
い
で
現
れ
た
作
用
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
こ
の
伝
記
の
特
性
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
我
々
は
デ
カ
ル
ト
が
彼
の
過
去
に
加
え
た
解
釈

に
お
け
る
主
要
な
関
心
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
関
心
を
知
る
こ
と
は

彼
の
精
神
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
「
方
法
」
へ
の
関
心
で
あ
る
。
彼
は
も
ろ
も
ろ
の
学
問
が

一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
方
法
が
最
も
重
要
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。



五
〇
五

デ
カ
ル
ト
覚
書

彼
の
伝
記
は
方
法
へ
の
関
心
か
ら
、
そ
の
方
法
に
従
っ
て
叙
述
或
い
は
む
し
ろ
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
彼
の
理
性

を
正
し
く
導
き
、
も
ろ
も
ろ
の
学
問
に
お
い
て
真
理
を
求
め
る
た
め
の
方
法
」
に
つ
い
て
語
る
彼
は
、
ま
さ
に
そ

の
方
法
に
従
っ
て
彼
自
身
の
歴
史
を
描
き
出
し
た
の
で
あ
る
。
歴
史
叙
述
の
方
法
と
し
て
彼
は
そ
の
同
じ
方
法
を

用
い
る
こ
と
し
か
欲
し
な
か
っ
た
。
文
学
者
が
歴
史
を
書
く
と
き
、
彼
の
文
学
の
方
法
が
同
時
に
そ
の
歴
史
の
方

法
で
あ
る
。
哲
学
者
が
歴
史
を
書
く
と
き
、
彼
の
哲
学
の
方
法
が
同
時
に
そ
の
歴
史
の
方
法
で
あ
る
。
か
よ
う
に

し
て
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
自
伝
の
形
式
の
う
ち
に
彼
の
方
法
そ
の
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
読

み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

『
方
法
叙
説
』
が
我
々
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
彼
の
精
神
の
形
成
に
お
い
て
三
つ
の
段
階
を

経
て
き
た
。
彼
は
先
ず
「
書
物
に
よ
る
学
問
」（lettres

）
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
。
次
に
彼
は
「
世
間
と
い
う
大

き
な
書
物
」（le grand livre du m

onde

）を
勉
強
し
た
。
そ
し
て
最
後
に
彼
は「
自
分
自
身
を
研
究
す
る
」（étudier 

en m
oi-m

êm
e

）
こ
と
を
決
心
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
段
階
は
明
瞭
に
区
別
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し

て
そ
れ
は
学
問
の
方
法
の
発
達
そ
の
も
の
に
相
応
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
は
読
書
に
よ
る
学
問
で
あ
る
。
こ

れ
は
彼
が
幼
少
の
頃
か
ら
学
校
で
受
け
た
教
育
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
本
質
に
お
い
て
ま
た
ス
コ
ラ
的
な
学
問

の
方
法
で
も
あ
る
。
読
書
が
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
学
問
に
お
い
て
伝
統
と
権
威
と
が
支
配
し
て
い
る
こ
と
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を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
第
二
の
段
階
は
世
間
と
い
う
大
き
な
書
物
の
勉
強
で
あ
っ
て
、
旅
行
が
そ
の
手
段
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
学
問
の
方
法
と
し
て
は
経
験
に
よ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
が
そ
の
多
く
の
遠
方
へ

の
旅
行
に
お
い
て
、
人
間
や
風
習
を
研
究
し
た
の
で
な
く
、
そ
の
土
地
の
物
理
的
特
殊
性
、
山
や
河
、
気
候
や
気

象
を
注
意
深
く
観
察
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
伝
記
者
バ
イ
エ
に
拠
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン

ス
の
学
者
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
方
法
で
あ
っ
て
、
人
間
の
研
究
の
方
面
で
は
モ
ラ
リ
ス
ト
の
方
法
で
あ
っ
た
。

第
三
の
段
階
は
内
的
直
観
の
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
特
有
の
方
法
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
「
コ
ギ
ト
」
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
発
見
は
彼
の
生
涯
に
お
け
る
決
定
的
に
重
要
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
何
を

意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
後
に
立
入
っ
て
考
察
し
た
い
と
思
う
。

か
よ
う
に
反
省
さ
れ
解
釈
さ
れ
乃
至
図
式
化
さ
れ
た
彼
の
生
の
歴
史
の
叙
述
に
お
い
て
先
ず
認
め
ら
れ
る
の

は
、
秩
序
の
観
念
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
彼
の
生
を
秩
序
に
従
っ
て
、
三
つ
の
段
階
に
区
別
し
て
描
き
出
し
た
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
秩
序
」
と
い
う
も
の
は
彼
の
方
法
の
特
色
で
あ
り
、彼
の
精
神
そ
の
も
の
の
特
色
で
あ
る
。

彼
の
生
の
叙
述
に
お
け
る
一
つ
の
段
階
か
ら
他
の
段
階
へ
の
移
行
は
、
懐
疑
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
即
ち
そ

れ
は
読
書
に
よ
る
学
問
に
対
す
る
懐
疑
か
ら
旅
行
に
よ
る
経
験
の
段
階
へ
、
更
に
こ
の
も
の
に
対
す
る
懐
疑
か
ら

内
的
直
観
の
方
法
の
段
階
へ
移
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
懐
疑
は
決
し
て
無
秩
序
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で
は
な
く
、
つ
ね
に
秩
序
に
従
っ
て
い
た
。
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
方
法
的
懐
疑
」（le doute m

éthodique

）
そ
の
も

の
が
如
何
に
秩
序
に
従
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
や
が
て
『
省
察
録
』
に
拠
っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
こ
こ
で

は
先
ず
『
方
法
叙
説
』
第
二
部
に
お
け
る
次
の
文
章
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
い
っ
た
い
自
分
の
こ
れ
ま

で
に
受
け
い
れ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
意
見
を
抛
棄
す
る
と
い
う
決
心
だ
け
で
す
ら
各
人
の
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
範

例
だ
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
に
世
の
中
は
か
よ
う
な
事
に
ど
う
し
て
も
向
か
ぬ
二
種
類
の
人
々
の
み
で
お
お
か
た

成
り
た
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
自
分
を
実
際
よ
り
も
ず
っ
と
有
能
で
あ
る
と
信
じ
、
急
い
で
自
分
の
判
断
を
下

さ
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
自
分
の
す
べ
て
の
思
想
を
順
序
よ
く
導
く
た
め
に
十
分
な
忍
耐
を
持
た
ぬ
人
々
が
そ
の
一

つ
。
故
に
か
か
る
人
々
は
彼
ら
の
受
け
い
れ
た
諸
原
理
を
疑
う
自
由
を
、
共
通
の
道
を
離
れ
る
自
由
を
、
一
た
び

手
に
す
れ
ば
、
も
っ
と
正
し
く
行
く
た
め
に
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
順
路
を
辿
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
で
き
ず
、
一
生

を
さ
ま
よ
い
通
す
で
あ
ろ
う
。
次
に
は
、
自
分
に
教
え
て
く
れ
る
人
々
よ
り
も
、
真
偽
の
判
断
力
に
お
い
て
自
分

は
劣
る
と
考
え
る
だ
け
に
十
分
な
分
別
を
、
ま
た
は
謙
遜
な
心
を
そ
な
え
、
さ
ら
に
す
ぐ
れ
た
意
見
を
自
分
み
ず

か
ら
探
求
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
有
能
な
そ
れ
ら
の
人
々
の
意
見
に
従
う
こ
と
に
満
足
す
べ
き
人
々
で
あ
る
。
私

は
と
い
え
ば
、
も
し
私
が
た
だ
一
人
の
師
に
就
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
は
学
識
の
最
も
深
い
人
々
の

あ
い
だ
で
意
見
が
常
に
相
異
し
た
こ
と
を
全
く
知
ら
ず
に
い
た
の
な
ら
ば
、
私
も
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
二
種
の
人
々
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の
後
者
に
算
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
即
ち
彼
は
懐
疑
が
無
秩
序
に
陥
る
こ
と
、「
自
分
の
す
べ
て
の
思
想
を

順
序
よ
く
導
く
た
め
に
（pour conduire par ordre toutes leurs pensées

）」
十
分
な
忍
耐
を
持
た
ぬ
こ
と
を
し

り
ぞ
け
た
。
順
序
よ
く
と
い
う
の
は
「
秩
序
に
従
っ
て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
人
々
、「
急
い
で
」

自
分
の
判
断
を
下
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
人
々
、
か
く
の
如
き
僣
越
な
人
々
よ
り
も
、
む
し
ろ
有
能
な
人
々
の
意

見
に
従
う
こ
と
で
満
足
す
る
と
い
う
分
別
或
い
は
謙
遜
を
有
す
る
人
々
の
態
度
を
彼
は
好
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か

も
右
の
文
章
に
現
れ
た
デ
カ
ル
ト
は
ま
さ
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
懐
疑
家
と
い
わ
れ
る
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
も
そ
の
懐
疑
に
お
い
て
節
度
を
持
つ
こ
と
を
主
と
し
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
の
懐
疑
は
心
に
お
い
て

生
活
に
お
い
て
節
度
を
持
っ
た
め
の
も
の
で
さ
え
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
秩
序
の
観
念
に
は
か
よ
う
な
モ
ラ
リ
ス

ト
の
思
想
に
つ
な
が
る
も
の
が
あ
る
。
い
ま
彼
の
い
わ
ゆ
る
暫
定
的
道
徳
を
顧
み
る
と
き
、
そ
の
根
柢
に
通
ず
る

の
も
か
よ
う
な
秩
序
の
思
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
彼
が
「
暫
定
的
な
」
格
率
を
設
け
た
こ

と
そ
の
こ
と
が
す
で
に
生
活
に
お
い
て
学
問
に
お
い
て
秩
序
を
失
わ
な
い
た
め
で
あ
っ
た
。『
方
法
叙
説
』
に
お

け
る
デ
カ
ル
ト
の
生
の
叙
述
が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
『
エ
セ
ー
』
の
中
の
「
児
童
の
教
育
に
つ
い
て
」
か
ら
影
響
を

受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
注
釈
家
た
ち
の
指
摘
す
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
も
ち
ろ
ん
モ
ン
テ

ー
ニ
ュ
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
固
有
の
も
の
、
革
新
的
な
も
の
は
何
処
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
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彼
の
方
法
、
彼
の
精
神
そ
の
も
の
に
お
い
て
秩
序
の
観
念
は
根
本
的
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

エ
ス
ピ
ナ
ス
の
い
う
よ
う
に
そ
の
時
代
の
時
代
精
神
か
ら
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
エ
ス
ピ
ナ
ス
は

書
い
て
い
る
、「
道
徳
的
並
び
に
政
治
的
理
論
は
集
団
的
意
志
の
多
か
れ
少
な
か
れ
忠
実
な
表
現
で
あ
る
。
デ
カ

ル
ト
の
そ
れ
は
秩
序
の
支
配
と
思
想
を
訓
練
し
感
情
を
集
合
さ
せ
る
権
威
の
確
立
に
向
う
国
家
的
運
動
に
結
び
附

い
て
い
る
。」（A

lfred Espinas, D
escartes et la m

orale.

）。
秩
序
の
観
念
と
共
に
精
神
の
権
威
の
思
想
は
デ
カ
ル

ト
の
も
の
で
あ
っ
た
。
哲
学
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
は
政
治
に
お
け
る
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
に
相
応
す
る
。
エ
ス
ピ
ナ
ス

の
引
用
し
た
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
伝
の
著
者（H

anotaux, H
istoire du C

ardinal de Richelieu.

）に
よ
る
と
、「
一
六
一
四

年
の
フ
ラ
ン
ス
は
そ
の
統
一
工
作
の
真
最
中
で
あ
っ
た
。
…
…
フ
ラ
ン
ス
王
国
は
こ
れ
か
ら
平
和
時
代
に
入
っ
た

の
で
あ
る
…
…
断
乎
と
し
て
君
主
政
治
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
敬
虔
な
殆
ど
神
秘
的
な
躍
進
力
に

よ
っ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、そ
し
て
人
間
精
神
は
嵐
の
後
よ
う
や
く
見
出
し
た
港
に
着
い
た
思
い
で
あ
っ
た
。

君
主
政
治
の
観
念
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
単
に
最
上
の
政
府
と
い
う
問
題
に
対
す
る
す
ぐ
れ
た
解
決
で
あ
っ
た

の
み
で
な
く
、
そ
れ
は
彼
等
の
眼
に
は
摂
理
的
な
権
威
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。」
政
治
に
お
け
る
秩
序
と
権

威
を
反
映
し
て
、
精
神
の
秩
序
と
権
威
を
示
し
た
『
方
法
叙
説
』
が
現
れ
た
の
は
、
一
六
三
七
年
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
『
シ
ー
ド
』
の
パ
リ
に
お
け
る
初
演
の
直
後
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
人
々
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は
デ
カ
ル
ト
と
コ
ル
ネ
イ
ユ
、そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
お
け
る
古
典
主
義
と
の
関
係
を
種
々
問
題
に
し
て
き
た
。

デ
カ
ル
ト
は
「
古
典
主
義
の
父
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
が
直
接
に
コ
ル
ネ
イ
ユ
に
影
響
し
た
と

い
う
説
、
或
い
は
逆
に
コ
ル
ネ
イ
ユ
が
直
接
に
デ
カ
ル
ト
に
影
響
し
た
と
い
う
説
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
は
否

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
と
コ
ル
ネ
イ
ユ
と
の
間
に
は
、
デ
カ
ル
ト
と
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
と
の

間
に
お
け
る
と
同
様
、
何
等
直
接
の
関
係
は
な
い
。
し
か
し
ラ
ン
ソ
ン
に
よ
る
と
、
デ
カ
ル
ト
の
『
情
念
論
』
と

コ
ル
ネ
イ
ユ
の
悲
劇
と
に
は
精
神
の
類
似
の
み
で
な
く
同
一
性
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
同
一
性
を
理
解
す
る
た

め
に
は
彼
等
の
共
通
の
源
泉
に
溯
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
哲
学
者
と
悲
劇
詩
人
と
は
、
ラ
ン
ソ
ン
に
よ
る
と
、

共
通
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
仕
事
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
十
七
世
紀
の
初
め
に
お
け
る
フ

ラ
ン
ス
の
社
会
が
彼
等
に
示
し
た
人
間
で
あ
る
。
彼
等
は
精
神
の
堅
固
を
描
い
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
時
に

お
い
て
は
何
等
異
常
の
も
の
で
な
く
、
彼
等
は
こ
の
精
神
の
形
式
が
求
め
た
理
想
を
我
々
に
示
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
、『
方
法
叙
説
』
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
か
よ
う
な
精
神
の
堅
固
（ferm

eté

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
つ
の

も
の
に
固
執
し
て
動
揺
す
る
こ
と
な
く
真
直
ぐ
に
前
進
す
る
精
神
で
あ
る
。「
け
だ
し
良
き
精
神
を
持
つ
だ
け
で

は
な
お
不
十
分
で
あ
り
、
か
か
る
精
神
を
正
し
く
働
か
せ
る
こ
と
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
最
大
の
精
神
に
は
最
大

の
不
徳
を
も
最
大
の
徳
と
全
く
同
様
に
行
い
う
る
力
が
あ
る
。
ま
た
、
き
わ
め
て
ゆ
っ
く
り
で
な
け
れ
ば
歩
か
ぬ
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人
で
も
、
常
に
真
直
ぐ
な
道
を
た
ど
る
な
ら
ば
、
駆
け
あ
る
く
人
や
真
直
ぐ
な
道
か
ら
遠
ざ
か
る
人
よ
り
も
、
は

る
か
に
よ
く
前
進
し
得
る
の
で
あ
る
。」
そ
し
て
あ
の
暫
定
的
道
徳
の
第
二
の
格
率
を
想
い
起
す
な
ら
ば
、
こ
う

で
あ
る
。「
実
践
上
で
は
私
に
可
能
な
か
ぎ
り
、
ど
こ
ま
で
も
志
を
堅
く
し
て
迷
わ
ぬ
こ
と
、
そ
う
し
て
い
か
に

疑
わ
し
い
意
見
で
あ
る
に
せ
よ
一
た
び
そ
れ
と
み
ず
か
ら
決
定
し
た
以
上
は
、
そ
れ
が
き
わ
め
て
確
実
な
も
の
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
も
忠
実
に
そ
れ
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
私
は
旅
人
に
な

ぞ
ら
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
が
森
の
中
で
道
に
迷
っ
た
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
一
箇
処
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
な

ら
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
さ
ま
よ
い
歩
い
て
は
な
ら
ず
、
絶
え
ず
同
じ
方
角
へ
と
で
き
る
だ
け

真
直
ぐ
に
歩
く
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
最
初
に
彼
ら
を
し
て
こ
の
方
角
を
択
ぶ
に
至
ら
し
め
た
も
の
が
お
そ
ら
く

は
偶
然
の
み
で
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
薄
弱
な
理
由
の
ゆ
え
に
こ
れ
を
変
え
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ

う
に
す
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
望
む
地
点
に
う
ま
く
出
ら
れ
ぬ
に
し
て
も
、
つ
い
に
は
少
な
く
と
も
ど
こ
か
に
辿
り

つ
く
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
は
た
し
か
に
森
の
中
に
彳た
た
ずむ

よ
り
も
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
ら
。」『
方
法
叙
説
』
に
描

か
れ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
に
絶
え
ず
同
じ
方
角
へ
真
直
ぐ
に
歩
い
て
ゆ
く
人
間
で
あ
る
。
そ
の
す
べ
て
の
叙
述

は
か
く
の
如
き
純
粋
な
思
想
人
を
中
心
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
コ
ル
ネ
イ
ユ
的
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。「
コ

ル
ネ
イ
ユ
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
文
学
の
魅
力
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
、
性
格
の
見
渡
し
難
い
豊
富
さ
、
気
分
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の
絶
え
ざ
る
変
化
、
精
神
的
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
柔
軟
さ
、
色
調
の
繊
細
を
知
ら
な
い
。
彼
に
お
い
て
は
す
べ
て
は
い

わ
ば
一
つ
の
音
に
調
子
を
合
わ
せ
て
い
る
、
こ
の
同
じ
音
が
響
く
強
さ
と
持
続
性
と
に
彼
の
劇
の
力
は
基
づ
い
て

い
る
。」
と
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
い
う
（E. C

assirer, D
escartes.

）。『
方
法
叙
説
』
の
文
学
形
式
の
力
も
こ
れ
と
同

じ
性
質
の
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
か
。『
情
念
論
』
に
お
け
る
デ
カ
ル
ト
の	 hom

m
e généreux	

（
高
邁
の
人
）
の

理
想
と
コ
ル
ネ
イ
ユ
の
人
物
と
の
間
に
は
一
致
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
両
者
の
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
関
係

に
結
び
附
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
十
六
、十
七
世
紀
は
、
哲
学
に
お
い
て
も
文
学
に
お
い
て
も
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
の

復
興
に
よ
っ
て
特
徴
附
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
ま
た
我
々
は
デ
カ
ル
ト
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
の
結
び
附
き
を
見

た
。
し
か
し
な
が
ら
『
エ
セ
ー
』
と
『
情
念
論
』
と
の
間
に
は
何
か
本
質
的
な
差
異
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
情
念
論
』
の
出
版
に
あ
た
り
デ
カ
ル
ト
は
或
る
友
人
に
宛
て
て
書
い
て
い
る
。「
私
の
計
画
は
、
情
念
を
演
説

家
と
し
て
（en O

rateur

）
で
な
く
、
ま
た
道
徳
哲
学
者
と
し
て
（en Philosophe m

oral

）
で
も
な
く
、
た
だ
自

然
学
者
と
し
て
（en Physicien

）、
説
明
す
る
に
あ
っ
た
。」
と
。
こ
こ
で
演
説
家
と
い
う
の
は
キ
ケ
ロ
や
セ
ネ

カ
、
或
い
は
リ
プ
シ
ウ
ス
や
デ
ュ
・
ヴ
ェ
ー
ル
等
を
指
す
で
あ
ろ
う
し
、
道
徳
哲
学
者
と
い
う
の
は
モ
ン
テ
ー
ニ

ュ
や
シ
ャ
ロ
ン
等
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
古
代
並
び
に
近
代
の
ス
ト
ア
主
義
者
に
対
す
る
本
質
的
な
差
異

を
デ
カ
ル
ト
は
自
覚
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
ス
ト
ア
主
義
者
の
根
本
思
想
も
自
然
の
思
想
で
あ
っ
た
が
、
自
然
学
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デ
カ
ル
ト
覚
書

者
・
デ
カ
ル
ト
が
自
然
を
見
る
見
方
は
根
本
的
に
別
の
も
の
で
あ
っ
た
。『
情
念
論
』
は
道
徳
と
は
無
関
係
で
あ

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
こ
の
書
こ
そ
デ
カ
ル
ト
の
デ
カ
ル
ト
的
な
倫
理
学
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
バ

イ
エ
の
伝
え
る
所
に
依
る
と
、
デ
カ
ル
ト
は
早
く
か
ら
道
徳
の
研
究
に
従
事
し
て
い
た
。「
そ
し
て
彼
は
そ
れ
を

一
生
継
続
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
見
せ
び
ら
か
す
た
め
で
な
く
、
他
の
人
々
の
行
為
よ

り
も
自
分
の
行
為
を
規
制
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
彼
を
最
も
深
く
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
世
間
の
人
は
、
道
徳

が
彼
の
最
も
日
常
的
な
省
察
の
対
象
を
な
し
て
い
た
こ
と
を
我
々
に
教
え
る
。」
デ
カ
ル
ト
は
、『
方
法
叙
説
』
の

中
で
い
う
よ
う
に
、
知
る
ま
で
に
行
動
す
る
た
め
に
、
暫
定
的
道
徳
の
必
要
を
認
め
た
の
み
で
な
く
、
ま
た
早
く

か
ら
自
然
学
と
倫
理
学
と
の
間
に
密
接
な
関
聯
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
は
一
六
四
六

年
シ
ャ
ニ
ュ
へ
の
書
簡
の
中
で
い
っ
て
い
る
、「
如
何
に
我
々
は
生
き
る
べ
き
か
を
知
る
た
め
の
最
も
確
か
な
手

段
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
我
々
は
何
で
あ
る
か
、
我
々
が
そ
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
宇
宙
は
何
で
あ
る
か
、
ま
た
こ

の
宇
宙
の
創
造
者
或
い
は
我
々
が
住
ん
で
い
る
家
の
主
人
は
誰
で
あ
る
か
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
打
明
け
て

言
う
と
、
私
が
獲
得
す
る
に
努
め
た
自
然
学
の
観
念
は
道
徳
に
お
い
て
確
実
な
基
礎
を
確
立
す
る
た
め
に
私
に
頗

る
役
立
っ
た
の
で
あ
る
。」
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
は
道
徳
の
問
題
に
関
し
て
自
己
の
方

法
を
抛
棄
し
て
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
的
智
慧
に
止
ま
ろ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
の
道
徳
は
多
く
の
点
で
モ
ン
テ
ー
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ニ
ュ
に
類
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
質
的
に
異
な
る
基
礎
に
立
っ
て
い
る
。
両
者
の
真
の
関
係
は
如

何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
一
般
的
に
い
う
と
、
デ
カ
ル
ト
の
方
法
に
お
け
る
経
験
と
合
理
的
思
惟
の
問

題
が
あ
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
、『
方
法
叙
説
』
の
う
ち
に
先
ず
認
め
ら
れ
る
の
は
秩
序
の
観
念
で
あ
る
。
こ
の

観
念
は
道
徳
の
根
本
で
あ
っ
た
が
、ま
た
学
問
の
方
法
の
根
本
で
も
あ
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
好
ん
で
「
ゆ
っ
く
り
」

（lentem
ent

）
と
い
う
。「
き
わ
め
て
ゆ
っ
く
り
で
な
け
れ
ば
歩
か
ぬ
人
で
も
、
常
に
真
直
ぐ
な
道
を
た
ど
る
な
ら

ば
（s’ils suivent toujours le droit chm

in

）、
駆
け
あ
る
く
人
や
真
直
ぐ
な
道
か
ら
遠
ざ
か
る
人
よ
り
も
、
は
る

か
に
よ
く
前
進
し
う
る
の
で
あ
る
。」「
ゆ
っ
く
り
」と
い
う
の
は「
秩
序
に
従
っ
て
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
だ
が
、

私
は
憚
ら
ず
に
言
お
う
と
お
も
う
。
若
干
の
知
見
と
格
率
と
に
私
を
導
い
て
く
れ
た
道
の
ご
と
き
も
の
に
年
少
に

し
て
め
ぐ
り
逢
え
た
こ
と
は
非
常
に
幸
福
で
あ
っ
た
と
。
こ
れ
ら
の
知
見
や
格
率
か
ら
私
は
あ
る
方
法
を
組
み
立

て
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
の
認
識
を
漸
を
追
う
て
（par degrés

）
増
し
て
ゆ
き
、
私
の
凡
庸
な
精
神
と
短
い

生
涯
と
が
到
達
せ
し
め
う
る
最
高
点
に
ま
で
、
少
し
づ
つ
高
め
て
ゆ
く
と
い
う
手
段
を
私
は
得
ら
れ
そ
う
に
思
わ

れ
る
。」
と
彼
は
い
う
。
ま
た
他
の
箇
所
で
は
書
い
て
い
る
。「
し
か
し
、
闇
の
中
を
た
だ
ひ
と
り
歩
く
人
の
よ
う

に
、
そ
ろ
そ
ろ
行
こ
う
、
そ
う
し
て
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
周
到
な
注
意
を
払
お
う
と
私
は
決
心
し
た
の
で
、
ま
こ
と

に
僅
か
し
か
進
ま
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
躓
き
た
お
れ
る
こ
と
か
ら
は
幸
に
免
れ
え
た
よ
う
で
あ
る
。」
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デ
カ
ル
ト
覚
書

か
よ
う
に
秩
序
に
従
い
、
一
歩
一
歩
漸
を
追
う
て
進
む
と
い
う
こ
と
は
、
デ
カ
ル
ト
の
学
問
の
方
法
の
根
本
で

あ
っ
た
。『
方
法
叙
説
』
第
二
部
に
掲
げ
ら
れ
た
学
問
の
第
三
の
規
則
は
こ
う
で
あ
る
。「
私
の
思
想
を
秩
序
に
従

っ
て
み
ち
び
く
と
い
う
こ
と
、
知
る
に
最
も
単
純
で
あ
り
最
も
容
易
で
あ
る
も
の
か
ら
は
じ
め
て
、
最
も
複
雑
な

も
の
の
認
識
へ
ま
で
少
し
づ
つ
段
々
と
登
り
ゆ
き
な
が
ら
、
な
お
、
本
来
な
ら
ば
互
い
に
何
の
秩
序
を
も
争
は
ぬ

対
象
の
あ
い
だ
に
秩
序
を
仮
定
し
な
が
ら
（supposant m

êm
e de l’ordre entre ceux qui ne se précèdent point 

naturellem
ent les uns les autres

）」。
こ
の
最
後
の
句
を
引
い
て
、
ア
ラ
ン
は
「
こ
の
方
法
は
そ
れ
故
に
英
雄
的

で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
（A

lain, Idées.

）。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
全
然
、
経
験
に
、
ま
た
神
が
作
っ
た
ま
ま
の
宇

宙
に
服
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
（
な
お	 C

harles Péguy, N
ote conjointe sur M

. D
escartes et la philosophie 

cartésienne.	

を
参
照
せ
よ
）。
そ
ん
な
に
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
秩
序
の
観
念
が
大
切
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
知
識

に
は
知
識
の
倫
理
が
あ
る
。
英
雄
的
な
方
法
に
は
英
雄
的
な
道
徳
が
あ
る
。
こ
の
規
則
は
「
守
る
こ
と
を
た
だ
の

一
度
も
怠
ら
ぬ
と
い
う
堅
固
一
徹
な
決
心
を
有
す
る
」
と
デ
カ
ル
ト
は
い
う
。
精
神
の
堅
固
は
秩
序
の
尊
重
或
い

は
む
し
ろ
信
仰
で
あ
る
。
秩
序
の
観
念
は
彼
に
お
い
て
単
に
学
問
に
の
み
関
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
道
徳
の
根

本
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
念
の
源
泉
は
何
処
に
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
道
徳
に
由
来
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
学

問
に
由
来
す
る
の
か
。
も
し
学
問
に
由
来
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
な
る
学
問
で
あ
る
か
。
秩
序
の
観
念
は
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そ
れ
だ
け
と
し
て
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
な
く
、
ト
マ
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ス
コ
ラ
哲
学
の
根
本
概
念
で

あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
革
新
的
な
も
の
は
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。（
未
完
）
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ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て	

	
	

【1941.2

】

最
近
の
外
電
は
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
死
を
報
じ
た
。
八
十
三
歳
の
高
齢
で
あ
り
、
そ
の
五
十
年
に
亙
る
学

問
的
活
動
は
幾
多
不
朽
の
業
績
に
輝
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
功
成
り
名
遂
げ
て
世
を
去
っ
た
も
の

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
頃
の
フ
ラ
ン
ス
の
状
態
を
思
う
と
き
、
彼
の
死
は
ま
た
深
い
感
慨
を
覚
え
し
め
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
名
は
私
に
と
っ
て
も
親
し
い
も
の
で
あ
る
。
私
が
哲
学
に
興
味
を
も
ち
始
め
た
時
分
、
日
本
の

思
想
界
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
流
行
時
代
で
あ
っ
た
。
大
学
の
演
習
の
時
間
に
彼
の
『
創
造
的
進
化
』
を
西
田
幾
多
郎

先
生
か
ら
習
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
も
、
私
の
学
生
時
代
に
お
け
る
思
い
出
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
後
も
種
々

の
場
合
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
顧
み
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
と
に
こ
の
頃
自
分
で
構
想
力
の
論
理
と
い
う
も
の
を

考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、彼
の
哲
学
の
面
白
さ
が
い
く
ら
か
本
当
に
わ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
の
系
統
に
つ
い
て
は
色
々
い
わ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
伝
統
に
繋
が
る
も

の
と
見
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ビ
ラ
ン
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
、
ブ
ー
ト
ル
ー
、
そ
う
し
て

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
連
っ
て
い
る
。
ド
イ
ツ
人
の
批
評
す
る
如
く
彼
の
哲
学
に
シ
ェ
リ
ン
グ
や
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ワ
ー
に
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類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
は
争
わ
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
彼
の
哲
学
が
大
き
く
現
代
の
い
わ
ゆ
る
生
の
哲
学
に
属

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
は
広
く
諸
外
国
に
紹
介
さ
れ
、
と
り
わ
け
イ
ギ
リ
ス

と
ア
メ
リ
カ
と
に
お
い
て
最
も
強
い
影
響
を
与
え
た
。
特
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
が
互
い
に
深
い
尊
敬

を
も
っ
て
語
っ
て
い
る
の
は
、
両
者
の
思
想
に
相
通
ず
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
て
面
白
い
。
ベ
ル
グ
ソ

ン
の
影
響
は
ひ
と
り
哲
学
界
の
み
で
な
く
、
宗
教
界
、
芸
術
界
、
科
学
界
に
も
及
ん
で
い
る
。
彼
は
現
代
に
お
い

て
最
も
世
界
的
な
哲
学
者
で
あ
っ
た
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
と
聞
く
と
、
直
ち
に
直
観
主
義
が
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
、
彼
の
直
観
主
義
は
有
名
で
あ
る
。
彼
の
哲

学
が
直
観
主
義
で
あ
る
こ
と
に
は
間
違
い
は
な
い
が
、
そ
の
直
観
主
義
の
意
味
は
誤
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
い
っ

た
い
直
観
と
い
う
と
、
甚
だ
安
易
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
単
に
情
意
的
な
も
の
、
全
く
天
才
的
な

も
の
或
は
神
秘
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
現
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
対
し
て
も
屡
々
そ
の
よ
う
な

批
評
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
直
観
は
本
来
決
し
て
単
に
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
非

常
な
労
苦
の
結
果
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、そ
れ
に
達
す
る
に
は
極
め
て
厳
格
な
方
法
的
な
訓
練
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
事
実
は
芸
術
家
や
発
明
家
の
誰
も
が
理
解
し
て
い
る
筈
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
発
明
は
究
極
に
お
い
て
一

つ
の
単
純
な
作
用
、即
ち
直
観
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
に
至
る
た
め
に
は
沢
山
の
科
学
上
の
知
識
が
集
め
ら
れ
、
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ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

そ
の
組
合
せ
に
多
く
の
工
夫
を
重
ね
、そ
う
し
て
そ
の
努
力
が
殆
ど
全
く
徒
労
に
帰
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
き
、

一
瞬
に
し
て
こ
の
幸
福
な
綜
合
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ポ
ア
ン
カ
レ
は
、
彼
が
フ
ッ
ク
ス
函
数
に
関
す
る
最
初

の
論
文
を
書
い
た
時
の
こ
と
を
追
想
し
て
、
こ
の
発
見
は
、
彼
が
旅
行
中
の
或
る
日
散
歩
に
出
か
け
る
た
め
に
乗

合
馬
車
に
乗
ろ
う
と
し
て
、
そ
の
踏
段
に
足
を
触
れ
た
瞬
間
、
―
―
そ
の
時
に
は
数
学
上
の
仕
事
の
こ
と
は
忘
れ

て
い
た
の
に
、
―
―
突
然
彼
の
頭
に
浮
ん
で
き
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
つ
の
直
観
で
あ
る
。
し
か
し
そ

の
直
観
を
得
る
た
め
に
は
、
ひ
と
は
ポ
ア
ン
カ
レ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
、
言
い
換
え
る
と
、
彼
は
ポ
ア

ン
カ
レ
の
如
く
豊
富
な
数
学
上
の
知
識
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
一
つ
の
問
題
の
解
決
の
た
め
に
幾
多
の
考
究

を
行
っ
て
き
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
直
観
と
は
無
限
の
過
去
を
掻
き
集
め
て
現
在
の
一
点
を
突
破
す
る
そ
の

尖
端
で
あ
る
。
即
ち
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
、
生
命
の
跳
躍
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
考
え
た
。
直

観
を
軽
蔑
す
る
論
理
主
義
者
は
、
如
何
に
し
て
直
観
が
生
成
す
る
か
を
理
解
し
な
い
。
そ
れ
は
弁
証
法
の
若
干
の

形
式
を
習
得
す
る
と
い
う
が
如
き
、
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
直
観
は
厳
格
な
方
法
的
な
訓

練
を
経
て
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
単
に
情
意
的
な
も
の
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
こ
に
は
知
的
な
も
の
、
叡
智
的
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
ベ
ル
グ
ソ

ン
を
単
純
に
反
主
知
主
義
者
、
主
意
主
義
者
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
む
し
ろ
そ
こ
に
ネ
オ
・
プ
ラ
ト
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ニ
ズ
ム
を
見
る
こ
と
さ
え
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
直
観
を
知
的
共
感
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し

て
ま
た
彼
を
反
科
学
主
義
者
の
如
く
考
え
る
こ
と
に
対
し
て
も
警
戒
を
要
す
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
、
却
っ
て
反
対
に
、
真
の
直
観
に
至
る
た
め
に
は
科
学
的
知
識
は
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ

も
の
で
あ
る
。
実
在
に
つ
い
て
直
観
、
即
ち
そ
の
内
奥
と
の
知
的
共
感
を
得
る
た
め
に
は
、
我
々
は
先
ず
そ
の
表

面
の
現
れ
と
長
い
間
親
し
む
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
信
用
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
近
世
哲
学
の
巨
匠
た
ち
は
彼
等

の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
知
識
を
同
化
し
た
人
々
で
あ
っ
た
。
直
観
の
最
も
単
純
な
特
別
の
場
合
、
自
我
と
自

我
と
の
直
接
の
接
触
の
場
合
に
お
い
て
さ
え
、
多
く
の
心
理
学
的
分
析
を
相
互
に
結
合
し
比
較
す
る
こ
と
な
し
に

は
、
そ
の
判
明
な
直
観
に
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
彼
は
い
っ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
は
単
な

る
霊
感
の
如
き
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
数
学
の
門
口
か
ら
哲
学
に
入
っ
た
、無
限
に
関
す
る
古
い
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
、

ゼ
ノ
ン
の
有
名
な
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
彼
の
能
力
を
そ
の
独
断
の
仮
睡
か
ら
初
め
て
覚
ま
し
た
刺

戟
で
あ
っ
た
、
と
ジ
ェ
ー
ム
ズ
は
述
べ
て
い
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
関
し
て
論
じ

た
著
作
が
あ
る
。ま
た
彼
は
生
物
学
そ
の
他
の
実
証
科
学
に
つ
い
て
豊
富
な
知
識
を
も
っ
て
い
た
。『
物
質
と
記
憶
』

を
書
い
た
と
き
、
彼
は
そ
の
準
備
に
五
年
間
失
語
症
に
関
す
る
医
学
上
の
文
献
を
研
究
し
た
と
い
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
事
実
は
、
彼
の
哲
学
の
意
味
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
忘
れ
て
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
に
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ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

依
る
と
、
哲
学
的
直
観
と
科
学
の
概
念
的
知
識
と
の
間
に
は
、
飛
躍
に
よ
っ
て
の
み
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
距
離

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
概
念
的
知
識
は
相
対
的
に
止
ま
り
、
絶
対
は
た
だ
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
。
哲
学
は

科
学
的
知
識
の
要
約
或
は
綜
合
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
哲
学
の
目
指
す
と
こ
ろ
の
も
の

も
ま
た
経
験
で
あ
る
。
哲
学
は
、
科
学
に
お
け
る
経
験
の
一
般
化
と
は
違
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、「
充

足
的
経
験
」
と
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
彼
に
依
る
と
、

科
学
も
そ
の
起
原
に
遡
れ
ば
直
観
で
あ
る
。
彼
は
ク
ロ
ー
ド
・
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
論
じ
て
、
発
明
は
到
る
処

に
、
事
実
の
最
も
謙
虚
な
探
求
の
う
ち
に
も
、
最
も
単
純
な
経
験
の
う
ち
に
も
、
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
人

格
的
な
、
独
自
的
な
努
力
の
存
在
し
な
い
処
に
は
、
科
学
の
始
め
さ
え
存
在
し
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
て

科
学
と
形
而
上
学
と
は
直
観
に
お
い
て
結
び
附
く
の
で
あ
っ
て
、
真
に
直
観
的
な
哲
学
は
形
而
上
学
と
科
学
と
の

結
合
を
実
現
す
る
と
彼
は
考
え
た
。

既
に
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
の
目
標
が
何
処
に
あ
る
か
は
明
瞭
で
あ
る
。
彼
の
直
観
主
義
は

経
験
の
上
を
飛
ぶ
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
ど
こ
ま
で
も
深
く
経
験
の
中
に
入
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
近
代

の
学
問
の
精
神
で
あ
っ
た
実
証
性
を
突
き
詰
め
て
、そ
の
果
て
に
到
達
し
た
直
観
主
義
で
あ
る
。「
真
の
経
験
論
は
、

で
き
る
だ
け
原
物
そ
の
も
の
に
近
づ
い
て
、
そ
の
生
命
の
中
に
沈
み
入
り
、
そ
う
し
て
一
種
の
知
的
聴
診
に
よ
っ
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て
、
そ
の
魂
の
鼓
動
を
感
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
真
の
経
験
論
が
真
の
形
而
上
学
で
あ
る
」、
と
ベ

ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。
近
代
科
学
の
実
証
的
精
神
は
い
わ
ゆ
る
経
験
論
の
哲
学
を
起
し
た
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の

批
判
と
な
り
、
カ
ン
ト
は
そ
の
批
判
主
義
の
立
場
か
ら
独
自
の
経
験
理
論
を
立
て
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
問
題
も
ま

た
経
験
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
好
い
。
彼
の
哲
学
は
物
そ
の
も
の
に
ゆ
く
と
い
う
実
証
的
精
神
の
追
求
で
あ
る
。
ラ

ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
、
将
来
の
哲
学
の
主
要
な
方
向
は
「
精
神
的
現
実
主
義
或
は
実
証
主
義
」
で
あ
る
と
い
っ
た
が
、

こ
の
予
言
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

あ
ら
ゆ
る
経
験
は
直
観
に
結
び
附
い
て
い
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
も
十
分
に
認
め
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
ロ
ッ

ク
は
感
覚
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
は
印
象
を
基
礎
と
し
た
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
は
こ
の
よ
う
な
経
験
論
の
誤
謬
を
指

摘
し
て
、
そ
の
い
わ
ゆ
る
経
験
は
外
的
直
観
の
外
的
経
験
に
過
ぎ
ず
、
内
面
的
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
内
面

的
経
験
、
内
面
的
直
観
の
「
原
始
的
事
実
」
を
顧
み
な
い
も
の
と
し
た
。
こ
の
直
観
と
原
始
的
事
実
と
は
単
に
表

象
的
な
も
の
で
は
な
く
、
情
意
的
な
も
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
真
の
経
験
論
は
こ
こ
に
端
を
発
し
た
も

の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
哲
学
は
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
精
神
的
実
証
主
義
と
し
て
意
識
の
哲
学
で

あ
り
、
ビ
ラ
ン
の
内
面
的
経
験
の
心
理
学
の
発
展
で
あ
る
。
し
か
る
に
ビ
ラ
ン
に
お
い
て
心
理
学
或
は
人
間
学
に

と
ど
ま
っ
た
意
識
の
哲
学
は
、
如
何
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
宇
宙
論
的
意
味
の
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
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ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

か
。
こ
こ
に
我
々
は
カ
ン
ト
の
経
験
理
論
に
お
け
る
図
式
論
の
思
想
を
入
れ
て
考
え
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ

ン
ト
に
依
る
と
、
我
々
の
表
象
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
根
源
を
も
つ
に
せ
よ
、
そ
れ
を
惹
き
起
す
も
の
が
外
物

の
影
響
で
あ
ろ
う
と
内
的
原
因
で
あ
ろ
う
と
、
心
の
変
容
と
し
て
内
官
に
属
し
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
内
官
の
形
式
的
制
約
即
ち
時
間
に
従
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
時
間
に
お
い
て
整
序
さ
れ
、
結
合
さ
れ
、

互
い
に
関
係
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
直
観
は
か
よ
う
に
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う

の
が
カ
ン
ト
の
図
式
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
図
式
論
は
時
間
の
規
定
を
図
式
と
し
て
感
性
と
悟
性
と
の

結
合
を
企
て
る
も
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
か
よ
う
に
経
験
が
図
式
化
さ
れ
た
悟
性
概
念
即
ち
範
疇
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
可
能
な
経
験
の
範
囲
が
現
象
で
あ
っ
て
、
物
そ
の
も
の
、
物

自
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
物
自
体
は
時
間
の
制
約
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
い
う
経

験
は
単
に
現
象
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
も
ち
ろ
ん
経
験
の
こ
の
よ
う
な
見
方
に
と
ど
ま
る
こ

と
を
欲
し
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
概
念
的
知
識
の
範
囲
を
現
象
に
局
限
し
た
こ
と
は
、ベ
ル
グ
ソ
ン
に
依
る
と
、

一
つ
の
新
し
い
哲
学
、「
直
観
の
最
高
の
努
力
に
よ
っ
て
知
識
の
悟
性
外
の
内
容
の
う
ち
に
腰
を
据
え
た
新
し
い

哲
学
に
道
を
開
い
た
」
も
の
で
あ
る
。
直
観
は
物
自
体
を
、
絶
対
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
的

な
経
験
と
は
違
っ
た
種
類
の
経
験
が
あ
る
。
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カ
ン
ト
の
経
験
理
論
は
直
観
を
ヒ
ュ
ー
ム
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
、
外
的
な
も
の
、
表
象
的
な
も
の
と
考
え
た
に

過
ぎ
ぬ
。
表
象
を
ば
ら
ば
ら
な
も
の
と
見
た
ヒ
ュ
ー
ム
の
原
子
論
的
心
理
学
の
見
方
は
カ
ン
ト
の
う
ち
に
も
残
っ

て
い
る
。
カ
ン
ト
が
時
間
の
規
定
を
図
式
と
し
て
直
観
と
概
念
と
の
結
合
を
考
え
た
と
き
、
そ
の
時
間
は
ベ
ル
グ

ソ
ン
に
依
る
と
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
っ
て
、
純
粋
な
時
間
、
純
粋
持
続
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
概

念
が
働
く
の
は
こ
の
よ
う
な
空
間
化
さ
れ
た
時
間
、
流
れ
る
時
間
で
な
く
て
流
れ
た
時
間
に
お
い
て
で
あ
る
。
カ

ン
ト
は
時
間
は
現
象
の
制
約
で
あ
っ
て
、
物
自
体
は
時
間
の
形
式
を
脱
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
、
物
自
体
が

時
間
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
空
間
化
さ
れ
た
時
間
の
形
式
を
脱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
物
自
体
は
却
っ
て
時
間
そ
の
も
の
、
純
粋
持
続
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
現
象
と
物
自
体
と
の
二
元
論
は
ベ
ル
グ

ソ
ン
の
も
の
で
は
な
い
。
彼
は
そ
こ
に
む
し
ろ
経
験
の
二
つ
の
面
、
二
つ
の
方
向
を
考
え
る
。
即
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン

は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、「
も
し
も
経
験
が
二
つ
の
違
っ
た
面
に
お
い
て
、
一
方
で
は
、
事
実
と
事
実
と
が

並
置
さ
れ
、
殆
ど
繰
り
返
さ
れ
、
殆
ど
同
様
で
あ
り
、
そ
う
し
て
最
後
に
判
別
さ
れ
た
多
様
性
と
空
間
性
と
の
意

味
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
形
式
に
お
い
て
、
他
方
で
は
、
純
粋
持
続
と
し
て
法
則
と
計
量
と
を
拒
む
と
こ

ろ
の
相
互
浸
透
の
形
式
に
お
い
て
、
我
々
に
現
れ
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
哲
学
と
科
学
と
い
う
知
識
の
二
つ
の
仕

方
に
と
っ
て
場
所
が
な
い
で
あ
ろ
う
」。
二
つ
の
場
合
に
お
い
て
経
験
は
意
識
を
意
味
し
て
い
る
、
し
か
し
第
一
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ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

の
場
合
に
お
い
て
は
、
意
識
は
外
部
に
拡
散
し
、
外
面
化
さ
れ
、
第
二
の
場
合
に
お
い
て
は
、
内
部
に
集
中
さ
れ
、

深
化
す
る
の
で
あ
る
。
純
粋
持
続
は
量
的
に
見
る
こ
と
を
許
さ
ぬ
異
質
的
連
続
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
そ
れ
は
つ

ね
に
過
去
を
負
い
未
来
を
孕
む
の
で
あ
る
。
そ
の
時
間
論
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
最
も
大
き
な
仕
事
で
あ
っ
て
、
現

代
哲
学
に
お
け
る
劃
期
的
な
業
績
と
し
て
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

哲
学
の
本
質
は
単
純
性
の
精
神
で
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
複
雑
は
表
面
上
の
も
の
で
あ
り
、
構
成
は
附
属
的
な

も
の
で
あ
り
、
綜
合
は
外
見
上
の
も
の
で
あ
る
、
哲
学
す
る
と
い
う
こ
と
は
単
純
な
作
用
で
あ
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ

ン
は
い
っ
て
い
る
。
実
際
、
彼
の
書
物
を
読
ん
で
、
我
々
の
心
に
触
れ
る
の
は
こ
の
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
「
天
才
的
な
単
純
さ
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ひ
と
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
哲
学
の

根
柢
は
極
め
て
単
純
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
単
純
な
も
の
、
直
観
が
欠
け
て
い
る
場
合
、
ど
の
よ

う
な
複
雑
な
論
理
的
構
成
も
、
ど
の
よ
う
な
包
括
的
な
概
念
的
綜
合
も
無
価
値
で
あ
る
。
す
べ
て
の
偉
大
な
哲
学

者
は
イ
マ
ー
ヂ
を
蹈
ま
え
て
哲
学
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
あ
の
晦
渋
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
的
体
系

の
根
柢
も
極
め
て
単
純
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
生
命
と
な
っ
て
い
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
の
影
響
は
広
汎
で
あ
る
が
、
今
そ
の
一
つ
と
し
て
、
ソ
レ
ル
が
そ
の
サ
ン
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム

の
哲
学
的
基
礎
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
求
め
た
と
い
う
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
純
粋
持
続
は
相
互
浸
透
的
な
不
可
分
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の
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
未
来
を
予
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
説
か
ら
、
ソ
レ
ル
は
そ
の
神

話
論
と
直
接
行
動
論
と
を
引
き
出
し
た
。
そ
れ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
を
正
し
く
解
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か

は
、
疑
問
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
と
い
う
も
の
に
は
も
っ
と
パ
ー
ソ
ナ
リ
ズ
ム
の
要
素
が
あ
り
、
主
知

主
義
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ソ
レ
ル
の
思
想
は
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
形
成
に
と
っ
て
一
つ

の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
は
ド
イ
ツ
に
お
け
る
ナ
チ
ズ
ム
の
擡
頭
の
一
つ
の
重

要
な
動
力
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
全
体
主
義
の
思
想
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
と
の
間
に
は
も
ち
ろ
ん

種
々
の
相
違
が
あ
り
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
同
じ
に
見
ら
れ
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に

も
拘
ら
ず
、
も
し
全
体
主
義
者
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
引
合
い
に
出
そ
う
と
思
え
ば
出
す
こ
と
が
で
き
る
方
面
の
あ
る

こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
歴
史
の
流
れ
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
欲
し
な
か
っ
た
結
果
を
も
た
ら
し

た
。
フ
ラ
ン
ス
は
全
体
主
義
国
家
に
よ
っ
て
敗
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
思
想
の
影
響
と
い
う
も
の
に
は
何
か
運
命
的

な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
影
響
は
著
作
家
自
身
の
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

影
響
に
よ
っ
て
、
彼
は
時
と
し
て
自
分
の
考
え
な
か
っ
た
よ
う
な
名
誉
を
浴
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
代
り
に
、
ま

た
自
分
の
考
え
な
か
っ
た
よ
う
な
不
幸
を
負
わ
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。思
想
の
運
命
の
不
思
議
を
思
う
の
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
は
勿
論
そ
の
ま
ま
認
め
難
い
が
、
既
成
概
念
を
棄
て
て
物
そ
の
も
の
に
ゆ
く
こ
と
を
繰
り
返



五
二
七

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て

し
説
い
た
彼
の
哲
学
は
今
日
我
々
に
と
っ
て
教
え
る
も
の
が
多
い
で
あ
ろ
う
。



五
二
八

【
以
下
の
書
評
は
全
二
〇
巻
の
中
に
無
い
の
で
こ
こ
に
収
め
る
】

山
内
得
立
著現

象
学
叙
説	

	
	

	
	

【1929.9

】

我
々
は
山
内
氏
に
於
て
現
象
学
の
よ
き
叙
述
者
を
期
待
さ
せ
ら
れ
る
。
氏
が
こ
の
方
面
の
研
究
に
従
事
せ
ら
れ

る
の
は
十
数
年
来
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
氏
は
親
し
く
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
数
年
間
勉
強
さ
れ
た
人
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
書
が
出
版
さ
れ
る
の
を
知
っ
た
と
き
、
我
々
の
期
待
は
甚
だ
大
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
い
ま
そ
れ
を
通
読
す
る
こ
と
を
得
て
私
は
、一
方
で
は
私
の
期
待
の
満
足
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
喜
ぶ
と
共
に
、

他
方
で
は
多
少
と
も
失
望
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
を
告
白
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

読
者
は
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
克
明
に
丹
念
に
、
周
到
に
解
説
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
勝
れ
た
参
考
書
を

も
つ
。
叙
述
は
凡
て
忠
実
で
あ
り
、
綿
密
で
あ
る
。
説
明
の
仕
方
は
ま
こ
と
に
手
に
入
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
誰

で
も
著
者
が
こ
の
学
に
多
年
習
熟
し
て
い
る
人
で
あ
る
の
を
感
ず
る
こ
と
が
出
来
る
。
従
っ
て
フ
ツ
サ
ー
ル
を
原

書
で
読
み
得
ぬ
人
、
若
く
は
こ
れ
か
ら
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
人
に
対
し
て
、
我
々
は
山
内
氏
の
著
書
を
よ
き
解



五
二
九

書
評
「
現
象
学
叙
説
」

説
書
、
よ
き
手
引
と
し
て
安
心
し
て
勧
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
点
で
我
々
は
山
内
氏
の
労
を
多
と
し
て
感
謝

す
べ
き
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
一
歩
を
進
め
て
考
え
る
と
き
、
氏
の
と
ら
れ
た
叙
述
の
仕
方
そ
の
も
の
に
つ
い
て
既
に
問
題
が
起

っ
て
来
る
。
そ
の
解
説
の
忠
実
さ
は
原
書
に
対
す
る
非
独
立
性
を
意
味
す
る
こ
と
と
も
な
り
、
従
っ
て
フ
ッ
サ
ー

ル
を
既
に
読
ん
だ
者
、
若
く
は
読
ん
で
相
当
に
こ
な
し
得
る
者
は
、
こ
の
書
か
ら
さ
ほ
ど
多
く
を
学
び
得
な
い

と
い
う
結
果
に
な
る
。
著
者
を
し
て
一
層
自
由
な
独
自
な
活
動
を
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
書

物
が
最
初
近
代
社
刊
行
の
哲
学
講
座
の
た
め
講
座
風
に
書
か
れ
た
も
の
を
も
と
と
し
て
出
来
た
こ
と
に
も
よ
る

で
あ
ろ
う
。
山
内
氏
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
の
う
ち
で
も
『
論
理
研
究
』
を
主
と
し
て
叙
述
さ
れ
た
こ
と
は
正

し
き
こ
と
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
ら
此
著
作
は
後
の
『
イ
デ
エ
ン
』
が
構
成
的
で
あ
る
に
比
し
て
著
し
く
分
析

的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
カ
ン
ト
的
な
構
成
主
義
に
対
し
て
「
物
そ
の
も
の
へ
還
り
行
く
」（auf die Sachen selbst 

zurückgehen

）
こ
と
を
目
差
す
現
象
学
本
来
の
趣
旨
に
一
層
よ
く
適
合
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
る
に
山
内
氏
は
こ
の
『
論
理
研
究
』
に
重
き
を
お
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
解
説
を
見
る
に
、
構
成
的
、
説
明
的
、

理
論
的
で
あ
っ
て
、
分
析
的
、
叙
述
的
、
開
示
的
傾
向
が
あ
ま
り
に
少
な
く
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
簡

単
に
云
え
ば
、
氏
の
遣
方
は
あ
ま
り
理
に
落
ち
て
い
る
。
一
般
に
現
象
学
に
つ
い
て
は
こ
の
学
問
の
本
来
の
性
質



五
三
〇

上
「
解
説
」
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ず
、
し
か
も
こ
れ
を
企
て
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
少
な
く
と
も
山
内
氏
に
於
け
る

無
理
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
イ
デ
エ
ン
』
の
解
説
に
あ
り
得
る
と
し
て
も
、『
論
理
研
究
』
の
解
説
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
私
は
嘗
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
教
授
の
処
で
こ
の
『
論
理
研
究
』
の
演
習
に
列
し
た
と
き
の
こ
と
を

想
い
起
す
。
教
授
は
こ
の
書
物
の
一
定
の
部
分
を
学
生
に
自
宅
で
読
ま
せ
て
来
て
お
い
て
、
そ
こ
に
何
が
書
い
て

あ
っ
た
か
を
問
う
の
を
つ
ね
と
し
た
。
そ
し
て
学
生
が
そ
の
部
分
の
要
領
を
説
明
す
る
と
、教
授
は
い
つ
で
も「
物

は
そ
の
通
り
の
関
係
に
あ
る
か
」
と
必
ず
問
い
直
し
た
。
そ
し
て
教
授
は
『
論
理
研
究
』
は
暗
記
す
べ
き
本
で
な

く
、「
仕
事
の
本
」（A

rbeitsbuch
）
で
あ
り
、
実
に
そ
の
名
の
如
く
「
研
究
」
で
あ
る
と
毎
時
間
の
よ
う
に
繰
り

返
し
て
云
っ
た
。
我
々
は
現
象
学
と
は
何
で
あ
る
か
と
尋
ぬ
べ
き
で
な
く
現
象
学
的
に
物
を
見
る
と
は
如
何
に
す

る
こ
と
で
あ
る
か
を
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
、
と
云
っ
て
そ
の
書
を
書
き
始
め
ら
れ
た
山
内
氏
か
ら
我
々
の
期
待
し
た

こ
と
は
、
氏
が
『
論
理
研
究
』
を
も
っ
て
仕
事
し
、
研
究
さ
れ
た
こ
と
の
分
析
的
叙
述
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
る
に
我
々
に
与
え
ら
れ
た
も
の
は
「
解
説
」
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
そ
の
弁
証
法
に
つ

い
て
考
え
た
よ
う
に
、
方
法
の
解
説
で
な
く
方
法
の
遂
行
の
み
が
そ
れ
に
つ
い
て
の
真
の
知
識
を
与
え
る
こ
と
が

出
来
る
。

尤
も
か
く
要
求
す
る
の
は
著
者
が
み
ず
か
ら
現
象
学
そ
の
も
の
の
立
場
に
立
つ
学
者
で
あ
る
限
り
に
於
て
の
み



五
三
一

書
評
「
現
象
学
叙
説
」

意
味
を
有
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ざ
る
場
合
解
説
は
も
と
よ
り
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ

の
と
き
に
は
批
判
の
契
機
が
こ
の
解
説
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
山
内
氏
は
、
私

自
身
に
つ
い
て
は
今
は
よ
り
多
く
の
関
心
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
つ
な
い
で
い
る
、
と
云
わ
れ
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
我
々
は
氏
の
書
物
の
う
ち
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
批
判
の
契
機
が
顕
に
さ
れ
て
い
る
の
を
見
出
し
得
な
い
の

で
あ
る
。
氏
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
ー
そ
の
他
の
学
者
と
関
係

せ
し
め
ら
れ
る
。
著
者
の
か
か
る
解
説
に
よ
っ
て
読
者
は
十
分
に
利
益
を
受
け
る
に
相
違
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ

は
要
す
る
に
解
説
で
あ
っ
て
、
読
者
は
現
象
学
が
何
で
あ
る
か
を
知
り
得
て
も
、
現
象
学
的
方
法
の
習
練
を
受
け

得
な
い
。
我
々
は
氏
が
当
体
的
な
問
題
の
研
究
に
進
ま
れ
る
や
否
や
、
多
く
の
場
合
現
象
学
的
に
で
な
く
、
純
粋

論
理
的
に
進
ま
れ
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
恐
ら
く
山
内
氏
の
た
め
で
な
く
、
却
っ
て
現
象
学
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
も
と
も

と
純
粋
論
理
と
最
も
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
か
ら
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
流
を
汲
む

人
で
あ
る
が
、
彼
の
関
心
の
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
つ
ね
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
謂
う
「
理
性
の
真
理
」（vérité de 

raison

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
た
「
事
実
の
真
埋
」（vérité de fait

）
の
問
題
は
こ
れ
に
反
し
て
殆
ど

全
く
無
視
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
に
既
に
現
象
学
の
ひ
と
つ
の
限
界
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
点
に
関



五
三
二

し
て
我
々
は
な
お
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
優
越
を
依
然
と
し
て
信
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
固
よ
り
私
の
謂

う
の
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
こ
と
で
な
い
。
新
カ
ン
ト
学
派
も
感
性
的
な
も
の
物
質
的
な
も
の
、
事
実
的
な
も
の
を

顧
み
な
い
こ
と
で
は
、
現
象
学
と
同
一
の
轍
を
履
む
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
現
代
哲
学
一
般
に
対
す
る
マ

ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
批
判
の
契
機
の
ひ
と
つ
が
あ
る
。

け
れ
ど
も
山
内
氏
の
著
書
に
於
け
る
学
術
的
な
も
の
、
そ
れ
に
関
聯
す
る
現
象
学
の
若
干
問
題
を
学
問
的
に
詳

論
す
る
こ
と
は
他
の
場
所
に
譲
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
我
々
に
と
っ
て
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
つ
い
て
の
我
々
の
見
地
か

ら
の
「
仕
事
の
本
」
が
邦
語
に
よ
っ
て
現
さ
れ
こ
と
は
大
な
る
喜
び
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
岩
波
書
店
刊
、
定

価
参
円
）



解
題

第
十
巻
の
編
者
久
野
収
氏
に
よ
る
各
編
の
初
出
と
い
く
つ
か
の
解
説
を
摘
録
し
て
お
く
。

初
出

マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー　
『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
第
二
巻
第
五
号　

1929

（
昭
和
４
）
年
５
月

方
法
と
順
序　
『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
第
二
巻
第
六
号　

1929

（
昭
和
４
）
年
６
月

現
象
学
叙
説　
『
思
想
』
第
八
八
号　
1929

（
昭
和
４
）
年
９
月

弁
証
法
と
そ
の
俗
流
化　
『
経
済
往
来
』　1930

（
昭
和
５
）
年
１
月

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
と
レ
ー
ニ
ン　
『
新
興
科
学
の
旗
の
も
と
に
』
第
二
巻
第
一
一
号　

1929

（
昭
和
４
）
年11

月

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論　
『
中
央
公
論
』
第
五
〇
四
号　

1930

（
昭
和
５
）
年
１
月

資
本
論
の
冒
涜　
『
中
央
公
論
』
第
五
〇
五
号　

1930
（
昭
和
５
）
年
２
月

近
代
科
学
と
唯
物
弁
証
法　
『
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
科
学
』　1930
（
昭
和
５
）
年
２
月

ニ
ー
チ
ェ　
岩
波
講
座
『
世
界
思
潮
』
第
一
〇
分
冊　

1930
（
昭
和
５
）
年
３
月

唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か　
『
思
想
』
第
九
七
号　

1930

（
昭
和
５
）
年
６
月



ヘ
ー
ゲ
ル
復
興
と
そ
の
方
向　
『
中
央
公
論
』
第
五
一
八
号　

1931

（
昭
和
６
）
年
３
月

時
代
と
世
代　
『
改
造
』
第
十
三
巻
第
八
号　

1931

（
昭
和
６
）
年
８
月

ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か　
『
読
売
新
聞
』　1931

（
昭
和
６
）
年11

月7,10,11

日

キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
現
代　
『
読
売
新
聞
』　1931

（
昭
和
６
）
年12

月15

〜19

日

拙
著
批
評
に
答
え
る　
『
思
想
』
第
一
二
四
号　

1932

（
昭
和
７
）
年
９
月

哲
学
の
衰
頽
と
再
建
の
問
題　
『
中
央
公
論
』　1932

（
昭
和
７
）
年
９
月

哲
学
者
の
定
義
に
よ
る
人
間　
『
経
済
往
来
』　1933

（
昭
和
８
）
年
１
月

不
安
の
思
想
と
そ
の
超
克　
『
改
造
』　1933

（
昭
和
８
）
年
６
月

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
哲
学
の
運
命　
『
セ
ル
パ
ン
』　1933

（
昭
和
８
）
年11

月

歴
史
的
意
識
と
神
話
的
意
識　
『
心
境
』
創
刊
号　

1934

（
昭
和
９
）
年
２
月

新
し
い
人
間
の
哲
学　
『
文
芸
』
改
造
社
版
第
二
巻
第
七
号　

1934

（
昭
和
９
）
年
７
月

ニ
ー
チ
ェ
と
現
代
思
想　
『
経
済
往
来
』　1935
（
昭
和10

）
年
４
月

現
代
の
浪
漫
主
義
に
つ
い
て　
『
中
央
公
論
』　1935
（
昭
和10

）
年
６
月

非
合
理
主
義
的
傾
向
に
つ
い
て　
『
改
造
』
第
十
七
巻
第
九
号　

1935

（
昭
和10

）
年
９
月

西
田
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て　
『
思
想
』
第
一
六
四
号
『
西
田
哲
学
特
集
」　1936

（
昭
和11

）
年
１
月



哲
学
ノ
ー
ト　
『
知
性
』　1939

（
昭
和14

）
年
１
月
よ
り
同
年
九
月
ま
で
八
回
（
六
月
は
休
載
）、
た
だ
し
七
月
第
六

回
は
『
構
想
力
の
論
理
第
一
』
に
序
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
序
文
の
原
形
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
覚
書　
『
文
学
界
』　1942

（
昭
和17

）
年
１
、２
月
号
に
連
載

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て　
『
改
造
』　1941

（
昭
和16

）
年
２
月

山
内
得
立
著
現
象
学
叙
説　
『
中
央
公
論
』　1929

（
昭
和
４
）
年
９
月

現
象
学
叙
説　
こ
の
論
文
に
対
し
、
山
内
得
立
氏
は
た
だ
ち
に
、「
拙
著
『
現
象
学
叙
説
』
に
つ
い
て
」（『
思
想
』
第
八
九
号
、

昭
和
四
年
十
月
）
を
執
筆
し
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

資
本
論
の
冒
涜　
二
木
保
幾
「
マ
ル
ク
ス
の
価
値
論
に
於
け
る
平
均
観
察
と
限
界
原
理
と
の
矛
盾
」（『
中
央
公
論
』
昭
和
四
年

十
二
月
）
は
、
久
野
収
氏
に
よ
る
と
「
昭
和
前
期
の
論
壇
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
価
値
論
論
争
の
く
ち
び
の
一
つ
に
な

っ
た
重
要
論
文
」
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に
、「
当
時
の
哲
学
者
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
経
済
学
に
お
け
る
最
重
要
な
哲
学

問
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
価
値
論
論
争
に
指
一
つ
そ
め
え
な
か
っ
た
現
実
ば
な
れ
の
中
で
、
著
者
は
哲
学
者
と
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
擁
護
す
る
側
か
ら
、
こ
の
論
争
に
参
加
し
た
ほ
と
ん
ど
た
だ
一
人
の
学
者
で
あ
っ
た
。」
と
第
十
巻
後
書
き
。



唯
物
論
は
如
何
に
し
て
観
念
化
さ
れ
た
か　
服
部
之
総
に
よ
る
「
三
木
哲
学
」
批
判
に
答
え
る
た
め
に
、
山
崎
謙
、
秋
沢
修
二
両

氏
と
共
同
署
名
の
も
と
に
発
表
さ
れ
た
三
部
作
の
第
一
部
に
あ
た
る
。
三
木
本
人
に
よ
る
そ
の
前
書
き
、
お
よ
び
両
氏
論
文

趣
旨
を
「
資
料
第
一
輯
」
に
収
録
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
如
何
に
現
代
に
生
き
る
か　
当
時
、
ヘ
ー
ゲ
ル
百
年
忌
を
記
念
し
て
成
立
し
た
国
際
ヘ
ー
ゲ
ル
連
盟
の
日
本
支
部
責

任
者
の
位
置
に
就
い
た
、
そ
の
就
任
声
明
に
当
た
る
だ
ろ
う
と
、
久
野
収
氏
。
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