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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
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三
木
清
全
集
第
十
二
巻　

文
学
評
論

目
次文

学
の
真
に
つ
い
て

自
照
の
文
学

文
壇
と
論
壇

現
実
と
芸
術

日
記
と
自
叙
伝

評
論
と
機
智
に
つ
い
て

現
象
学
と
文
学

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
て

批
評
の
生
理
と
病
理

歴
史
的
自
省
へ
の
要
求

性
格
と
タ
イ
プ

レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神



5

詩
歌
の
考
察

文
章
の
朗
読

技
術
の
精
神
と
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム

創
作
と
作
家
の
体
験

作
品
の
倫
理
性

哲
学
と
文
芸

肉
体
の
問
題

純
粋
性
の
揚
棄

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開

通
俗
性
に
つ
い
て

新
し
い
国
民
文
学

政
治
へ
の
反
撃

文
学
と
技
術

詩
と
科
学

古
典
の
概
念



6

文
芸
時
評

文
芸
時
評

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』
執
筆
項
目

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』
執
筆
項
目

【
解
題
】



七

文
学
の
真
に
つ
い
て

文
学
の
真
に
つ
い
て

―
―
文
芸
時
評
―
―

一

先
月
の
諸
雑
誌
に
見
え
た
評
論
の
多
く
が
文
学
に
於
け
る
「
真
実
」
も
し
く
は
「
現
実
」
の
問
題
、
そ
れ
に
関

聯
し
て
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
を
取
扱
っ
て
い
る
。
小
林
秀
雄
氏
の
「
小
説
の
問
題
」（
新
潮
）、同
題
（
文
芸
春
秋
）、

阿
部
知
二
氏
の
「
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
」（
新
潮
）、そ
し
て
小
林
多
喜
二
氏
の
「
文
芸
時
評
」（
中
央
公
論
）、等
々
、

い
ず
れ
も
そ
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
文
学
に
於
け
る
真
実
も
し
く
は
現
実
と
は
何
か
と
い
う
問
題
は
、
最
近
の

中
心
問
題
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
問
題
は
、
小
林
秀
雄
氏
の
語
を
借
り
れ
ば
、「
現
代
文
学

の
不
安
」（
改
造
、
文
芸
時
評
）
を
現
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
こ
の
問
題
を
挟
ん
で
、
今
や
、
芸
術
派
と

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
が
対
立
す
る
に
至
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
芸
術
派
の
方
面
で
は
、
プ
ル
ー

ス
ト
な
ど
の
影
響
の
も
と
に
「
意
識
の
流
れ
」
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
が
そ
う
い
う
現
実
だ
と
見
ら
れ
、
ま
た
昨

今
流
行
の
ジ
ョ
イ
ス
の
ユ
リ
シ
ー
ズ
が
「
完
全
な
真
実
」
を
現
す
も
の
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
。
左
翼
で
は
ど
こ
ま



八

で
も
現
実
を
求
め
て
以
前
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
今
日
の
「
唯
物
弁
証
法
」
の
立
場
、
創

作
方
法
に
於
け
る
レ
ー
ニ
ン
的
段
階
に
ま
で
推
し
進
ん
で
来
た
。

現
実
、
従
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
に
就
い
て
の
両
者
の
見
解
の
か
く
の
如
き
対
立
は
、
文
学
の
芸
術
的
価
値
と
政
治

的
価
値
に
関
す
る
嘗
て
の
論
争
に
比
し
て
よ
り
重
要
で
あ
り
、
よ
り
根
本
的
で
あ
る
と
思
う
。
い
わ
ゆ
る
芸
術
的

価
値
と
政
治
的
価
値
に
関
す
る
問
題
は
、
そ
の
出
発
点
に
於
て
既
に
、
な
お
古
い
美
学
の
範
疇
に
囚
わ
れ
て
い
た

と
も
云
わ
れ
よ
う
。
古
い
美
学
の
根
本
概
念
が
「
美
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
新
し
い
美
学
の
そ
れ
は
「
真
実
」

で
あ
る
。
美
は
真
実
に
比
し
て
は
な
お
浅
薄
で
、
皮
相
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
少
な
く
と
も
現
代
人
の
意
識
に

と
っ
て
は
そ
う
で
あ
る
。
我
々
は
美
よ
り
も
深
く
真
実
を
求
め
る
。
我
々
の
問
題
は
も
は
や
か
の
「
美
的
仮
象
」

で
は
な
く
て
、
却
っ
て
芸
術
に
於
け
る
真
実
で
あ
る
。

尤も
っ
とも

、
根
本
に
於
て
如
何
な
る
時
代
の
芸
術
も
現
実
以
外
の
何
物
を
も
欲
し
得
ず
、
種
々
な
る
時
代
は
種
々
異

な
っ
た
も
の
を
現
実
的
と
し
て
体
験
し
た
ま
で
だ
、
と
も
云
わ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
或
る
時
代
が
現
実
を
破
壊

し
蹂
躙
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
、
よ
り
深
き
、
よ
り
真
な
る
現
実
を
発
見
せ
ん
が

た
め
に
そ
う
し
た
の
で
あ
る
、
と
も
見
ら
れ
得
る
。
従
っ
て
問
題
は
、
我
々
の
時
代
に
と
っ
て
現
実
と
は
何
を
意

味
す
る
か
、と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
真
以
外
の
何
物
も
美
で
な
い
、真
な
る
も
の
の
み
が
美
し
い
。」



九

文
学
の
真
に
つ
い
て

と
ボ
ワ
ロ
は
云
っ
たi i

。
然
し
我
々
は
ボ
ワ
ロ
が
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
に
と
っ
て

リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
何
で
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
に
我
々
は
歴
史
の
弁
証
法
的
発
展
の
線
に
沿
う
て
正
確
に
答
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム

と
い
え
ば
、
我
々
に
は
歴
史
上
先
ず
自
然
主
義
運
動
に
結
び
付
い
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
運
動
の
発
端
は
と
い
え

ば
、
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
一
八
四
八
年
の
革
命
で
あ
っ
た
。
恰あ
た
かも
一
八
三
〇
年
の
七
月
革
命
が
浪
漫
主
義
と
し
て

総
括
さ
れ
る
一
世
代
を
作
り
出
し
た
如
く
、
二
月
革
命
は
ま
さ
に
自
然
主
義
の
端
初
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
者

の
代
弁
者
が
ベ
ラ
ン
ジ
ェ
や
ユ
ー
ゴ
ー
な
ど
弁
護
士
殊
に
詩
人
で
あ
っ
た
に
反
し
て
、
後
者
の
そ
れ
は
プ
ル
ー
ド

ン
を
頭
と
す
る
社
会
主
義
的
傾
向
の
学
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ス

ト
と
称
せ
ら
れ
る
こ
の
新
し
い
流
派
は
最
初
レ
ア
リ
ス
ト
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
の
運
動
の
歴
史
に
於
て
重
要

な
位
置
を
占
め
る
、
一
八
五
六
年
十
一
月
か
ら
五
七
年
四
・
五
月
ま
で
パ
リ
で
二
十
二
三
歳
の
若
い
人
々
の
手
に

よ
っ
て
発
行
さ
れ
た
雑
誌
は
、『
ル
・
レ
ア
リ
ス
ム
』
と
い
う
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
な
表
題
を
も
っ
て
い
た
。
自
然
主

義
は
芸
術
に
於
け
る
「
現
実
」
の
勝
利
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
芸
術
の
根
源
と
し
て
「
想
像
」
を
却
け
た

と
い
う
こ
と
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
於
て
社
会
的
、
寧
ろ
ま
さ
に
社
会
主
義
的
傾
向
と
結
び
付
き
、
芸
術
の
前
に

i　

R
ené K

önig

の
著
書
か
ら
の
孫
引
き
。
以
下
引
用
文
献
を
示
さ
ず
借
用
が
為
さ
れ
て
い
る
、
と
板
垣
直
子
氏
。
巻
末
解
題
参
照
。



一
〇

於
け
る
凡す
べ

て
の
対
象
の
原
理
的
な
平
等
と
い
う
こ
と
を
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
作
家
た
ち
が
当
時
の
科
学
に

対
し
如
何
に
親
和
的
関
係
を
保
と
う
と
し
た
か
は
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
。

「
芸
術
と
は
人
類
で
あ
る
。」
と
ク
ル
ベ
、
フ
ロ
ベ
ー
ル
と
並
ん
で
自
然
主
義
を
代
表
す
る
カ
ス
タ
ニ
ヤ
リ
は
云

っ
た
。
人
類
は
芸
術
の
本
来
の
主
体
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
の
客
体
、
そ
れ
の
対
象
と
見
做
さ
れ
た
。

然
し
な
が
ら
「
人
類
」
な
る
も
の
は
未
だ
嘗
て
歴
史
的
現
実
と
し
て
存
せ
ず
、
単
な
る
理
念
に
過
ぎ
ぬ
。
人
類
は

や
が
て
「
社
会
」
に
よ
っ
て
代
ら
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
彼
は
、「
ひ
と
つ
の
画
は
与
え
ら
れ
た
時
代

に
生
き
た
社
会
の
真
中
で
生
れ
、
こ
の
社
会
と
直
接
な
関
係
に
立
ち
、
密
接
な
相
関
に
あ
る
。」
と
云
っ
て
い
る
。

芸
術
作
品
は
真
実
の
芸
術
で
あ
る
が
た
め
に
現
在
の
社
会
を
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
然
し
社
会
と
は

何
で
あ
る
か
。
社
会
と
は
現
実
に
於
て
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
は

真
に
社
会
的
な
社
会
で
な
い
。
そ
こ
で
は
社
会
は
現
実
で
な
く
、
現
実
的
と
い
わ
る
べ
き
は
た
だ
個
人
の
み
で
あ

る
。
個
人
が
個
人
と
し
て
互
い
に
独
立
し
孤
立
し
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
の
社
会
の
状
態
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し

て
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
し
た
自
然
主
義
の
作
品
は
今
や
社
会
の
描
写
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、「
個
人
の
物
語
」

と
な
る
。
か
く
て
例
え
ば
最
初
「
人
類
な
る
新
宗
教
」
に
就
い
て
語
っ
た
ゾ
ラ
は
、
後
に
至
っ
て
云
う
、「
私
は

プ
ル
ー
ド
ン
と
は
全
く
正
反
対
だ
。
彼
は
芸
術
が
国
民
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
私
は
そ
れ
が
個
人
の
作



一
一

文
学
の
真
に
つ
い
て

品
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。」
我
々
は
自
然
主
義
が
そ
の
当
初
の
出
発
点
の
反
対
物
に
移
行
し
た
の
を
見
る
で

あ
ろ
う
。

二

自
然
主
義
は
そ
の
社
会
主
義
的
発
端
か
ら
個
人
主
義
へ
転
化
し
た
。
そ
の
社
会
主
義
が
空
想
的
社
会
主
義
で
あ

っ
た
限
り
、
そ
し
て
自
由
競
争
の
原
理
の
支
配
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
社
会
に
於
て
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
観
点
を
離
れ

な
い
限
り
、「
現
実
的
」
と
い
わ
る
べ
き
は
唯
な
お
個
々
の
人
間
個
人
で
あ
る
の
み
な
る
に
於
て
は
、
こ
の
よ
う

な
転
化
も
必
然
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
今
日
芸
術
派
仲
間
で
一
の
模
範
と
見
ら
れ
て
い
る
プ
ル
ー
ス
ト

は
こ
れ
の
徹
底
的
な
帰
結
で
あ
る
。
既
に
ゾ
ラ
は
、「
一
の
芸
術
作
品
は
テ
ン
ペ
ラ
メ
ン
ト
を
通
し
て
見
ら
れ
た

創
造
の
一
角
で
あ
る
。」
と
云
っ
た
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
更
に
徹
底
し
て
、「
世
界
は
唯
一
度
創
造
さ
れ
た
の
で
な
い
、

そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
芸
術
家
が
現
れ
た
度
毎
に
創
造
さ
れ
た
の
だ
。」
と
書
い
て
い
る
。

世
界
の
こ
の
よ
う
な
個
人
的
な
見
方
が
芸
術
家
の
「
ス
タ
イ
ル
」
で
あ
り
、
ス
タ
イ
ル
が
初
め
て
芸
術
作
品
を

作
る
。
ス
タ
イ
ル
の
問
題
は
何
等
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
就
い
て
プ
ル
ー
ス
ト
は
次
の
よ
う

に
云
っ
て
い
る
、「
ス
タ
イ
ル
は
決
し
て
或
る
人
々
の
信
ず
る
よ
う
に
装
飾
で
は
な
い
。
そ
れ
は
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
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問
題
で
す
ら
な
い
、
そ
れ
は
―
―
画
家
に
於
け
る
色
の
如
く
―
―
視
覚
の
性
質
で
あ
り
、
我
々
の
各
人
が
見
て
他

の
人
々
が
見
な
い
と
こ
ろ
の
特
殊
な
宇
宙
の
啓
示
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
な
新
し
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
一
回
的
な
世

界
の
見
方
こ
そ
、
そ
の
う
ち
に
於
て
芸
術
作
品
が
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
芸
術
家
の
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
る
。「
人
間
は
自
分
か
ら
出
る
こ
と
が
出
来
ず
、
自
分
に
於
て
の
ほ
か
他
の
も
の
を
知
ら
な
い
存
在
で
あ
る
、

こ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
云
う
な
ら
ば
、
虚
言
で
あ
る
。」
こ
れ
ら
の
言
葉
に
言
い
表
さ
れ
た
の
は
明
ら
か
に
個
人

主
義
的
相
対
主
義
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
現
実
」
と
は
何
で
あ
る
か
。
プ
ル
ー
ス
ト
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
の
も
と
に
社
会
に
於
け
る
人
間

と
芸
術
家
と
を
区
別
す
る
。
社
会
に
於
け
る
人
間
、
即
ち
行
為
す
る
人
間
は
、
知
性
に
よ
っ
て
活
動
す
る
。
然
る

に
知
性
は
実
践
的
な
目
的
の
た
め
に
生
命
の
真
の
連
続
を
ば
非
連
続
的
な
、
固
定
せ
る
、
繰
り
返
さ
れ
得
る
無
数

の
状
態
に
分
割
し
て
し
ま
う
。
真
の
現
実
と
い
う
の
は
、
そ
の
う
ち
で
は
凡
て
は
流
動
し
何
物
も
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
な
き
持
続
で
あ
る
。
行
為
す
る
人
間
は
か
か
る
現
実
的
な
持
続
の
外
部
に
立
っ
て
い
る
。
彼
の
社
会
的
な
、

実
践
的
な
人
格
に
対
し
て
彼
の
最
も
内
的
な
、
全
的
な
個
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
が
芸
術
家
の
課
題
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
芸
術
家
は
世
界
を
知
性
の
見
地
の
も
と
に
観
察
す
る
こ
と
を
や
め
て
、
そ
れ
を
内
的
な
持
続
か
ら
し

て
体
験
し
、
空
間
か
ら
脱
し
て
現
実
的
な
持
続
の
中
へ
這
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
事
物
を
外
部
か
ら
の
ほ
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文
学
の
真
に
つ
い
て

か
見
な
い
観
察
者
は
、
何
物
を
も
見
な
い
に
等
し
い
の
で
あ
る
。」

我
々
は
も
は
や
こ
れ
以
上
プ
ル
ー
ス
ト
に
就
い
て
語
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
非
実
践
的
、

非
社
会
的
、
個
人
主
義
的
、
相
対
主
義
的
性
質
は
明
白
で
あ
る
。
そ
れ
の
基
礎
に
関
す
る
哲
学
的
諸
問
題
に
立
ち

入
る
こ
と
は
今
は
そ
の
場
合
で
な
か
ろ
う
。
右
の
簡
単
な
叙
述
か
ら
し
て
も
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
と

見
ら
れ
る
も
の
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
観
点
の
内
部
に
於
て
は
、
自
然
主
義
の
最
初
の
意
図
と
は
全
く
正
反
対
の
も

の
に
転
化
す
る
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
今
日
、
自
然
主
義
の
最
初
の
意
図
を
継
承
し
発
展
さ
せ

る
も
の
が
ほ
か
な
ら
ぬ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
上
に
述
べ
た
こ
と
を
顧
み
る
と
き
容
易
に

理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
歴
史
の
発
展
の
弁
証
法
が
あ
る
。
社
会
そ
の
も
の
の
発
展
の
弁
証
法
は
文
学
の

発
展
の
弁
証
法
を
制
約
す
る
。
空
想
的
社
会
主
義
と
科
学
的
社
会
主
義
と
の
相
違
、
プ
ル
ー
ド
ン
と
マ
ル
ク
ス
・

レ
ー
ニ
ン
と
の
相
違
、
そ
の
他
、
そ
の
他
、
に
相
応
す
る
と
こ
ろ
の
自
然
主
義
文
学
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の

相
違
に
就
い
て
こ
こ
に
細
説
す
る
こ
と
は
必
要
で
な
か
ろ
う
。
私
は
出
発
点
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
一
般
に
美
よ
り
も
真
実
を
よ
り
高
い
位
置
に
お
く
態
度
と
理
解
し
て
も
よ
い
。
と
こ
ろ
で
こ

こ
に
美
と
い
い
真
実
と
い
っ
た
も
の
は
、
最
近
、
詩
的
精
神
及
び
散
文
的
精
神
と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
置
き
換
え

ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
伊
藤
整
氏
は
云
う
、「
ロ
マ
ン
は
リ
リ
ッ
ク
や
フ
ァ
ン
タ
ジ
イ
の
精
神
と
は
お
よ
そ
対
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蹠
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
美
麗
な
装
飾
と
は
全
く
正
反
対
の
、
人
間
描
写
の
小
説
的
精
神
以
外
の
何
も
の

を
も
意
味
し
て
は
い
な
い
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
ン
リ
・
マ
シ
ス
は
ロ
マ
ン
の
精
神
を
ス
タ
イ
ル
の
精
神
と
対
立

さ
せ
、
小
説
家
は
芸
術
家
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
す
ら
極
言
し
て
い
る
の
だ
。」（
今
日
の
小
説
と
詩
、
新
潮
）。

ロ
マ
ン
の
精
神
は
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
は
ま
る
で
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
小
林
秀
雄
氏
は
、「
河
上
徹
太

郎
が
、
今
日
の
心
理
主
義
小
説
の
巨
匠
の
制
作
方
法
は
、
象
徴
派
詩
人
等
の
制
作
方
法
が
心
理
的
で
あ
る
に
反
し
、

単
な
る
素
朴
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
過
ぎ
ぬ
、
た
だ
そ
の
描
く
対
象
が
心
理
的
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
、
従
っ
て
彼
等
の
作

品
は
如
何
な
る
詩
的
精
神
と
も
縁
の
な
い
、
純
粋
な
散
文
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
る
の
を
読

ん
だ
が
、
正
し
い
の
で
あ
る
。」（
新
潮
）
と
云
っ
て
い
る
。

然
る
に
同
じ
小
林
秀
雄
氏
は
他
の
箇
所
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
、「
詩
的
精
神
に
一
顧
も
与
え
な
い
純
粋

な
散
文
精
神
が
突
然
散
文
精
神
の
欠
如
に
苦
し
ん
で
い
た
日
本
小
説
の
伝
統
に
姿
を
現
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

今
日
ま
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
日
本
文
学
に
実
際
上
齎
し
得
た
最
大
の
寄
与
で
あ
る
。」（
改
造
）
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
以
前
の
作
家
は
、
少
な
く
と
も
日
本
に
於
て
は
、
お
お
む
ね
小
説
家
で
な
く
、
小
説
家
と
称
す
る
詩

人
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
然
主
義
作
家
と
雖
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
か
く
い
う
散
文
的
精
神
と
は
、
小
林

氏
に
よ
れ
ば
、「
出
来
る
だ
け
感
傷
に
捕
わ
れ
ず
、
飽
く
ま
で
も
自
然
の
弁
証
法
に
忠
実
に
、
素
朴
に
直ち
ょ
く
せ
つ截に
、
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文
学
の
真
に
つ
い
て

歌
を
逃
れ
、
美
を
逃
れ
、
小
説
と
い
う
も
の
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
精
神
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を

我
々
は
正
直
に
、
文
字
通
り
に
受
取
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

兎
に
か
く
今
日
、
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
が
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
論
以
外
の
方
面
に
於
て
主
要
な
る
題
目
と
し
て

現
れ
て
来
た
と
い
う
こ
と
は
全
く
注
目
に
値
す
る
。
嘗
て
い
わ
ゆ
る
新
興
芸
術
派
な
る
も
の
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文

学
に
対
す
る
反
対
派
と
し
て
出
現
し
た
。
た
だ
反
対
派
と
い
う
点
だ
け
で
一
致
し
て
い
た
に
過
ぎ
ぬ
こ
の
模
糊
た

る
存
在
は
次
第
に
分
化
し
て
、
新
社
会
派
と
新
心
理
主
義
派
と
が
そ
の
中
か
ら
凝
結
し
た
。
そ
し
て
い
ず
れ
に
せ

よ
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
い
わ
ば
対
象
と
方
法
と
に
関
す
る
二
つ
の
中
心
点
、
即
ち
社
会
の
問
題
と
リ
ア
リ
ズ
ム

の
問
題
と
が
そ
れ
ら
二
流
派
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ
て
、
何
等
か
の
意
味
、
何
等
か
の
程
度
に
於
て
そ
れ
ぞ
れ
問
題

に
さ
れ
る
に
到
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
概
括
的
に
見
て
興
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

三

リ
ア
リ
ズ
ム
を
散
文
的
精
神
と
し
て
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
種
々
な
る
危
険
を
伴
う
に
せ
よ
、
一
応
甚
だ

有
益
で
あ
る
。
従
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
於
け
る
欠
陥
は
、
こ
の
方
面
か
ら
見
れ
ば
、
詩
の
欠
乏
と
い
う
よ

り
も
、
寧
ろ
散
文
的
精
神
の
不
徹
底
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
人
間
描
写
に
な
る
と
、
特
に
心
理
描
写
に
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な
る
と
、
リ
リ
カ
ル
と
な
り
、
感
傷
的
と
も
な
り
、
あ
ま
り
に
詩
的
と
な
っ
た
。
こ
う
い
う
抒
情
詩
的
要
素
が
作

品
の
本
来
の
散
文
的
精
神
を
害
い
そ
の
構
成
の
中
か
ら
浮
き
上
り
、
も
し
く
は
そ
の
結
合
を
弱
め
、
全
体
の
作
品

を
内
面
的
必
然
性
の
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
少
な
く
は
な
い
。
抒
情
詩
的
点
景
は
或
い
は
作
品
を
美

し
く
し
た
か
も
知
れ
な
い
、然
し
そ
れ
は
こ
の
も
の
を
決
し
て
真
実
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
生
き
た
人
間
、

そ
の
心
理
を
描
い
て
純
粋
な
散
文
家
で
あ
る
こ
と
は
最
も
困
難
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
実
に
水
火
に
鍛
え
ら
れ

た
、
微
塵
も
浮
薄
な
と
こ
ろ
の
な
い
心
構
え
が
必
要
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
心
理
描
写
は
何
等
か
の
重
要
性
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

問
題
は
文
学
の
真
と
は
何
か
の
問
題
に
関
係
す
る
。
私
は
こ
の
問
題
を
二
つ
の
方
面
に
分
っ
て
考
え
る
こ
と
が
出

来
る
と
思
う
。
即
ち
文
学
の
真
は
「
主
体
的
真
実
性
」
と
「
客
体
的
現
実
性
」
と
の
二
つ
の
方
面
を
有
し
、
両
者

の
統
一
に
於
て
初
め
て
真
で
あ
る
。
従
来
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
文
学
の
真
と
い
う
こ
と
を
あ
ま
り
に
一
面
的

に
客
体
的
現
実
性
と
し
て
理
解
し
て
来
た
。
そ
れ
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
こ
の
文
学
に
対
す
る
読
者
の
或

る
不
満
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
物
を
、
人
間
を
も
客
体
的
現
実
的
に
、
従
っ
て
社
会
機
構
の
う
ち
に

於
け
る
一
物
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、固
よ
り
甚
だ
大
切
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
な
い
。

人
間
は
単
に
客
体
と
し
て
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
主
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
文
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文
学
の
真
に
つ
い
て

学
の
真
を
単
に
客
体
的
現
実
性
と
考
え
る
と
き
、
人
間
の
概
念
化
も
し
く
は
類
型
化
の
危
険
は
手
近
か
に
あ
る
の

で
あ
る
。

次
の
よ
う
に
考
え
て
み
よ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
の
認
識
論
は
そ
の
基
礎
を
模
写
説
に
お
い
て
い
る
。
そ
れ
は
人

間
の
意
識
か
ら
独
立
し
て
客
観
的
実
在
が
存
在
す
る
こ
と
、
こ
の
客
観
的
実
在
が
人
間
の
意
識
に
近
似
的
に
反
映

さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
で
あ
る
。
然
し
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
認
識
が
真
理
で
あ
る
か
否

か
を
決
定
す
る
も
の
は
実
践
で
あ
る
。
弁
証
法
的
唯
物
論
の
卓
越
性
は
ま
さ
に
認
識
に
於
け
る
実
践
の
優
位
を
確

立
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
実
践
と
い
う
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
は
十
分
に
吟
味
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
認
識
論
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
今
の
私
の
目
的
で
な
い
。
然
し
な
が
ら
丁

度
認
識
の
真
の
決
定
に
実
践
が
持
ち
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
文
学
の
真
の
問
題
に
就
い
て
も
、
客
体
的
現
実
の
模
写

と
い
う
よ
う
な
方
面
の
み
で
な
く
、
主
体
的
な
も
の
の
方
面
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い

実
践
と
い
う
と
き
「
主
体
的
な
も
の
」
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
等
か
の
仕
方
で
客
体
と
は
区
別
さ
れ
、
客

体
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
の
主
体
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
な
ら
ば
、
現
実
的
に
は
実
践
の
概
念
は

あ
り
得
な
い
。
然
る
に
主
体
的
な
も
の
が
主
体
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
告
知
す
る
の
は
意
識
に
於
て
で
あ
る
。

主
体
的
な
も
の
は
も
ち
ろ
ん
主
体
的
な
「
も
の
」
で
あ
っ
て
単
な
る
意
識
で
は
な
い
。
ま
た
我
々
は
新
心
理
主
義
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派
の
よ
う
に
意
識
が
現
実
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
決
し
て
な
い
。
現
実
は
寧
ろ
ど
こ
ま
で
も
客
体
的
現
実
性
と
し

て
問
題
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
主
体
的
な
も
の
が
そ
の
「
主
体
性
に
於
て
」
理
解
さ
れ
る
の
は
意
識
に
於
て
の
ほ
か

な
い
。
そ
の
限
り
実
践
を
重
ん
じ
、
人
間
を
主
体
的
に
捉
え
る
こ
と
を
力
説
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
立
場
に
於
け

る
文
学
は
い
わ
ゆ
る
心
理
描
写
を
軽
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
心
理
は
こ
の
場
合
心
理
と

し
て
、
そ
れ
自
身
の
「
現
実
」
と
し
て
描
か
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
何
よ
り
も
人
間
の
主
体
性
を
描
き
出
す
た
め
に
、

心
理
は
描
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。そ
れ
に
よ
っ
て
文
学
に
主
体
的
真
実
性
が
与
え
ら
れ
ん
が
た
め
で
あ
る
。

心
理
描
写
の
た
め
の
心
理
描
写
、
そ
う
い
う
も
の
が
こ
れ
ま
で
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
欠
け
て
い
た
よ
う
に
感

ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
客
体
的
現
実
性
か
ら
だ
け
で
は
作
品
の
内
面
的
必
然
性
、従
っ
て
真
実
性
は
出
て
来
な
い
。

文
学
の
真
は
客
体
的
現
実
性
と
主
体
的
真
実
性
と
の
統
一
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
て
右
の
理
論
を
若
干
の
作
品
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
幾
分
具
象
化
し
て
お
こ
う
。

兵
本
善
矩
氏
の
「
布
引
」（
文
芸
春
秋
）。
し
っ
か
り
し
た
筆
で
克
明
に
書
か
れ
て
い
る
。
物
の
見
方
も
落
付
い

て
い
て
、
材
料
が
隅
々
ま
で
占
有
さ
れ
て
い
る
。
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
好
短
篇
だ
と
思
う
。
イ
ン
チ
キ
な
今
の
時

世
に
こ
の
よ
う
な
作
を
読
む
の
は
た
し
か
に
楽
し
み
で
あ
る
。
階
級
と
か
、
歴
史
と
か
い
う
も
の
か
ら
お
よ
そ
距

っ
て
い
る
。
我
々
は
フ
ロ
ベ
ー
ル
の
言
葉
を
思
い
出
す
、「
私
の
哀
れ
な
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
は
た
し
か
に
、
こ
の
今
の
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文
学
の
真
に
つ
い
て

時
間
に
、
同
時
に
フ
ラ
ン
ス
の
二
十
の
村
々
で
歎
き
、
泣
い
て
い
る
の
だ
。」

竜
胆
寺
雄
氏
の
「
春
は
花
影
に
」（
改
造
）。
兵
本
氏
の
作
と
好
対
照
を
な
す
も
の
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
作

者
の
才
能
は
十
分
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
そ
れ
に
し
て
も
詩
と
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
。
ロ
マ
ン
の
も
つ
べ
き
リ
ア
リ
テ

ィ
が
欠
け
て
い
る
。
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
だ
っ
て
そ
れ
自
身
の
意
味
に
於
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
と
も
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
同
じ
よ
う
な
世
界
を
描
く
に
し
て
も
、
谷
崎
潤
一
郎
氏
な
ど
の
も
の
は
も
っ
と
リ
ア
リ
テ
ィ
を

も
っ
て
い
は
し
な
い
か
。

武
田
麟
太
郎
氏
の
「
日
本
三
文
オ
ペ
ラ
」（
中
央
公
論
）
と
同
氏
の
「
低
迷
」（
改
造
）
及
び
藤
森
成
吉
氏
の
「
争

う
二
つ
の
も
の
」（
改
造
）。
武
田
氏
の
作
と
藤
森
氏
の
作
と
を
比
較
し
て
み
る
の
は
色
々
の
意
味
で
教
訓
的
で
あ

る
と
云
え
る
。
左
翼
的
作
家
の
中
で
は
武
田
氏
な
ど
最
も
多
く
文
学
的
天
分
を
も
っ
た
人
で
あ
る
と
云
わ
れ
、
実

際
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
人
の
有
す
る
長
所
も
短
所
も
ど
こ
か
中
野
重
治
氏
な
ど
と
共
通
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
味
が

こ
ま
か
い
、
然
し
そ
れ
だ
け
線
が
細
く
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
感
じ
が
足
り
な
い
。
藤
森
氏
の
も
の
が
ひ
ど
く
抽
象

的
、
類
型
的
で
対
象
に
対
す
る
い
た
わ
り
が
な
い
に
反
し
て
、
武
田
氏
に
は
対
象
に
対
す
る
心
遣
い
が
あ
る
。
よ

く
そ
う
思
う
の
だ
が
、
藤
森
氏
は
文
学
者
に
は
珍
し
い
ほ
ど
感
じ
方
が
大
ざ
っ
ぱ
だ
。
然
し
そ
れ
だ
け
散
文
的
に

な
っ
て
ス
ケ
ー
ル
を
大
き
く
し
て
行
く
こ
と
が
出
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
今
度
の
二
人
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
別
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の
意
味
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
於
け
る
現
在
の
欠
陥
を
現
し
て
い
る
。
武
田
氏
に
は
生
き
た
人
間
描
写
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
客
体
的
現
実
性
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
ま
た
作
品
の
意

図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
藤
森
氏
の
作
に
は
主
体
的
真
実
性
が
ま
る
き

り
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
思
想
が
人
間
的
な
形
態
を
と
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
つ
ま
ら
な
い
想
像

か
も
知
れ
な
い
が
、
か
り
に
武
田
氏
の
手
法
と
を
く
っ
つ
け
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
我
々
は
満
足
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

作
品
を
想
像
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
決
し
て
そ
う
で
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
全
く
新
し
い
、

独
自
な
表
現
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
創
造
さ
れ
る
ま
で
に
は
こ
の
文
学
の
真
は
つ
ね
に
一
面
的
で

し
か
な
く
、
推
し
退
け
難
い
内
面
的
必
然
性
を
も
っ
て
我
々
を
引
き
摺
っ
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
と
は
な
ら
な
い
。

他
に
読
ん
だ
作
品
も
大
分
あ
る
が
、
筆
者
の
健
康
勝
れ
な
い
た
め
割
愛
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
作
者
諸
氏
の
労
に
報

い
ざ
る
を
遺
憾
に
思
う
。

【1932.7

】
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自
照
の
文
学

一

私
は
日
記
を
書
い
て
い
な
い
。
日
記
帖
は
い
つ
も
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
何
曜
の
何
時
か
ら
ど
う
い
う
会

合
が
あ
る
と
か
、
何
月
何
日
ま
で
に
ど
う
い
う
原
稿
を
約
束
し
た
と
か
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
書
き
付
け
ら

れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
本
来
の
日
記
に
属
す
べ
き
も
の
で
な
か
ろ
う
。
私
の
知
れ
る
限
り
の
人
に
於
て
も
大

抵
変
り
は
な
い
よ
う
だ
。
文
学
者
に
し
た
っ
て
多
く
は
そ
う
で
は
な
い
か
と
思
う
。
今
日
の
よ
う
に
様
々
な
意
味

で
生
活
に
余
裕
が
な
く
な
る
と
、
な
か
な
か
落
付
い
て
日
記
な
ど
書
け
な
い
。
手
紙
も
同
様
で
、
我
々
は
用
事
の

あ
る
時
の
ほ
か
滅
多
に
手
紙
を
書
か
な
い
し
、
そ
れ
だ
っ
て
と
か
く
怠
り
が
ち
で
あ
る
。
然
し
か
く
の
如
く
余
裕

の
な
い
生
活
を
し
て
い
る
我
々
な
れ
ば
こ
そ
、
却
っ
て
、
昔
の
人
の
、
現
代
に
於
て
も
稀
に
は
あ
の
誰
か
の
、
克

明
に
記
さ
れ
た
日
記
、
徒
然
に
物
さ
れ
た
書
簡
に
対
し
て
或
る
特
殊
な
面
白
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
出
来
る
と
い
う

も
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
感
興
は
他
の
種
類
の
文
学
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
ぬ
。
そ
れ
は
純
粋
な
文
学
的
興
味

で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
い
う
面
白
さ
は
そ
の
日
記
や
書
簡
に
現
れ
た
内
容
に
つ
い
て
の
面
白
さ
で
す
ら
な
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い
。
我
々
は
単
純
に
、「
日
記
が
書
か
れ
た
」、「
手
紙
が
書
か
れ
た
」、
と
い
う
事
実
に
対
し
て
既
に
、
或
る
面
白

さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
内
容
と
か
表
現
と
か
い
う
こ
と
を
離
れ
た
、そ
れ
以
前
の
面
白
さ
で
あ
る
。

日
記
な
り
手
紙
な
り
を
書
く
と
い
う
、
そ
の
人
の
人
間
、
そ
の
生
活
の
仕
方
、
そ
の
心
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
我
々

は
先
ず
或
る
特
殊
な
面
白
さ
を
感
じ
る
。

自
分
で
も
し
じ
ゅ
う
日
記
や
手
紙
を
書
く
こ
と
を
怠
ら
な
い
者
は
、
或
い
は
こ
う
い
う
風
に
感
じ
な
い
か
も
知

れ
な
い
。
そ
ん
な
人
は
、
日
記
が
書
か
れ
た
、
手
紙
が
書
か
れ
た
、
と
い
う
単
純
な
事
実
に
或
る
特
殊
な
面
白
さ

を
感
じ
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
手
紙
を
出
し
た
の
に
返
事
も
く
れ
な
か
っ
た
、
と
い
っ
て
怒
っ
て
は
い
け
な
い
。
返

事
を
書
か
な
い
と
い
う
の
は
手
紙
が
嫌
い
な
た
め
で
な
く
、
却
っ
て
そ
う
い
う
人
が
貰
っ
た
手
紙
に
或
る
特
別
の

喜
び
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら
。

日
記
や
用
件
以
外
の
手
紙
を
書
く
こ
と
が
殆
ど
な
く
な
っ
た
我
々
に
と
っ
て
、
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
随
筆
で

あ
る
。
随
筆
も
自
分
か
ら
進
ん
で
書
く
こ
と
は
滅
多
に
な
い
が
、
こ
れ
は
ひ
と
か
ら
頼
ま
れ
て
た
ま
に
は
書
く
。

随
筆
は
ま
こ
と
に
現
代
に
於
け
る
流
行
の
現
象
で
あ
る
。『
文
芸
春
秋
』
あ
た
り
が
こ
の
流
行
を
作
っ
た
。
ひ
と

こ
ろ
『
随
筆
』
と
い
う
名
の
雑
誌
も
あ
っ
た
よ
う
だ
し
、
今
の
『
経
済
往
来
』
そ
の
他
に
し
て
も
最
初
は
文
芸
春

秋
な
ど
に
刺
戟
さ
れ
て
出
た
も
の
ら
し
い
。
然
し
こ
う
い
う
風
に
誰
で
も
が
や
た
ら
に
随
筆
と
名
の
つ
く
も
の
を
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書
き
も
し
、
書
か
さ
れ
も
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
我
々
が
随
筆
に
対
し
て
感
じ
る
特
殊
な
面
白
さ
の
大
半
が
既
に

な
く
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
う
。
こ
の
面
白
さ
は
先
ず
、
随
筆
な
ど
書
く
生
活
の
余
裕
の
な
い
我
々
が
、「
随

筆
が
書
か
れ
た
」
と
い
う
単
純
な
事
実
に
対
し
て
感
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
な
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
随
筆
を
書
く
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
自
身
が
、
そ
の
人
の
人
間
、
そ
の
生
活
の
仕
方
、
そ
の
心
の
在
り
方
を

現
し
て
い
な
い
場
合
、
我
々
の
随
筆
に
つ
い
て
の
興
味
は
大
半
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
内
容
や
表
現
の
面
白
さ
ば
か

り
が
随
筆
の
随
筆
と
し
て
の
面
白
さ
を
な
す
の
で
は
な
い
。

二

自
照
の
文
学
と
い
う
語
は
モ
オ
ル
ト
ン
【R

ichard G
reen M

oulton

】
教
授
あ
た
り
の
影
響
で
日
本
文
学
の
研
究
家

た
ち
の
間
に
於
て
も
時
に
は
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
文
学
の
こ
の
形
態
に
は
日
記
、
紀
行
、
随
筆
と
い

う
も
の
が
は
い
る
。
書
簡
の
如
き
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
。
尤も
っ
とも
自
照
セ
ル
フ
・
リ
ヴ
ェ
レ
イ
シ
ョ

ン
と
い
う
こ
と
は
単
に
こ
の
種
の
文
学
の
み
の
特
性
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
本
質
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
も
出
来
る
。
ど
の
よ
う
な
文
学
の
う
ち
に
だ
っ
て
作
者
の
人
間
（
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
）
が
何
等
か
の
仕
方
で
現

れ
て
い
る
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
作
品
は
私
と
い
う
主
体
的
真
実
性
を
有
し
得
な
い
、
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
然
し
な
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が
ら
文
学
に
は
、
主
体
的
真
実
性
の
方
面
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
私
の
い
う
客
体
的
現
実
性
の
方
面
が
あ
る
と
す

れ
ば
、
自
照
性
と
い
う
こ
と
で
凡
て
の
文
学
の
本
質
を
規
定
す
る
の
は
少
な
く
と
も
偏
頗
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
自

照
性
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
要
素
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
記
随
筆
の
類
と
小
説
な
ど
と
が
文
学
と
し
て
区
別
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
は
事
実
で
あ
る
し
、
そ
の
と
き
前
者
を
自
照
の
文
学
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
適
当
で
は
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
も
し
強
い
て
自
照
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
本
性
で
あ
る
と
い
う
哲
学
的
理
論
に
固
執
し
よ
う
と
い

う
の
な
ら
ば
、
問
題
は
、
例
え
ば
小
説
と
随
筆
と
に
於
て
作
者
の
人
間
の
自
照
の
仕
方
が
ど
の
よ
う
に
違
う
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

モ
オ
ル
ト
ン
に
よ
る
と
、
自
照
の
文
学
は
抒
情
文
学
と
両
端
を
な
し
て
い
る
。
両
者
は
、
他
の
文
学
に
対
し
主

観
的
と
い
う
特
徴
に
於
て
同
じ
で
あ
る
が
、
同
じ
線
の
上
に
於
て
反
対
の
方
向
に
あ
る
。
抒
情
文
学
が
詩
的
で
あ

る
に
対
し
て
自
照
の
文
学
は
散
文
的
で
あ
る
。
そ
う
い
う
議
論
は
措
い
て
、
と
に
か
く
自
照
の
文
学
の
面
白
さ
は

ど
こ
ま
で
も
散
文
の
面
白
さ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
飽
く
ま
で
散
文
精
神
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
抒
情
詩
的
な
要
素
が
多
く
な
る
と
、
随
筆
の
如
き
も
随
筆
と
し
て
の
面
白
さ
を
も
た
な
い
。
随
筆
の
面
白

さ
が
徹
底
し
た
散
文
の
面
白
さ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
随
筆
家
も
心
得
て
い
る
。

こ
の
心
得
は
先
ず
対
象
の
取
り
上
げ
方
に
於
て
現
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
美
的
な
、
詩
的
な
、
も
し
く
は
感
動
的
な



二
五

自
照
の
文
学

対
象
は
恐
ら
く
随
筆
家
の
好
ん
で
取
り
扱
う
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
。
寧
ろ
彼
は
平
凡
な
、
日
常
茶
飯
の
事
、
い

わ
ば
そ
れ
自
身
散
文
的
な
事
を
最
も
多
く
取
り
上
げ
る
。
彼
は
詩
に
逃
れ
る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら

ま
た
彼
は
ど
こ
ま
で
も
現
実
の
事
実
と
い
う
も
の
に
く
っ
つ
い
て
、
想
像
的
な
も
の
、
空
想
的
な
こ
と
を
避
け
る
。

こ
の
よ
う
に
単
純
な
事
実
、
日
常
茶
飯
の
事
を
純
粋
な
散
文
を
も
っ
て
描
い
て
、
従
っ
て
作
者
の
主
観
な
ど
と
て

も
出
そ
う
に
な
い
と
こ
ろ
に
、
し
か
も
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
作
者
の
人
間
な
り
主
観
な
り
が
は
っ
き
り
現
れ
て
い

る
点
に
、
日
記
に
せ
よ
、
随
筆
に
せ
よ
、
自
照
の
文
学
の
面
白
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
作
者

の
主
観
が
よ
ほ
ど
し
っ
か
り
し
て
い
な
く
て
は
出
来
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
面
白
さ
が
内
容
や
技
巧
に
よ
る
と
い
う

よ
り
も
、
主
と
し
て
作
者
の
人
間
に
か
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
自
照
の
文
学
の
自
照
の
文
学
た
る
所
以
が
あ
る
。

従
っ
て
そ
う
い
う
文
学
に
於
て
大
事
な
の
は
風
格
で
あ
り
、
品
格
で
あ
る
。
卑
し
さ
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
、
甘

さ
が
見
え
て
は
な
ら
ぬ
。
い
や
み
や
く
さ
み
が
あ
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
い
。

自
照
の
文
学
は
自
己
暴
露
の
文
学
で
は
な
い
。ま
た
自
照
と
い
う
こ
と
は
自
己
露
出
と
も
決
し
て
同
じ
で
な
い
。

い
っ
た
い
暴
露
と
い
う
語
は
我
々
の
間
で
よ
く
使
わ
れ
て
来
た
。
以
前
自
然
主
義
文
学
の
流
行
時
代
に
は
現
実
暴

露
と
か
自
己
暴
露
と
か
い
う
こ
と
が
盛
ん
に
唱
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
方
面
で
も
初

め
は
階
級
的
暴
露
と
い
う
こ
と
が
屡
々
云
わ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
頃
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
文
学
の
重
要
な
特
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徴
は
露
出
性
と
い
う
こ
と
に
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
。
現
実
露
出
と
い
う
か
、
自
己
露
出
と
い
う
か
、
モ
ダ
ニ

ズ
ム
の
文
学
は
露
出
性
の
文
学
で
あ
る
。
然
る
に
自
照
は
暴
露
と
も
露
出
と
も
全
く
違
っ
て
い
る
。
露
そ
う
と
い

う
の
で
な
く
て
露
れ
る
の
で
あ
る
。
殊
に
、
露
れ
そ
う
に
な
い
と
こ
ろ
に
露
れ
る
の
で
あ
る
。
作
者
の
主
観
が
お

の
ず
か
ら
滲
み
出
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
隠
そ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
隠
そ
う
と
も
露
そ
う
と
も
し
な
い
で

お
の
ず
か
ら
露
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
寧
ろ
自
己
暴
露
と
い
い
、
自
己
露
出
と
い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
却

っ
て
必
ず
隠
蔽
さ
せ
ら
れ
、
隠
蔽
さ
れ
る
方
面
が
あ
ろ
う
。
露
出
や
暴
露
は
凡お
よ

そ
教
養
と
い
う
こ
と
と
は
反
対
の

も
の
で
あ
る
。
然
る
に
随
筆
の
如
き
は
教
養
と
密
接
に
結
び
付
き
、
そ
の
背
景
に
は
豊
富
で
多
面
的
な
教
養
が
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
随
筆
は
文
化
人
の
文
学
で
あ
る
。
原
始
人
は
詩
を
有
す
る
も
随
筆
を
書
か
な
い
。

詩
を
失
っ
た
文
化
人
も
な
お
随
筆
を
書
く
の
で
あ
る
。

三

断
片
性
は
自
照
の
文
学
の
根
本
的
性
質
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
。
断
章
と
か
断
想
と
か
い
う
語
も
出
来
て
い
る
ほ

ど
で
、
随
筆
は
そ
の
外
形
か
ら
し
て
既
に
断
片
的
で
あ
る
。
消
息
、
書
簡
は
も
と
よ
り
、
日
記
の
如
き
も
そ
う
で

あ
っ
て
、
た
と
い
生
れ
て
か
ら
死
ぬ
ま
で
一
日
も
欠
か
さ
ず
日
記
を
つ
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
の
根
本
的
な
断
片
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自
照
の
文
学

的
性
質
は
な
く
な
る
も
の
で
な
い
。
そ
こ
が
日
記
と
自
叙
伝
と
の
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
自
叙
伝
は
こ
こ
に

い
う
自
照
の
文
学
の
中
に
は
入
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
れ
だ
か
ら
随
筆
に
於
て
好
ん
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
そ
れ
自
身
断
片
的
な
性
格
を
も
っ
た
対
象
で
あ
る
。

い
な
、
そ
れ
自
身
断
片
的
な
性
格
を
も
っ
た
対
象
な
ど
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
か
ろ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
の
生

活
と
の
関
係
に
於
て
対
象
が
そ
う
い
う
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
娯
楽
と
か
道
楽
と
か
な
ど
い
う
種
類
の
如
き
も

の
で
あ
る
。
も
し
随
筆
的
対
象
と
い
う
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
随
筆
的
対
象
は
そ
の
人
の
生
の
営
み
の
連
続
に
対

し
て
非
連
続
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
、
若
干
の
距
離
に
あ
る
も
の
と
云
わ
れ
よ
う
。
そ
う
い
う
も
の
が
連
続
の
う

ち
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
で
そ
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
こ
の
よ
う
な
非
連
続
や

距
離
が
、
例
え
ば
漂
泊
と
か
冒
険
と
か
に
於
て
の
如
く
、
日
常
的
な
生
活
か
ら
の
超
越
や
游
離
に
ま
で
な
る
な
ら

ば
、
随
筆
的
対
象
性
は
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
非
連
続
と
距
離
と
に
あ
る
も
の
は
、
人
の
常
な
る
生
の
営
み
の
連

続
を
破
っ
て
し
ま
う
程
度
の
も
の
で
な
く
、
こ
の
連
続
か
ら
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
理
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

例
え
ば
、
或
る
科
学
者
が
何
か
文
学
の
こ
と
に
つ
い
て
随
筆
を
書
く
と
す
る
。
彼
は
毎
日
ほ
ん
と
う
に
科
学
者

と
し
て
の
研
究
生
活
を
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
文
学
が
彼
の
平
生
に
と
っ
て
無
縁
な
こ
と
、
異
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常
な
こ
と
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
い
け
な
い
。
ま
た
そ
の
場
合
彼
が
文
学
を
こ
と
さ
ら
文
学
者
的
に
取
り
扱
っ
た

の
で
は
面
白
味
は
な
か
ろ
う
。
文
学
者
の
場
合
で
さ
え
文
学
を
あ
ま
り
文
学
者
ら
し
く
取
り
扱
っ
た
の
で
は
随
筆

と
し
て
の
面
白
味
が
少
な
い
も
の
だ
。
随
筆
の
面
白
さ
は
物
の
見
ら
れ
る
角
度
の
面
白
さ
で
あ
る
。
科
学
者
は
科

学
者
で
な
け
れ
ば
気
附
か
な
い
よ
う
な
角
度
ま
た
は
方
面
か
ら
文
学
の
こ
と
を
書
い
た
の
が
面
白
い
。
そ
こ
に
は

彼
の
科
学
者
と
し
て
の
よ
さ
が
お
の
ず
か
ら
現
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
芸
の
苦
心
が
凡す
べ

て
の
芸
の
苦
心
に

通
じ
、
一
芸
の
極
致
が
凡
て
の
芸
の
極
致
に
通
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
現
し
て
い
る
も
の
が
特
に
面
白
か
ろ

う
。
何
事
に
つ
い
て
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
な
人
は
、
と
か
く
随
筆
風
の
も
の
を
書
き
た
が
る
傾
向
が

あ
り
、
そ
し
て
自
分
で
は
大
い
に
得
意
に
な
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
う
い
う
人
の
随
筆
な
ど
面
白
い
と
は
思
わ

な
い
。
あ
の
人
が
こ
ん
な
も
の
を
書
く
か
と
思
わ
れ
る
と
共
に
、
あ
の
人
な
ら
こ
そ
こ
ん
な
も
の
が
書
け
る
の
だ

と
思
わ
れ
る
、
と
い
う
の
が
随
筆
の
面
白
さ
で
あ
る
。
一
芸
に
達
し
た
人
の
書
い
た
も
の
な
ら
、
何
事
に
つ
け
て

も
ど
こ
か
面
白
味
が
あ
る
も
の
だ
。
随
筆
が
自
照
の
文
学
た
る
所
以
で
あ
ろ
う
。

少
し
考
え
る
と
、
断
片
性
は
人
間
の
生
そ
の
も
の
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
生
を
客
体
的
に

見
る
の
で
な
く
、
主
体
的
に
捉
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
断
片
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
我
々
が
生
を
主
体
的
に
捉
え
る

場
合
は
我
々
の
心
理
で
あ
る
。
こ
の
心
理
は
普
通
に
心
理
学
で
い
う
如
き
心
理
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
も
っ
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自
照
の
文
学

と
具
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
肉
体
と
か
物
質
と
か
か
ら
抽
象
さ
れ
な
い
心
で
あ
る
。
私
は
最
近
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ

レ
リ
イ
の
『
モ
ラ
リ
テ
』
と
い
う
書
物
を
面
白
く
読
ん
だ
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
モ
ラ
リ
テ
と
い
う
言
葉
は
そ
の
よ

う
な
具
体
的
な
、
肉
体
的
な
、
生
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
心
理
を
表
す
の
に
適
切
な
よ
う
だ
。
そ
う
い
う
心
理

に
つ
い
て
特
に
深
く
考
察
し
た
人
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
モ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
殆
ど

皆
エ
セ
ー
を
書
い
て
い
る
。
人
間
の
心
を
最
も
深
く
掘
り
下
げ
た
彼
等
が
そ
の
研
究
を
エ
セ
ー
の
形
で
表
現
し
た

こ
と
を
見
る
と
、
断
片
性
と
い
う
こ
と
は
主
体
的
な
生
の
根
本
的
性
格
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
わ
っ
て

お
く
が
、
こ
こ
に
い
わ
れ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
は
道
学
者
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
日
本
で
も
以
前
人
道
主
義
的

理
想
主
義
と
い
っ
た
も
の
が
流
行
し
た
時
、
そ
う
い
う
思
想
に
感
染
し
た
人
々
は
人
間
の
心
や
生
活
の
問
題
に
つ

い
て
だ
い
ぶ
ん
こ
の
エ
セ
ー
風
の
物
を
書
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
従
来
日
本
の
随
筆
類
に
は
欠
乏
し
て
い

た
新
し
い
方
面
を
開
拓
す
る
試
み
と
し
て
見
れ
ば
十
分
意
義
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
こ
の
よ
う
な
エ
セ
ー
風

の
新
し
い
随
筆
に
道
学
先
生
的
臭
気
の
強
か
っ
た
の
は
、
い
か
に
も
い
や
み
で
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

も
若
々
し
さ
や
純
真
さ
が
感
じ
ら
れ
る
う
ち
は
ま
だ
よ
い
。
不
惑
の
齢
を
越
え
て
か
ら
ま
で
相
変
ら
ず
そ
う
い
う

も
の
を
書
か
れ
た
の
で
は
、
全
く
や
り
き
れ
ぬ
と
い
う
気
が
す
る
。
エ
セ
ー
と
い
う
文
学
形
式
は
甘
っ
た
れ
た
人

生
観
、
安
つ
ぽ
い
哲
学
を
文
学
的
な
表
現
で
も
っ
て
ご
ま
か
す
た
め
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
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四

エ
セ
ー
の
精
神
は
詩
的
精
神
で
は
な
く
て
散
文
的
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
文
学
的
精
神
と
い
う
よ
う

な
も
の
で
さ
え
な
く
て
、
思
い
の
ほ
か
科
学
的
精
神
に
近
い
も
の
か
も
知
れ
ぬ
。
か
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
立
派

な
心
理
学
者
で
あ
っ
た
。彼
等
こ
そ
今
日
い
う
人
間
学
な
る
も
の
を
ほ
ん
と
う
に
具
体
的
に
研
究
し
た
人
で
あ
る
。

彼
等
の
観
察
と
分
析
の
力
量
は
ま
こ
と
に
科
学
者
に
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
自
照
の
文
学
は
主
と
し
て
知

的
な
文
学
で
あ
る
。
枕
草
子
は
わ
が
国
第
一
の
随
筆
文
学
と
云
わ
れ
て
い
る
が
、
イ
ン
テ
レ
ク
チ
ュ
ア
ル
な
個
性

で
な
け
れ
ば
あ
あ
し
た
も
の
は
多
分
書
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
知
的
は
多
少
と
も
懐
疑
的
で
あ
る
。
そ
し
て
教

養
が
熟
す
る
と
人
間
は
多
少
と
も
懐
疑
的
と
な
る
。
か
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
多
く
は
知
的
で
懐
疑
的
で
あ
っ
た

と
い
う
点
で
も
道
学
者
流
と
は
類
を
異
に
し
て
い
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
を
初
め
西
洋
の
エ
セ
ー
に
非
常
な
影
響
を

及
ぼ
し
た
プ
ル
タ
ル
コ
ス
は
思
想
家
と
し
て
懐
疑
派
の
傾
向
に
属
し
た
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
自
身
も
懐
疑
的
で
あ
っ

た
。
懐
疑
は
科
学
的
精
神
と
も
一
脈
相
通
ず
る
も
の
で
あ
り
、
随
筆
に
と
っ
て
好
ま
し
き
心
で
あ
る
。
懐
疑
は
束

縛
さ
れ
た
対
象
を
自
由
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
新
し
い
観
点
か
ら
眺
め
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
さ
れ
る

ば
か
り
で
な
く
、
も
っ
と
根
本
的
に
は
対
象
に
断
片
的
性
格
と
い
う
も
の
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
懐
疑
は
固
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自
照
の
文
学

定
し
た
見
地
を
知
ら
な
い
が
故
に
、
断
片
的
性
質
を
も
っ
た
対
象
を
そ
れ
ぞ
れ
の
含
む
角
度
か
ら
見
る
こ
と
が
出

来
る
の
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
懐
疑
が
い
や
み
に
な
っ
た
ら
も
う
お
し
ま
い
だ
。

日
本
古
来
の
随
筆
と
西
洋
で
い
う
エ
セ
ー
と
の
間
に
色
々
な
相
違
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
に
で
も
気
附
か
れ

る
。
そ
う
い
う
こ
と
に
つ
い
て
系
統
的
に
研
究
し
た
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
私
は
知
ら
な
い
。
と
に
か
く
日
本
の

随
筆
も
最
近
で
は
よ
ほ
ど
西
洋
の
エ
セ
ー
に
近
づ
い
て
来
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
印
刷
機
械
の
発
明
が
い
わ
ゆ

る
自
照
の
文
学
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
い
っ
た
も
の
を
研
究
し
て
み
る
の
は
特
に
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
に
相
違
な

い
。
こ
の
影
響
は
案
外
大
き
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
随
筆
は
所
詮
本
格
的
な
文
学
で
は
な
い
。
評
論
が
ど
こ
ま
で
も
評
論
で
あ
っ
て
、
本
格
的
な

哲
学
で
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
現
代
人
、
詳
し
く
云
え
ば
現
代
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
は
、
随
筆
風
の
も
の
に

あ
ま
り
に
興
味
を
も
ち
過
ぎ
て
い
は
し
な
い
か
。
自
照
的
な
随
筆
な
ら
ま
だ
し
も
よ
い
。
自
己
露
出
的
な
或
い
は

現
実
暴
露
的
な
い
わ
ゆ
る
中
間
物
に
対
す
る
興
味
に
至
っ
て
は
ま
さ
に
頽
廃
的
で
あ
る
。
随
筆
に
対
す
る
興
味
に

し
た
っ
て
所
詮
非
本
格
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
、
主
観
的
文
化
的
な
も
の
、
知
的
と
懐
疑
的
と
に
対
す
る
興

味
で
あ
る
と
云
え
る
。
そ
こ
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
ら
し
い
よ
さ
も
現
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
ま
た
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン

チ
ャ
の
弱
さ
と
い
う
も
の
も
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
興
味
は
現
代
に
あ
っ
て
は
特
に
、本
格
的
な
も
の
、



三
二

客
観
的
な
も
の
、
実
践
的
な
も
の
、
意
欲
的
な
も
の
に
対
す
る
健
康
な
感
覚
と
要
求
と
の
喪
失
の
現
れ
と
見
ら
れ

得
る
方
面
も
な
く
は
な
か
ろ
う
。

【1932.8

】
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壇
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論
壇

文
壇
と
論
壇

最
近
プ
ル
ー
ス
ト
の
新
し
い
書
簡
集
を
出
し
た
ブ
ー
ラ
ン
ジ
ェ
が
、
そ
の
出
版
に
あ
た
っ
て
タ
ン
紙
に
プ
ル
ー

ス
ト
の
思
い
出
を
発
表
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
彼
は
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら
繰
り
返
し
繰
り
返

し
懇
篤
な
招
待
状
を
受
け
取
っ
た
に
拘
ら
ず
、
た
だ
一
回
し
か
訪
問
し
な
か
っ
た
。
批
評
家
と
し
て
批
評
の
厳
正

を
期
す
る
た
め
に
は
作
家
と
の
交
遊
は
で
き
う
る
限
り
避
け
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
信
条
と
し
て
い
た
ブ
ー

ラ
ン
ジ
ェ
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
に
対
し
て
も
こ
の
態
度
を
も
っ
て
接
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鉄
塔
書
院
か
ら
頼
ま
れ
て
、
こ
と
わ
り
き
れ
ず
に
つ
い
原
稿
を
約
束
し
な
が
ら
、
何
を
書
く
と
い
う
あ
て
も
な

か
っ
た
私
は
、
こ
の
記
事
を
読
ん
だ
と
き
、
文
壇
と
論
壇
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
書
い
て
み
る
気
に

な
っ
た
。

或
る
論
者
に
云
わ
せ
る
と
、
文
壇
と
い
う
も
の
は
も
は
や
崩
壊
し
衰
滅
し
つ
つ
あ
る
。
文
壇
と
い
う
特
殊
な
存

在
は
次
第
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
征
服
さ
れ
或
い
は
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
壇

は
な
く
な
る
と
い
わ
れ
て
も
、
文
芸
は
な
く
な
る
と
は
い
わ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
文
壇
と
い
う
場
合
、
そ
う
い
う
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「
壇
」
が
何
を
意
味
す
る
か
を
先
ず
考
え
て
み
る
。

他
の
国
語
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
に
セ
ル
ク
ル
【cercle

】
と
い
う
語
が
あ
る
。
そ
し
て
セ

ル
ク
ル
・
リ
テ
レ
ー
ル
な
ど
い
う
こ
と
ば
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
セ
ル
ク
ル
は
ど
う
も
そ
う
い
う
壇
よ
り
は
狭
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
セ
ル
ク
ル
は
知
り
合
っ
た
仲
間
の
集
り
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
集
る
者
は
演
説
会
の
会

衆
な
ど
の
場
合
と
は
違
っ
て
互
い
に
知
り
合
っ
た
仲
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
演
説
会
に
お
け

る
聴
衆
な
ど
と
は
違
っ
て
会
話
し
会
談
す
る
た
め
に
、
文
学
的
セ
ル
ク
ル
で
あ
れ
ば
文
学
の
こ
と
に
つ
い
て
互
い

に
話
す
た
め
に
集
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
仲
間
の
つ
き
あ
い
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で

あ
ろ
う
。
そ
の
性
質
上
、
知
り
合
っ
た
仲
で
あ
る
こ
と
、
集
っ
て
互
い
に
話
を
す
る
こ
と
が
、
セ
ル
ク
ル
に
必
要

な
社
会
学
的
条
件
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
セ
ル
ク
ル
の
範
囲
は
自
然
に
制
限
さ
れ
て
お
り
、
比
較
的
小
人
数
で
あ

る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
そ
う
い
う
セ
ル
ク
ル
は
誰
か
を
中
心
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た
或
る
主
義
と
い
う

よ
う
な
も
の
を
中
心
と
す
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
或
い
は
同
じ
世
代
に
属
す
る
仲
間
が
集
る
う
ち
に
、
お
の
ず
か
ら

意
見
の
中
心
が
出
来
、
中
心
的
人
物
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
文
壇
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
セ
ル
ク

ル
よ
り
も
大
き
く
、
む
し
ろ
い
く
つ
も
の
セ
ル
ク
ル
の
集
合
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ラ
ン
ス

語
に
は
モ
ン
ド
・
リ
テ
レ
ー
ル
【le m

onde littéraire

】
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
こ
う
い
う
モ
ン
ド
が
文
壇
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文
壇
と
論
壇

の
壇
に
あ
た
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
モ
ン
ド
も
セ
ル
ク
ル
を
前
提
し
、
セ
ル
ク
ル
よ
り
大
き
い

に
せ
よ
ど
こ
ま
で
も
セ
ル
ク
ル
的
性
質
を
脱
す
る
も
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
社
会
学
者
タ
ル
ド
の

云
っ
た
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
モ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
人
々
の
間
に
個
人
的
接
触
、
訪
問
の
交
換
、

リ
セ
プ
シ
ョ
ン
、
等
々
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
壇
と
い
う
モ
ン
ド
も
そ
う
い
う
こ
と
の
可
能
な
範
囲
に
限
ら

れ
て
お
り
、
モ
ン
ド
（
世
界
）
と
い
え
ば
甚
だ
広
い
も
の
の
よ
う
だ
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
範
囲
は
想
像
以
上
に

局
限
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

今
日
文
壇
が
そ
れ
に
征
服
さ
れ
解
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
性
質
を
異
に
し
て
い

る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
は
セ
ル
ク
ル
で
も
モ
ン
ド
で
も
な
く
、
そ
れ
は
タ
ル
ド
に
よ
る
と
公
衆
（
ル
・
プ

ュ
ブ
リ
ッ
ク
）
で
あ
る
。
公
衆
は
純
粋
に
精
神
的
な
集
団
で
あ
り
、
そ
の
構
成
分
子
は
物
理
的
に
は
は
な
れ
ば
な

れ
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
合
力
は
全
く
心
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
タ
ル
ド
は
云
う
。
或
る
者
は
書
斎
で
、
或
る
者
は

旅
行
の
途
中
、
ま
た
或
る
者
は
オ
フ
ィ
ス
の
事
務
机
の
前
で
同
じ
朝
刊
新
聞
を
読
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
は
な

れ
ば
な
れ
の
人
間
の
純
粋
に
心
的
な
結
合
か
ら
公
衆
な
る
も
の
は
形
作
ら
れ
る
。
そ
の
成
立
が
物
理
的
接
近
を
必

要
な
条
件
と
し
な
い
と
い
う
点
で
タ
ル
ド
は
公
衆
と
群
衆
（
ラ
・
フ
ー
ル
）
と
を
区
別
し
た
。
か
よ
う
な
見
方
か

ら
す
れ
ば
、
文
壇
な
ど
と
い
え
ば
い
か
に
も
精
神
的
な
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
え
る
が
、
個
人
的
接
触
な
い



三
六

し
個
人
的
接
触
の
可
能
性
を
前
提
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
い
う
個
人
の
物
理
的
接
近
を
必
要
な
条
件
と
し
て
有

し
な
い
公
衆
よ
り
も
は
る
か
に
物
質
的
な
存
在
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
俗
悪
だ
と
い
わ

れ
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
か
え
っ
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
エ
ル
な
存
在
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
公

衆
の
輿
論
な
る
も
の
を
担
う
と
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
、
文
壇
を
偏
見
的
な
も
の
で
あ
る
と
感
じ
る
の
も
や
む

を
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

文
壇
の
物
質
的
基
礎
に
つ
い
て
は
色
々
や
か
ま
し
い
議
論
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
に
か
く
、
そ
う
い

う
モ
ン
ド
は
個
人
の
物
理
的
接
近
、
す
な
わ
ち
交
遊
、
会
談
、
等
々
、
を
必
要
な
条
件
と
し
て
成
立
す
る
社
会
で

あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
の
ま
こ
と
に
様
々
な
意
味
で
の
、
善
い
意
味
及
び
悪
い
意
味
で
の
物
質
性
が
従
っ
て
来
る

と
云
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
全
く
簡
単
な
、け
れ
ど
も
つ
ね
に
注
意
さ
れ
て
お
い
て
よ
い
事
実
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
結
び
付
く
い
わ
ゆ
る
公
衆
は
、
文
壇
な
ど
の
如
く
範
囲
を
局
限
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は

は
る
か
に
広
く
ひ
ろ
が
り
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
に
お
い
て
、
印
刷
術
の
発
明
の
最
初
の
大
い
な

る
普
及
が
は
じ
め
て
プ
ュ
ブ
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
を
生
ん
だ
。
し
か
し
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
、
従
っ
て
公
衆
の
真

の
到
来
は
フ
ラ
ン
ス
革
命
以
後
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
タ
ル
ド
の
云
う
と
こ
ろ
で
は
、
一
七
八
九
年
を
特

徴
付
け
る
も
の
、
そ
れ
以
前
の
過
去
が
か
つ
て
見
な
か
っ
た
も
の
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
孵
化
し
、
貪
り
読
ま
れ
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た
諸
新
聞
の
蔓
延
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
印
刷
技
術
の
進
歩
、
鉄
道
、
電
信
、
電
話
、
ラ
ヂ
オ
、
等
々
、
一
般

に
「
世
界
的
な
」
交
通
手
段
の
発
展
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
展
の
基
礎
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
意
見
の

地
方
的
限
局
性
を
脱
せ
し
め
て
国
民
化
し
、
更
に
国
民
的
限
局
性
を
脱
せ
し
め
て
世
界
化
す
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
は
世
界
主
義
的
性
質
を
お
の
ず
か
ら
含
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
、
国
際

主
義
、
等
々
の
種
類
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
機
関
と
な
る
に
よ
り
よ
く
適
合
し
た
性
質
を
自
身
に
お
い
て
も
っ
て
い

る
と
云
わ
れ
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
地
方
的
、
国
民
的
限
局
性
を
も
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

歓
迎
さ
れ
な
い
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
主
義
的
性
質
に
限
界
を
お
く
の
は
国
語
で
あ
り
、

根
本
的
に
は
国
際
語
が
発
達
し
て
い
な
い
こ
と
だ
け
で
あ
る
と
云
わ
れ
得
る
ほ
ど
で
あ
る
。
言
語
の
問
題
は
と
に

か
く
こ
こ
で
は
全
く
重
要
な
問
題
に
相
違
な
い
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
は
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
の
精
神
と
類
似
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
の
精
神
を
武
士
道
の
精
神
と
比
較
す
る
が
如
き
は
時
代
錯
誤
で
あ
っ
て
、

む
し
ろ
そ
れ
は
根
本
に
お
い
て
近
代
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
と
似
通
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ス
ポ
ー

ツ
場
に
集
る
人
間
を
群
衆
で
も
な
く
、
ま
た
通
人
と
か
、
く
ろ
う
と
と
か
い
う
も
の
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
公
衆

と
し
て
感
じ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
の
精
神
も
生
れ
る
と
い
う
も
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
ま
た
、
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政
壇
人
で
も
、
文
壇
人
で
も
、
ど
の
よ
う
な
モ
ン
ド
に
属
す
る
人
も
、
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
の
喝
采
の
快
味
を
味

わ
お
う
と
欲
す
る
者
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
世
界
へ
出
て
来
る
の
で
あ
る
。
く
ろ
う
と
か
ら
成
っ
て
い
る
モ
ン

ド
の
中
で
は
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
と
い
う
べ
き
も
の
は
存
し
得
な
い
。
或
い
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
種
々
な
る
モ

ン
ド
か
ら
選
手
を
選
び
出
し
て
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
を
さ
せ
て
み
せ
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
聞
雑
誌
に

お
い
て
左
右
両
翼
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ス
ト
に
物
を
書
か
せ
る
が
、
こ
れ
を
そ
の
立
場
の
公
平
と
い
う
よ
う
に
考
え
る

の
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
れ
は
む
し
ろ
ス
ポ
ー
ツ
的
興
味
に
近
い
も
の
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
今
日
の
社
会
に

お
け
る
い
わ
ゆ
る
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
も
、
公
衆
な
る
も
の
も
、
あ
や
し
げ
な
も
の
だ
が
、
そ
う
い
う
公
平
も
そ
う
で

あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
は
ず
っ
と
純
粋
か
も
知
れ
な
い
。
国
際
オ
リ
ン
ピ
ア
ー
ド
に
お
い
て
職
業

的
選
手
が
除
外
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
職
業
的
選
手
は
く
ろ
う
と
で
あ
り
、
そ
し
て
く
ろ
う
と
の
資
格
と
選

手
の
資
格
と
は
違
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
或
る
モ
ン
ド
に
属
す
る
く
ろ
う
と
が

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
引
き
出
さ
れ
た
と
し
て
も
、
彼
は
く
ろ
う
と
と
い
う
意
味
に
お
い
て
よ
り
も
選
手
と
い
う
意

味
に
お
い
て
引
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
も
し
彼
が
そ
の
と
き
く
ろ
う
と
振
り
を
純
粋
に
発
揮
し

よ
う
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
多
く
は
失
敗
で
あ
る
。
彼
は
フ
ェ
ヤ
ー
・
プ
レ
イ
を
し
て
公
衆
を
喜
ば
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
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い
つ
か
の
東
京
朝
日
新
聞
で
小
林
秀
雄
氏
が
、
同
人
雑
誌
に
対
し
て
か
な
り
ぶ
し
つ
け
な
こ
と
ば
を
吐
き
か
け

て
い
た
よ
う
に
記
憶
す
る
が
、
あ
あ
し
た
こ
と
ば
は
小
林
氏
の
如
き
立
場
に
あ
る
人
の
云
う
べ
き
こ
と
で
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。
尤
も
あ
れ
も
小
林
氏
の
同
人
雑
誌
に
対
す
る
熱
愛
の
皮
肉
な
表
現
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

と
い
う
の
は
、
文
壇
と
い
う
モ
ン
ド
も
そ
れ
自
身
け
っ
き
ょ
く
セ
ル
ク
ル
的
性
質
を
失
わ
な
い
ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
を
維
持
し
て
い
る
の
は
セ
ル
ク
ル
で
あ
る
。「
読
者
」と
い
う
も
の
が
文
壇
を
維
持
す
る
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
、

文
学
青
年
な
ど
と
い
う
種
類
の
特
殊
な
存
在
、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
で
も
そ
れ
ぞ
れ
セ
ル
ク
ル
を
作
り
、
同
人
雑

誌
ま
た
は
廻
覧
雑
誌
と
い
う
も
の
を
も
ち
、
或
い
は
投
書
家
で
あ
る
よ
う
な
人
間
が
そ
れ
を
維
持
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

か
よ
う
な
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
今
日
文
壇
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
脅
威
或
い
は
不
幸
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
青
年
の

ほ
か
に
論
壇
青
年
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
が
輩
出
す
る
に
至
っ
た
こ
と
、
し
か
も
彼
等
は
文
壇
と
同
じ
よ
う
な
論

壇
を
め
ざ
し
そ
し
て
文
壇
と
同
じ
よ
う
な
遣
口
を
し
て
い
な
が
ら
、
文
壇
と
い
う
よ
う
な
存
在
を
程
度
以
上
に
軽

蔑
し
、
排
斥
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
む
か
し
で
あ
れ
ば
、
物
を
書
こ
う
と
い
う
連
中
は
殆
ど
み
な
文
学
青
年
の
部

類
に
属
し
て
い
た
。
し
か
る
に
今
日
で
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
刺
戟
、
無
産
運
動
の
影
響
、
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ

の
就
職
難
、
生
活
難
、
そ
の
ほ
か
様
々
の
現
実
的
物
質
的
な
原
因
か
ら
し
て
、
論
壇
青
年
が
物
を
書
こ
う
と
い
う
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連
中
の
有
力
な
部
分
と
し
て
現
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
彼
等
の
な
す
と
こ
ろ
は
お
お
む
ね
文
学
青
年
と
同
様

で
あ
る
。
セ
ル
ク
ル
を
作
る
、
そ
う
い
う
セ
ル
ク
ル
は
こ
こ
で
は
よ
く
研
究
会
と
呼
ば
れ
る
、
し
か
し
純
粋
な
研

究
が
目
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
研
究
会
を
作
ろ
う
と
い
う
相
談
と
同
時
に
た
い
て
い
雑
誌
の
発
行
が
計
画
さ
れ

る
。
そ
し
て
実
は
雑
誌
を
出
す
と
い
う
こ
と
に
力
が
注
が
れ
て
、
肝
心
の
研
究
は
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
の
が

ふ
つ
う
で
あ
る
。
研
究
で
な
く
、
要
す
る
に
雑
誌
を
出
す
こ
と
が
最
初
か
ら
の
主
な
目
的
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
て

も
致
方
が
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。
個
人
が
個
人
と
し
て
論
壇
に
乗
り
出
す
段
階
と
し
て
セ
ル
ク
ル
や
同
人
雑

誌
風
の
も
の
が
作
ら
れ
る
。
永
続
す
る
も
の
は
少
な
い
よ
う
だ
け
れ
ど
、
そ
う
い
う
雑
誌
は
か
な
り
の
数
に
の
ぼ

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
経
済
上
の
困
難
を
除
い
て
も
、
そ
れ
は
も
と
も
と
永
続
す
る
性
質
の
も
の
で

な
い
。
文
学
の
方
面
に
お
け
る
の
と
同
じ
く
、
そ
の
よ
う
な
雑
誌
は
け
っ
き
ょ
く
論
壇
に
出
る
こ
と
、
論
壇
人
と

な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
手
段
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
階
級
運
動
と
し
っ
か
り
結
び

付
い
た
ま
こ
と
に
有
意
義
な
も
の
も
な
い
で
は
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
な
く
実
を
あ
か
せ
ば
論
壇
と
い
う
も

の
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
も
多
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
で
は
文
壇
は
解
消
さ
れ
、
滅
亡
し
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
文
壇
消
滅
論
は
論
壇
人
の
題
目
と
な
っ
て
い

る
。
し
か
る
に
他
方
で
は
論
壇
が
文
壇
と
い
う
壇
と
同
様
な
意
味
で
存
在
し
、
し
か
も
そ
れ
が
こ
の
頃
、
そ
う
い
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文
壇
と
論
壇

わ
れ
る
文
壇
と
同
様
の
存
在
の
仕
方
を
濃
厚
な
ら
し
め
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
も
見
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
論
壇
的
同
人
雑
誌
の
多
い
の
を
見
る
と
、
そ
う
い
う
風
に
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
文
壇
滅
亡
論
の
存
在

す
る
と
き
、
こ
れ
は
少
し
を
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
文
学
の
方
面
で
は
文
壇
と
い
う
も
の
に
な
お
存
在
理
由
が
あ

る
と
し
て
も
、
理
論
の
方
面
で
は
論
壇
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
存
在
理
由
は
稀
薄
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
得
る
か
ら

で
あ
る
。
文
壇
は
「
学
界
」
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
論
壇
と
学
界
と

は
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

論
壇
は
も
と
モ
ン
ド
的
な
存
在
の
仕
方
を
有
す
べ
き
も
の
で
な
く
、
か
え
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
本
来
の
精

神
を
発
揮
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
評
論
家
た
ち
が
互
い
に
知
り
合
っ
た
仲
で
あ
り
、
そ
こ
に
個
人
的

交
遊
が
行
わ
れ
、
セ
ル
ク
ル
を
形
作
っ
て
い
る
と
、
お
の
ず
か
ら
「
論
壇
」
と
い
う
も
の
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に

対
す
る
文
壇
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
議
論
が
楽
屋
落
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
、

同
じ
セ
ル
ク
ル
に
属
す
る
も
の
が
互
い
に
無
意
味
に
ほ
め
合
っ
て
、
セ
ル
ク
ル
の
集
団
的
力
を
利
用
し
て
そ
の
各

人
が
論
壇
で
存
在
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
ち
ょ
う
ど
文
壇
人
に
つ
い
て
た
び
た
び
い
わ
れ
る
の
と
同
様
の

状
態
を
惹
き
起
す
こ
と
に
な
る
。
或
い
は
評
論
が
く
ろ
う
と
な
い
し
通
の
色
彩
を
あ
ま
り
に
濃
く
す
る
。
し
か
る

に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
元
来
し
ろ
う
と
を
主
と
し
て
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
こ
で
は
く
ろ
う
と
も
同
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時
に
し
ろ
う
と
の
資
格
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
選
手
の
資
格
で
登
場
す
る
と
こ
ろ
に
面
白
さ
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
文
壇
に
お
け
る
セ
ル
ク
ル
は
め
い
め
い
そ
れ
自
身
の
批
評
家
を
も
っ
て
い
る
。
わ
が
国
で
は
こ
う

い
う
批
評
家
は
同
時
に
作
家
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
自
分
で
創
作
を
や
る
者
で
な
け
れ
ば
文
学
は
わ
か
ら
な
い
と

い
う
議
論
も
或
る
見
方
か
ら
し
て
は
成
り
立
ち
得
る
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
或
る
程
度
の
理
由
を
十

分
に
も
っ
て
い
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
文
壇
を
論
壇
と
は
区
別
さ
る
べ
き
学
界
に
対
応
す
る
概
念
と
し
て
構
成

す
る
と
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
る
に
評
論
に
な
る
と
、
も
と
も
と
誰
に
で
も
わ
か
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

知
識
や
理
論
は
そ
の
よ
う
な
性
質
を
含
ん
で
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
け
る
評
論
が
く
ろ
う
と
式
の
も
の
と

な
る
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
い
わ
ゆ
る
内
情
通
の
く
ろ
う
と
め
い
た
議
論
に
は
と
か
く
理
論
の
ほ
う
が
欠
け
て

い
る
。
或
い
は
明
確
な
理
論
を
も
た
な
い
と
き
に
、
く
ろ
う
と
め
い
た
こ
と
が
好
ん
で
語
ら
れ
る
と
す
れ
ば
ど
う

で
あ
ろ
う
。
内
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
あ
ま
り
拘
泥
せ
ず
に
、
表
に
現
れ
た
事
実
に
正
面
か
ら
ぶ
っ
つ
か
っ
て

い
っ
て
自
分
の
理
論
を
展
開
す
る
と
い
う
の
が
面
白
い
。
内
情
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
暴
露
的
な
い
し
実
話
的
興

味
か
ら
、
従
っ
て
く
ろ
う
と
的
興
味
か
ら
で
な
く
、
む
し
ろ
し
ろ
う
と
的
興
味
か
ら
、
そ
う
い
う
意
図
の
も
と
に

書
か
れ
た
の
が
面
白
い
。
こ
の
頃
、
新
聞
で
も
試
み
ら
れ
て
い
る
論
壇
時
評
な
ど
は
、
論
壇
人
自
身
よ
り
も
し
ろ

う
と
に
書
か
せ
て
み
る
と
、
案
外
面
白
い
も
の
が
出
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
は
論
壇
が
論
壇
と
し
て
も
っ
て
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と
論
壇

い
る
セ
ル
ク
ル
的
性
質
を
毀
し
、
一
層
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
精
神
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
か

も
知
れ
な
い
。

今
日
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
公
衆
」
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
。
タ
ル
ド
は
そ
れ
を

「
群
集
」
と
対
置
し
て
純
粋
に
精
神
的
な
存
在
と
見
做
し
た
が
、
公
衆
の
か
よ
う
な
精
神
性
は
実
は
そ
れ
ら
の
抽

象
性
を
表
す
で
あ
ろ
う
。
公
衆
と
は
巨
大
な
る
抽
象
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
状
況
も
し
く
は
組
織
の
同

時
性
に
お
い
て
結
合
せ
ず
結
合
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
非
現
実
的
な
個
人
か
ら
成
っ
て
い
る
。
か
く
の
如
き
抽
象

的
な
全
体
に
お
い
て
は
個
人
の
全
体
に
対
す
る
、
ま
た
個
人
の
個
人
に
対
す
る
「
関
係
」
は
現
実
的
具
体
的
で
な

い
。
云
う
ま
で
も
な
く
、
純
粋
に
精
神
的
と
見
做
さ
れ
た
公
衆
な
る
も
の
の
存
在
に
も
物
質
的
基
礎
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。
根
差
な
き
人
間
、
人
と
人
と
の
関
係
の
抽
象
性
は
、
商
品
生
産
社
会
、
こ
と
に
近
代
的
な
商
品
生
産

社
会
の
特
徴
で
あ
る
。
政
治
的
表
現
を
用
い
る
な
ら
ば
、
い
わ
ゆ
る
公
衆
の
限
界
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
の
限
界
で
あ
る
。
そ
の
限
り
今
日
ふ
つ
う
に
い
う
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
あ

る
。
公
衆
と
群
衆
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
公
衆
と
「
大
衆
」
と
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ

う
。
大
衆
は
、
本
来
、
群
衆
の
よ
う
に
物
理
的
も
し
く
は
物
質
的
な
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
公
衆
の
よ
う
に
精
神

的
、
す
な
わ
ち
階
級
意
識
も
し
く
は
階
級
理
論
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
存
在
で
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
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ズ
ム
と
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
の
区
別
は
、
公
衆
と
大
衆
と
の
区
別
に
相
応
す
る
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
群
衆
、
公
衆
、
大
衆
と
い
う
三
つ
の
概
念
を
弁
証
法
的
な
関
係
に
お
い
て
構
成
す

る
こ
と
も
で
き
る
。
社
会
哲
学
の
プ
ラ
ン
を
考
え
つ
つ
あ
る
私
は
、
か
よ
う
な
弁
証
法
に
つ
い
て
の
科
学
的
考
察

を
最
近
の
機
会
に
書
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

【1932.9

】
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現
実
と
芸
術

現
実
と
芸
術

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
（C

onrad Fiedler, 1841―
95

）
の
芸
術
論
【“Schriften über K

unst”

】
は
か
な
り
以
前
日
本
に
紹

介
さ
れ
た
。
そ
の
翻
訳
も
金
田
廉
氏
の
も
の
と
清
水
清
氏
の
も
の
と
す
で
に
二
通
り
出
て
い
る
。
こ
の
頃
で
は
フ

ィ
ー
ド
ラ
ー
の
名
を
口
に
す
る
者
は
あ
ま
り
な
い
が
、
然
し
最
近
、
文
学
に
お
け
る
純
粋
性
、
新
し
い
リ
ア
リ
ズ

ム
な
ど
の
問
題
が
喧
し
い
と
き
、
彼
の
芸
術
論
は
再
び
顧
み
ら
れ
て
よ
い
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

私
は
い
ま
彼
の
遺
稿
「
現
実
と
芸
術
」【“K

onrad Fiedlers Schriften über K
unst”, B

d. 2

】
を
主
な
る
手
蔓
と
し
て
、

そ
の
芸
術
論
の
一
部
分
に
批
評
的
注
釈
を
加
え
て
み
よ
う
。

「
た
だ
芸
術
的
真
理
の
成
分
の
み
が
芸
術
作
品
の
永
続
的
価
値
を
定
め
る
。
あ
ら
ゆ
る
他
の
性
質
は
従
属
的
で
、

単
に
一
時
的
な
効
果
を
与
え
る
に
過
ぎ
ぬ
。」と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
書
い
た
。芸
術
に
と
っ
て
本
質
的
な
価
値
は「
芸

術
的
真
理
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
作
品
が
担
う
他
の
要
素
、
例
え
ば
、
娯
楽
的
性
質
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る
政
治

的
価
値
、
美
的
性
質
で
す
ら
が
、
作
品
の
暫
時
的
な
成
功
を
も
た
ら
す
と
し
て
も
、
作
品
の
永
久
性
を
保
証
す
る

も
の
で
な
い
。「
ひ
と
が
そ
れ
を
も
っ
て
間
違
っ
た
出
発
点
の
無
力
を
絶
え
ず
新
し
い
言
い
廻
し
や
解
釈
で
救
お
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う
と
試
み
た
と
こ
ろ
の
美
の
原
理
は
、
芸
術
的
活
動
の
自
然
的
な
、
偏
見
の
な
い
解
釈
の
内
部
に
お
い
て
な
ん
ら

の
場
所
を
見
出
さ
な
い
。」
ふ
つ
う
云
わ
れ
る
よ
う
に
美
は
芸
術
の
原
理
で
あ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
芸
術
に
と

っ
て
第
二
次
的
な
効
果
を
現
す
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
芸
術
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
芸
術
の
効
果
の
方
面

を
考
察
せ
ず
、
芸
術
的
創
作
的
活
動
そ
の
も
の
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
美
で
な
く
芸
術
上
の
真
が
芸
術
に

お
け
る
本
質
的
価
値
で
あ
る
。

美
を
芸
術
の
本
質
と
考
え
る
者
は
、
芸
術
を
感
情
と
結
び
付
け
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
は
云
っ
て
い
る
、「
芸
術
作
品
は
感
情
を
も
っ
て
作
ら
れ
る
の
で
な
い
、
だ
か
ら
ま
た
、
そ
れ
を
理
解
す

る
た
め
に
は
、
感
情
で
は
十
分
で
な
い
。」
単
な
る
感
情
に
よ
っ
て
は
芸
術
家
の
本
来
の
世
界
を
窺
い
見
る
こ
と

は
で
き
ぬ
、
感
情
は
芸
術
的
活
動
の
原
理
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
芸
術
的
活
動
の
原
理
は
、
芸
術
的
活
動
に
お
い
て
現
実
が
一
定
の
方
向
に
お
い
て
実
存
即
ち
形
態
を
得
る
と

い
う
意
味
で
、
現
実
の
生
産
（production of reality

）
で
あ
る
。」
芸
術
は
一
般
に
こ
の
出
発
点
の
基
礎
の
上
で

考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
の
本
質
は
美
で
あ
る
と
す
る
立
場
が
ふ
つ
う
芸
術
的
活
動
の
原
理
をi idealityi

の
生
産
と
見
做
す
に
反
し
、
芸
術
の
本
質
は
真
で
あ
る
と
見
る
立
場
は
芸
術
的
活
動
の
原
理
をi realityi

の
生
産

で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
と
き
我
々
は
「
生
産
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
な
ん
ら
か
のi
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idealityi
は
生
産
さ
れ
る
の
ほ
か
な
い
と
し
て
も
、realityi

は
生
産
さ
れ
る
を
要
す
る
こ
と
な
く
、
与
え
ら
れ
た

も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
リ
ア
リ
テ
ィ
が
そ
の
も
の
と
し
て
既
に
与
え
ら
れ
て
在
る
と
考
え
る
の
は
間
違
っ

た
前
提
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
た
め
に
は
、
人
間
が
「
恰あ
た
かも

世
界
の
外
に
立
ち
」、「
彼
が
も

と
世
界
に
属
し
な
い
」
か
の
よ
う
に
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
し
か
し
人
間
は
世
界
も
し
く
は
自
然
の

全
体
の
一
部
分
で
あ
る
。
人
間
は
世
界
の
外
に
立
ち
、
与
え
ら
れ
た
現
実
の
真
理
を
認
識
す
る
と
い
う
如
き
も
の

で
あ
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
彼
自
身
世
界
の
一
部
分
と
し
て
世
界
の
外
に
出
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
む

し
ろ
「
事
実
は
、
自
然
は
自
己
を
人
間
に
お
い
て
ま
た
人
間
を
通
じ
て
形
態
に
ま
で
発
展
さ
せ
、
自
己
を
種
々
な

る
仕
方
で
顕
現
す
る
と
い
う
、
自
然
の
こ
の
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
人
間
的
自
然
の
性
質
か
ら
よ
り
ほ
か
如

何
な
る
他
の
必
然
性
か
ら
も
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
人
間
の
感
性
的
・
精
神
的
構
造
か
ら
発
展
す

る
表
現
形
式
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
ろ
う
。
概
念
的
表
現
形
式
（
科
学
）、
表
象
的
表
現
形
式
（
文
学
）、
視
覚
的

表
現
形
式
（
美
術
）、
な
ど
が
あ
る
。
表
現
以
前
に
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
、
ま
た
真
理
も
な
い
。

表
現
活
動
と
共
に
リ
ア
リ
テ
ィ
は
生
産
さ
れ
る
。
表
現
さ
れ
た
も
の
の
外
部
に
も
し
く
は
背
後
に
な
お
何
か
リ
ア

リ
テ
ィ
が
あ
る
と
思
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
の
よ
う
な
世
界
の
究
極
的
根
源
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
要
求
し
た
り
、
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い
つ
か
こ
の
究
極
的
根
源
の
知
識
に
ま
で
進
み
得
は
し
な
い
か
と
考
え
た
り
す
る
者
は
、
間
違
っ
た
態
度
を
と
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
彼
は
、
彼
が
も
と
世
界
に
属
せ
ず
、
世
界
の
上
に
立
つ
か
の
如
き
思
想
に
内
々
支
配
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。「
真
理
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
こ
の
表
現
を
度
外
視
し
て
も
存
在
を
有
す
る
よ
う
な
或
る
も
の

の
表
現
で
は
な
い
。」

芸
術
家
が
創
作
に
従
事
す
る
と
き
、そ
の
創
作
の
発
展
に
つ
れ
彼
に
お
い
て
「
現
実
意
識
」
は
発
展
し
て
ゆ
く
。

現
実
意
識
が
次
第
に
明
瞭
に
な
っ
て
来
る
こ
と
が
彼
の
芸
術
的
活
動
の
発
展
で
あ
る
。
リ
ア
リ
テ
ィ
が
先
ず
あ
っ

て
、
そ
れ
に
つ
い
て
表
現
が
行
わ
れ
る
と
考
え
て
は
い
け
な
い
。
芸
術
上
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
の
は
、
芸
術
的

表
現
作
用
に
お
い
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
の
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
意
識
が
芸
術
的

真
理
を
現
す
。「
芸
術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
、意
図
の
、意
欲
の
問
題
で
な
く
、才
能
の
、能
力
の
問
題
で
あ
る
。」

芸
術
上
の
真
は
感
情
の
事
柄
で
は
な
い
。
表
現
を
離
れ
て
芸
術
的
真
理
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
芸
術
家
の
表

現
的
才
能
、
創
作
的
能
力
に
関
係
し
た
事
柄
で
あ
る
。

我
々
は
こ
こ
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
の
思
想
を
想
い
起
し
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象

学
の
課
題
は
意
識
の
発
展
の
諸
形
態
の
叙
述
で
あ
っ
た
。
然
る
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
意
識
の
発
展
と
は
つ
ま

り
現
実
意
識
の
発
展
で
あ
る
。
意
識
の
発
展
の
段
階
に
従
っ
て
リ
ア
リ
テ
ィ
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
変
化
す
る
。
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低
い
段
階
で
現
実
的
、
従
っ
て
真
と
考
え
ら
れ
た
も
の
は
、
よ
り
高
い
段
階
で
は
非
現
実
的
、
非
真
と
せ
ら
れ
、

よ
り
高
い
リ
ア
リ
テ
ィ
が
現
れ
る
。
真
理
は
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
動
き
、
発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
真
理
は

在
る
の
で
な
く
、
成
る
の
で
あ
る
。「
真
理
は
、
ひ
と
た
び
作
り
出
さ
れ
る
と
、
そ
れ
自
身
の
存
在
を
有
す
る
よ

う
な
、
認
識
活
動
の
生
産
物
で
は
な
く
て
、
こ
の
活
動
そ
の
も
の
が
真
理
と
呼
ば
れ
得
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
。」

と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
云
っ
た
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
上
に
述
べ
た
一
般
的
見
解
か
ら
次
の
こ
と
が
従
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
、
表
現
さ
れ
た

も
の
の
ほ
か
に
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
表
現
活
動
及
び
表
現
形
式
の
種
類
の
異
な
る
に
応
じ
て
、

リ
ア
リ
テ
ィ
の
意
味
も
異
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
科
学
で
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
と
芸
術
で
い
う
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
同
じ

で
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
科
学
的
真
理
と
芸
術
的
真
理
と
は
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
両
者
を
同
一
視
す
る
の

は
、
表
現
か
ら
独
立
に
、
そ
れ
以
前
に
リ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
も
の
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
に
も
と

づ
く
の
で
あ
る
。

第
二
、
表
現
の
種
々
な
る
形
式
は
つ
ね
に
た
だ
自
己
自
身
を
の
み
表
現
す
る
と
い
わ
れ
る
。「
い
ず
れ
の
芸
術

も
た
だ
自
己
自
身
の
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
の
形
成
物
の
価
値
は
芸
術
外
の
関
心
が
そ
れ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で

き
る
何
物
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
な
い
。」
芸
術
の
本
質
が
芸
術
的
真
理
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
芸
術
の
価
値
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は
そ
れ
が
科
学
的
意
味
に
お
け
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
表
現
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
芸
術
作

品
の
形
式
と
内
容
と
の
区
別
は
一
般
に
誤
解
か
ら
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。
正
し
く
理
解
す
れ
ば
、
作
品
に
お
い
て

形
式
と
内
容
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
芸
術
作
品
そ
の
も
の
が
表
現
に
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
解

け
難
く
形
式
に
結
び
付
い
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
さ
に
形
式
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
己
を
現
す
と
こ

ろ
の
形
成
物
で
あ
る
。「
全
芸
術
的
内
容
、
芸
術
作
品
の
実
質
は
形
式
の
拡
大
さ
れ
た
発
展
度
に
存
す
る
。」
芸
術

的
能
力
は
表
現
の
能
力
で
あ
る
、
表
現
に
達
せ
ぬ
も
の
は
芸
術
的
に
は
存
在
せ
ぬ
に
等
し
い
。
形
式
と
内
容
と
の

区
別
と
い
う
誤
解
は
、
い
ず
れ
の
表
現
形
式
も
そ
の
本
来
の
意
味
に
お
い
て
の
ほ
か
に
、
ま
た
非
本
来
的
な
意
味

に
お
い
て
、
他
の
表
現
形
式
の
領
域
に
属
す
る
或
る
も
の
の
表
現
の
た
め
に
使
用
さ
れ
得
る
と
い
う
事
情
か
ら
来

て
い
る
。「
い
わ
ば
一
の
表
現
形
式
の
記
号
が
他
の
表
現
形
式
の
意
味
に
お
い
て
読
ま
れ
る
と
き
、
内
容
と
形
式

と
の
分
離
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。」

第
三
、
各
々
の
表
現
形
式
は
、
そ
れ
が
服
し
て
い
る
法
則
性
を
ば
自
己
自
身
の
う
ち
か
ら
発
展
さ
せ
る
の
で
あ

る
。
如
何
な
る
表
現
形
式
も
或
る
法
則
に
外
部
か
ら
服
従
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
各
々
の
芸
術
的
活
動
は
そ
の

発
展
の
法
則
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
何
故
に
人
間
の
理
論
的
科
学
的
活
動
に
対
す
る
関
係
は
あ
れ

ほ
ど
明
瞭
で
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
も
こ
の
活
動
の
明
瞭
な
像
を
曇
ら
せ
、
混
乱
さ
せ
よ
う
と
す
る
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外
的
及
び
内
的
の
力
が
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
力
は
そ
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
と
し
て
注

意
さ
れ
、
且
つ
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
科
学
的
思
惟
は
た
だ
自
己
自
身
の
内
的
法
則
に
の
み
従
わ
ね
ば
な
ら
ず
そ
し

て
そ
れ
の
価
値
は
そ
れ
が
こ
の
内
的
法
則
性
を
現
す
程
度
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
根
本
に
お
い
て
は
っ
き

り
意
識
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
の
場
合
に
あ
っ
て
も
、
芸
術
的
活
動
の
内
的
法
則
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
限
り

人
間
の
芸
術
に
対
す
る
関
係
は
曖
昧
に
と
ど
ま
る
。

芸
術
的
活
動
の
本
質
を
現
す
も
の
と
し
て
従
来
相
争
っ
て
来
た
二
つ
の
大
原
理
が
あ
る
、
即
ち
現
実
の
模
倣
の

原
理
と
現
実
の
変
化
の
原
理
と
が
あ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
論
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
原
理
の
代
り
に
、
或
る

第
三
の
原
理
、
即
ち
「
現
実
の
生
産
」
の
原
理
を
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
争
を
和
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
立
場
は
ひ
と
つ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
、
し
か
し
そ
れ
は
自
然
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は

な
く
て
「
芸
術
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
思
想
に
は
色
々
な
点
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
通
ず
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
我
々
の

知
覚
は
そ
の
純
粋
な
状
態
に
お
い
て
は
事
物
そ
の
も
の
の
一
部
分
で
あ
る
」
と
云
っ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
が
現

代
文
学
の
有
力
な
一
傾
向
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
と
き
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
論
は
注
目
さ
れ
て
よ
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
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こ
の
芸
術
論
は
た
し
か
に
貴
重
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
。
然
し
な
が
ら
我
々
は
そ
れ
に
と
ど
ま
り
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
私
は
こ
こ
に
そ
れ
に
対
す
る
批
評
の
出
発
点
と
な
る
べ
き
見
地
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
フ
ィ

ー
ド
ラ
ー
は
「
近
代
自
然
主
義
と
芸
術
的
真
理
」【in ibid., B

d. 1

】
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、
近
代
の
自
然
主
義

を
批
判
し
、
そ
れ
の
根
本
的
誤
謬
が
、
一
方
に
は
芸
術
家
、
他
方
に
は
自
然
も
し
く
は
現
実
、
と
い
う
風
に
対
立

を
考
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
論
じ
た
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
芸
術
家
の
表
現
活
動
以
前
に
ま
た
は
外
部
に
リ
ア
リ

テ
ィ
が
あ
る
の
で
な
い
、
人
間
は
世
界
も
し
く
は
自
然
の
外
に
ま
た
は
上
に
立
つ
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

人
間
は
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
主
張
は
ま
こ
と
に
正
し
い
。
し
か
し
彼
の
い
う
自
然

は
、
自
然
主
義
的
立
場
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
で
な
く
、
む
し
ろ
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
うi durée réellei

（
現
実
的
持
続
）
の
如
き
も
の
を
指
す
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
そ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
い
わ
ゆ
るi w

orld of pure 

experiencei

（
純
粋
経
験
の
世
界
）
の
如
き
も
の
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
彼
の
立
場

は
一
種
の
マ
ッ
ハ
主
義
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
知
識
に
関
し
て
、
ベ
ル

グ
ソ
ン
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
、
マ
ッ
ハ
な
ど
の
如
くi pragm

atism

（
実
用
主
義
）
の
立
場
を
取
ら
ず
、
科
学
的
認
識

を
も
一
種
の
表
現
活
動
と
見
、
た
だ
そ
れ
は
芸
術
的
な
表
現
活
動
と
は
全
く
性
質
を
異
に
す
る
、
言
い
換
え
れ
ば

表
現
形
式
、
そ
の
内
的
法
則
性
を
異
に
す
る
と
考
え
た
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
彼
に
あ
っ
て
自
然
は
観
念
論
的
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に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
人
間
は
自
然
の
一
部
分
で
あ
る
と
し
て
も
、自
然
に
お
け
る
人
間
の
特
殊
性
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
特
殊
性
が
何
で
あ
る
か
を
把
握
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
芸
術
に
お
け
る
リ
ア
リ
ズ
ム
の

本
質
の
問
題
に
も
関
係
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
私
は
、
人
間
を
自
然
の
一
部
分
と
見
る
立
場
に
立
つ
人
々

に
よ
っ
て
こ
の
自
然
に
お
け
る
人
間
の
特
殊
性
が
十
分
根
本
的
に
、
哲
学
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。
そ
う
い
う
立
場
に
あ
る
人
々
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
最
も
多
く
の
場
合
好
ん
で
と
る
の
は
、
い
わ

ゆ
る
「
発
生
的
見
方
」
で
あ
る
。
し
か
し
事
物
の
「
本
質
」
の
何
で
あ
る
か
が
発
生
的
見
方
に
よ
っ
て
十
分
に
捉

え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
カ
ン
ト
以
来
哲
学
に
お
い
て
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
来
た
通
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の

よ
う
な
発
生
的
見
方
を
離
れ
て
、
自
然
に
お
け
る
人
間
の
特
殊
性
を
規
定
す
る
と
き
、
私
は
そ
れ
が
主
体
と
客
体

と
へ
の
分
裂
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
規
定
は
純
粋
に
哲
学
的
で
あ
り
、
十
分
に
根
本
的
且
つ
包
括

的
で
あ
る
。
植
物
、
動
物
な
ど
の
他
の
有
機
体
と
人
間
と
の
異
な
る
点
は
、
哲
学
的
に
云
っ
て
、
人
間
に
お
い
て

は
主
体
と
客
体
と
の
分
裂
ま
た
は
対
立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
人
間
に
は
植
物
や
動
物
な
ど

と
異
な
り
実
践
的
行
為
、
科
学
的
認
識
、
芸
術
的
創
作
な
ど
が
属
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
実
践
の
主
体
と

客
体
と
の
区
別
が
な
け
れ
ば
、
本
来
の
意
味
で
の
実
践
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
ま
た
認
識
の
客
体
即
ち
対
象
と
主



五
四

体
も
し
く
は
主
観
と
の
区
別
が
な
け
れ
ば
、
優
越
な
意
味
で
の
認
識
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
芸
術
の
場
合
に
つ
い

て
も
同
様
で
あ
る
。
私
の
い
う
主
体
と
客
体
と
の
対
立
は
人
間
と
自
然
と
の
対
立
と
い
う
意
味
で
な
い
、
人
間
は

自
己
自
身
を
も
客
観
化
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
主
体
と
客
体
と
の
区
別
は
む
し
ろ
根
本
的
に
は
人
間
そ
の
も
の
に

お
け
る
分
裂
乃
至
対
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
対
立
は
弁
証
法
的
、即
ち
対
立
で
あ
り
な
が
ら
統
一
で
あ
る
。

然
る
に
人
間
に
は
主
体
と
客
体
と
へ
の
分
裂
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
間
は
世
界
の
一
部
分
で
あ
り
な
が
ら
、

世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
。
世
界
の
一
部
分
た
る
人
間
は
世
界
の
外
に
立
っ
て
世
界
を
客
観
化
し
て
見
る

こ
と
が
で
き
、
世
界
は
人
間
に
と
っ
て
「
客
観
性
」
を
有
す
る
。
世
界
は
我
々
に
と
っ
て
単
な
る
世
界
で
な
く
客

観
的
世
界
で
あ
る
故
に
、
我
々
は
そ
れ
の
必
然
性
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
考
え
た
よ
う
に
人

間
は
世
界
の
一
部
分
で
あ
る
が
故
に
世
界
の
上
に
出
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い
う
の
で
な
く
、
人
間
は
世
界
の
一
部

分
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
特
殊
な
性
質
の
た
め
に
、
世
界
の
外
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

超
越
が
全
く
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
間
に
は
科
学
も
芸
術
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
超

越
は
弁
証
法
的
で
あ
っ
て
、
人
間
は
世
界
に
対
し
超
越
的
で
あ
る
と
同
時
に
内
在
的
で
あ
る
。
世
界
は
単
な
る
世

界
で
な
く
客
観
的
世
界
で
あ
る
か
ら
、
芸
術
上
の
リ
ア
リ
ズ
ム
も
成
立
す
る
。
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
そ
う
い
う
客

観
性
の
要
素
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。



五
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現
実
と
芸
術

全
自
然
の
う
ち
に
お
け
る
人
間
の
特
殊
性
が
認
識
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
全
人
間
の
う
ち
に
お
け
る
意
識

の
特
殊
性
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
意
識
は
人
間
の
一
部
分
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
こ
の
意
識
の
媒
介
に

よ
っ
て
初
め
て
人
間
は
主
体
と
客
体
と
に
分
裂
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
の
媒
介
が
な
け
れ
ば
、
人
間
は
自
己
を

客
観
化
す
る
こ
と
も
、
自
己
を
主
体
と
し
て
知
る
こ
と
も
で
き
ぬ
。
け
れ
ど
も
意
識
と
主
体
と
は
同
じ
で
な
い
。

主
体
は
い
わ
ゆ
るi natura naturans

（
能
産
的
自
然
）
と
も
見
ら
る
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
客
体
はi naturai

naturata

（
所
産
的
自
然
）
で
あ
る
。
所
産
的
自
然
が
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す
る
よ
う
に
、
能
産
的
自
然
は
そ
れ
と

は
違
っ
た
意
味
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
有
す
る
。
か
か
る
能
産
的
自
然
は
客
観
的
な
自
然
の
一
部
分
で
も
、
そ
れ
の

総
和
で
も
な
く
、
そ
れ
と
は
秩
序
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
所
産
的
自
然
は
ふ
つ
う
い
う
自
然
の

み
で
な
く
社
会
を
も
含
む
よ
う
に
、
能
産
的
自
然
は
ま
た
主
体
的
意
味
に
お
け
る
社
会
性
を
具
え
て
い
る
と
見
ら

れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
能
産
的
自
然
即
ち
主
体
は
そ
の
主
体
性
に
お
い
て
た
だ
意
識
に
お
い
て
の
み
自
己
を
告

知
し
、
意
識
に
お
い
て
の
ほ
か
そ
れ
の
知
ら
れ
る
場
所
は
な
い
。

文
学
に
お
い
て
客
観
が
描
か
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
れ
と
は
別
の
意
味
で
心
理
が
描
か
れ
る
。
も
し
も
意
識
が

単
に
客
観
の
反
映
に
過
ぎ
ぬ
と
す
れ
ば
、
心
理
描
写
は
客
観
の
描
写
と
は
違
っ
た
特
別
の
意
味
を
有
し
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
心
理
描
写
が
特
別
の
意
味
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
と
き
、
意
識
が
客
観
を
模
写
す
る
方
面
よ
り
も
、



五
六

意
識
の
う
ち
に
主
体
が
自
己
を
滲
み
出
す
方
面
が
注
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
主
体
は
意
識
よ
り
も
深
く
に
あ

る
も
の
、
客
観
的
自
然
よ
り
も
い
わ
ば
一
層
物
質
的
な
も
の
で
さ
え
あ
る
。
心
理
描
写
の
深
さ
は
、
そ
れ
が
単
に

心
理
を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
な
く
、
意
識
の
う
ち
に
滲
み
出
た
主
体
を
描
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
意
識
が
リ
ア

リ
テ
ィ
で
あ
る
の
で
な
く
、
意
識
は
内
に
お
い
て
主
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て

客
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
な
、
本
来
、
二
つ
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。
主
体
と
客
体
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
も
の
で

な
く
、
一
方
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
離
れ
て
、
他
方
の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
な
い
。
主
体
と
客
体
と
の
弁
証
法
の
う
ち
に
真

の
リ
ア
リ
テ
ィ
は
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
弁
証
法
は
弁
証
法
と
し
て
運
動
で
あ
る
か
ら
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
云
う

よ
う
に
、
リ
ア
リ
テ
ィ
は
固
定
し
た
も
の
で
な
く
発
展
的
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
弁
証
法
は
意
識
に
よ
っ
て
媒
介

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
限
り
具
体
的
な
弁
証
法
は
意
識
的
で
あ
る
。
客
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と
主
体
的
リ
ア
リ
テ
ィ
と

は
具
体
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
の
二
つ
の
方
面
で
あ
り
、
両
者
の
関
係
は
弁
証
法
的
発
展
的
で
あ
る
。

そ
れ
だ
か
ら
真
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
自
然
主
義
の
如
く
客
観
的
立
場
で
も
な
く
、
ま
た
こ
の
頃
の
心
理
主
義
的

リ
ア
リ
ズ
ム
の
如
く
主
観
的
立
場
で
も
な
く
、
む
し
ろ
い
わ
ば
「
全
人
間
」
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
は
主
体
と
客

体
と
の
弁
証
法
と
し
て
の
人
間
の
立
場
で
あ
る
。
従
来
現
れ
た
全
人
間
の
立
場
、例
え
ば
ゲ
ー
テ
主
義
的
主
張
は
、



五
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現
実
と
芸
術

人
間
を
弁
証
法
的
に
で
な
く
、
有
機
体
説
的
に
捉
え
た
。
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
は
弁
証
法
で
あ
る
。
文
学

も
こ
の
弁
証
法
に
従
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
様
式
と
し
て
の
弁
証
法
を
文
学
的
に
発
見
し
、
発
展
さ
せ
る
こ

と
が
そ
れ
の
課
題
で
あ
る
。

【1932.10

】
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日
記
と
自
叙
伝

三
つ
の
種
類
の
人
間
が
あ
る
。
先
ず
他
人
の
私
事
に
妙
に
関
心
し
、
と
り
わ
け
い
わ
ゆ
る
醜
聞
を
、
こ
と
に
世

間
に
名
の
知
ら
れ
た
他
人
の
醜
聞
を
愛
す
る
人
間
が
あ
る
。
彼
等
は
そ
う
い
う
興
味
か
ら
い
わ
ゆ
る
三
面
記
事
事

件
を
喜
ぶ
。
こ
の
よ
う
な
人
間
の
興
味
は
、
今
日
こ
と
に
婦
人
雑
誌
な
ど
に
よ
っ
て
巧
に
利
用
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

第
二
の
種
類
の
人
間
は
特
に
い
わ
ゆ
る
英
雄
伝
や
偉
人
伝
を
読
む
こ
と
を
好
む
よ
う
に
見
え
る
。
彼
ら
は
と
に

か
く
偉
い
人
に
な
り
た
い
、な
ん
で
も
成
功
し
た
い
と
い
う
心
に
燃
や
さ
れ
、教
訓
的
見
地
か
ら
つ
づ
ら
れ
た
「
実

用
的
歴
史
」
を
愛
し
、
或
い
は
名
士
の
成
功
談
な
る
も
の
に
よ
っ
て
感
激
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
欲
す
る
。
こ
う
い

う
成
功
主
義
的
ま
た
は
英
雄
主
義
的
心
理
も
、
今
日
と
く
に
大
衆
雑
誌
と
い
わ
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
巧
に
利
用
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

然
し
第
三
の
種
類
の
人
間
が
あ
る
。
私
は
こ
の
種
類
の
人
間
の
ひ
と
つ
の
特
徴
を
と
ら
え
て
、
彼
等
を
ば
日
記

や
自
叙
伝
を
読
む
こ
と
を
愛
す
る
人
間
と
い
う
こ
と
が
で
き
は
し
な
い
か
と
思
う
。
彼
等
は
他
人
の
私
事
の
秘
密



五
九

日
記
と
自
叙
伝

を
の
ぞ
く
こ
と
を
徒
ら
に
好
む
の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
彼
等
は
他
人
の
生
活
に
無
関
心
な
の
で
な
く
、
そ
れ
を

理
解
す
る
こ
と
を
欲
す
る
。
然
し
そ
の
こ
と
は
自
己
を
理
解
せ
ん
が
た
め
で
あ
る
、
い
な
、
人
間
と
生
と
を
理
解

せ
ん
が
た
め
で
あ
る
。
ま
た
彼
等
は
他
人
の
い
わ
ゆ
る
成
功
や
英
雄
的
行
為
に
よ
っ
て
徒
ら
に
感
激
さ
せ
ら
れ
る

こ
と
を
喜
ぶ
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
等
は
平
凡
な
人
生
の
複
雑
微
妙
、
世
の
つ
ね
の
す
が
た
の
面
白
さ
、
深
さ

を
理
解
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
こ
う
で
あ
る
。
日
記
や
自
叙
伝
は
、
本
来
、
他
人
の
醜
聞
を
愛
す
る
人
の
趣
味
に
適
す
る
も
の
で

な
い
、
な
ぜ
な
ら
人
間
は
自
分
自
身
の
た
め
に
の
み
記
さ
れ
た
日
記
の
中
に
お
い
て
さ
え
容
易
に
自
分
の
秘
密
を

赤
裸
々
に
告
白
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。
ま
た
日
記
や
自
叙
伝
に
お
い
て
は
、
本
来
、
偉
大
な
人
々
も
、
彼
等

の
超
人
間
的
な
行
為
や
事
業
の
す
ば
ら
し
さ
に
つ
い
て
語
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
等
の
人
間
ら
し
い
生
活
や
運
命

に
つ
い
て
書
く
こ
と
を
好
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
誇
示
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
自
己
暴
露
な
い
し
自
己
露
出

と
い
う
こ
と
も
日
記
や
自
叙
伝
に
お
い
て
は
堅
く
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
お
い
て
ほ
ど
リ
ア
リ
ズ
ム
の
要
求

さ
れ
る
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
三
つ
の
種
類
の
人
間
が
あ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
人
間
の
三
つ
の
こ
こ
ろ
を
現
す
も
の
と
も
見

ら
れ
よ
う
。
従
っ
て
我
々
が
実
際
に
日
記
や
自
叙
伝
を
ひ
も
ど
こ
う
と
す
る
気
持
に
は
、
他
人
の
私
事
の
秘
密
を



六
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喜
ぶ
こ
こ
ろ
、
も
し
く
は
他
人
の
成
功
や
英
雄
的
行
為
に
あ
や
か
ろ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
が
混
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
こ
ろ
は
媚
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
最
も
要
求
さ
れ
る
日
記
や
自
叙
伝
に
お
い
て

ほ
ど
ま
た
実
際
に
そ
れ
の
困
難
な
と
こ
ろ
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

三
つ
の
種
類
の
人
間
或
い
は
人
間
の
三
つ
の
こ
こ
ろ
に
相
応
し
て
文
学
の
三
つ
の
現
実
の
形
態
が
あ
る
。
第
一

の
も
の
に
は
特
に
い
わ
ゆ
る
軟
文
学
が
、
第
二
の
も
の
に
は
い
わ
ゆ
る
大
衆
文
学
が
、
第
三
の
も
の
に
は
主
と
し

て
い
わ
ゆ
る
心
理
小
説
が
相
応
す
る
と
も
い
わ
れ
よ
う
。

日
記
や
自
叙
伝
の
要
求
す
る
の
は
完
全
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
の
精
神
は
文
学
的
精
神
で
な
く
科
学
的

精
神
で
あ
る
と
さ
え
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
い
っ
た
か
ら
と
て
、
我
々
が
例
え
ば
日
記
を
書
こ
う
と
す
る
の
は
、
あ

ら
ゆ
る
人
間
に
具
わ
っ
て
い
る
自
己
表
現
の
欲
求
即
ち
芸
術
的
欲
求
の
お
の
ず
か
ら
な
る
現
れ
で
な
い
と
い
う
の

で
は
な
い
。
然
し
素
人
の
文
学
的
表
現
の
好
み
ほ
ど
危
険
な
も
の
は
な
い
。
そ
う
い
う
好
み
の
う
ち
に
は
自
己
に

こ
び
、
あ
ま
え
、
も
し
く
は
自
己
を
ひ
け
ら
か
す
こ
こ
ろ
が
と
か
く
ひ
そ
ん
で
お
り
、
或
い
は
容
易
に
忍
び
こ
む

も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
詩
的
精
神
で
な
く
、
散
文
的
精
神
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
詩

に
リ
ア
リ
ズ
ム
が
な
い
と
い
う
の
で
な
い
。
然
し
詩
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
と
き
、
装
飾
的
に
な
っ
た
り
、
セ
ン
チ

メ
ン
タ
リ
ズ
ム
に
陥
っ
た
り
し
易
い
も
の
だ
。



六
一

日
記
と
自
叙
伝

か
く
て
日
記
に
つ
い
て
い
え
ば
、
淡
々
と
し
て
た
だ
事
件
を
叙
し
た
の
に
案
外
面
白
い
も
の
が
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
日
記
の
本
来
の
面
白
さ
は
事
件
そ
の
も
の
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
日
常
茶
飯
事
を
述
べ
て
筆
者
の
主
観
な
ど

と
て
も
現
れ
そ
う
に
な
い
と
こ
ろ
に
そ
の
主
観
が
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
上
乗

の
日
記
は
事
件
の
叙
述
よ
り
も
心
理
の
描
写
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
心
理
を
十
分
に
描
い
て
完
全

な
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
ま
っ
た
く
容
易
の
こ
と
で
は
な
い
。
ど
う
し
て
も
あ
ま
く
な
り
た
が
る
。
或
い
は

教
訓
的
、
道
学
者
的
と
な
り
易
い
。
教
訓
的
な
実
用
的
歴
史
は
心
理
主
義
的
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
道
学
者
と
い
う
も
の
は
ま
る
で
あ
ま
い
物
の
見
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
日
記
は
簡
潔
な
の
が
ふ

つ
う
面
白
い
。
自
分
を
多
く
語
っ
て
真
実
で
あ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
文
豪
と
い
え
ど
も
日
記
で

は
筆
を
惜
む
の
が
つ
ね
だ
。

断
片
性
は
日
記
の
最
も
根
本
的
な
性
格
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
多
く
の
日
記
が
つ
れ
づ
れ
に
、
き
れ
ぎ
れ
に
書

か
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
日
記
そ
の
も
の
の
最
も
内
的
な
本
質
を
現
す
の
で
あ
る
。
即

ち
日
記
の
断
片
性
は
根
本
的
に
「
生
の
断
片
性
」
に
も
と
づ
く
の
で
あ
る
。
生
の
最
も
内
的
な
規
定
は
断
片
性
で

あ
る
。
こ
こ
に
生
と
い
う
の
は
特
に
内
的
生
も
し
く
は
「
内
的
人
間
」
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
き
に
心
理
と
い
っ
た

も
の
は
純
粋
に
心
理
的
な
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
も
っ
と
感
性
的
と
も
い
わ
る
べ
き
内
的
人
間
の
意
味
に
解
さ
れ



六
二

ね
ば
な
ら
ぬ
。
外
的
人
間
や
生
活
は
ど
れ
ほ
ど
断
片
的
に
見
え
て
も
そ
の
じ
つ
連
続
的
で
あ
る
に
反
し
て
、
内
的

人
間
や
生
活
は
深
く
理
解
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
断
片
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
、
そ
の
面
白
さ

が
主
と
し
て
、
そ
の
「
人
間
」
の
面
白
さ
に
か
か
り
、
そ
の
上
乗
な
る
も
の
は
内
的
生
活
の
描
写
に
あ
る
と
い
わ

れ
る
日
記
の
根
本
的
性
格
が
断
片
性
で
あ
る
所
以
で
あ
る
。
生
の
断
片
性
を
最
も
明
ら
か
に
現
さ
せ
る
も
の
は
、

そ
れ
自
身
生
の
根
本
的
規
定
に
属
す
る
と
こ
ろ
の
死
の
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
す
ぐ
れ
た
日
記
の
多
く
は
死
の
立

場
か
ら
書
か
れ
た
生
の
記
録
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ア
ミ
エ
ル
の
日
記
は
最
上
の
日
記
の
ひ
と
つ
と
認
め
ら
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
で
ト
ル
ス
ト
イ
は
彼
の
愛
読
し
た
こ
の
日
記
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
、
彼
は
、「
我
々
が
凡
て
死
を

宣
告
さ
れ
て
、
た
だ
そ
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、

こ
の
書
が
非
常
に
真
摯
で
、
厳
粛
で
、
有
益
な
る
所
以
で
あ
る
。」

よ
き
自
叙
伝
は
よ
き
日
記
よ
り
も
稀
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
『
詩
と
真
実
』
は
最
上
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
が
、有
名
な
ル
ソ
ー
の
懺
悔
録
で
さ
え
甚
だ
す
ぐ
れ
た
自
叙
伝
に
数
え
ら
れ
得
る
か
は
す
で
に
疑
問
で
あ
る
。

こ
れ
ひ
と
つ
に
は
、
自
叙
伝
は
他
人
に
読
ま
れ
る
こ
と
を
予
想
し
て
書
か
れ
、
そ
し
て
他
人
の
前
で
自
己
を
正
直

に
告
白
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
の
に
よ
る
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
日
記
は
少
な
く
と
も
そ
の
本
性
上
は
他
人
に
読

ま
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
な
い
。
尤
も
日
記
が
全
然
他
人
の
存
在
を
予
想
せ
ず
し
て
書
か
れ
る
と
考
え
る
の
は
間



六
三

日
記
と
自
叙
伝

違
い
だ
。
人
間
の
社
会
性
は
は
る
か
に
深
く
根
差
し
て
お
り
、
人
間
は
最
も
内
密
な
行
為
に
お
い
て
も
社
会
的
に

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
自
叙
伝
に
お
い
て
専
ら
自
己
に
つ
い
て
の
み
語
ろ
う
と
し
た
も
の
は
た

い
て
い
失
敗
し
て
お
り
、
む
し
ろ
自
己
の
環
境
に
つ
い
て
、
環
境
と
自
己
と
の
交
互
作
用
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と

し
た
の
が
成
功
し
て
い
る
。

こ
れ
は
日
記
と
自
叙
伝
と
の
種
類
の
区
別
を
暗
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
両
者
は
よ
く
一
緒
に
語
ら

れ
る
け
れ
ど
も
、
実
は
そ
の
性
質
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
記
が
抒
情
詩
と
同
じ
線
に
あ
っ
て
反
対
の
方
向

に
あ
る
い
わ
ゆ
る
自
照
の
文
学
に
属
す
る
と
す
れ
ば
、
自
叙
伝
は
叙
事
詩
と
同
じ
線
の
上
に
あ
る
歴
史
文
学
に
属

し
て
い
る
。
一
方
を
主
観
的
性
質
の
文
学
と
い
う
な
ら
ば
、
他
方
は
客
観
的
性
質
の
文
学
と
い
わ
れ
よ
う
。
日
記

の
性
質
が
断
片
的
で
あ
れ
ば
、
自
叙
伝
の
性
質
は
構
成
的
で
あ
る
。

構
成
的
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
自
叙
伝
の
困
難
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
構
成
的
手
法
ま
た
は

技
巧
は
た
い
て
い
の
場
合
自
己
の
思
想
や
感
情
の
ま
と
も
な
表
現
を
害
う
も
の
で
あ
る
か
ら
。
歴
史
的
で
あ
り
、

従
っ
て
す
ぐ
れ
た
「
歴
史
的
意
識
」
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
共
に
、
そ
れ
が
ほ
か
な
ら
ぬ
「
自
己
」
の
歴
史
で

あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
、
自
叙
伝
の
困
難
が
あ
る
。
そ
れ
で
イ
ギ
リ
ス
史
に
つ
い
て
の
大
作
を
な
し
た
ヒ
ュ
ー
ム
も

自
伝
に
つ
い
て
は
最
も
簡
単
に
記
す
道
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。



六
四

も
っ
と
も
伝
記
、
そ
し
て
自
叙
伝
と
い
う
語
は
も
っ
と
広
い
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
で
き
る
。
か
く
て
例

え
ば
い
う
、
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
ア
ポ
ロ
ギ
ア
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
伝
記
は
あ
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

ま
た
い
う
、
彼
の
懺
悔
録
よ
り
ほ
か
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
如
何
な
る
伝
記
も
本
質
的
に
存
し
得
な
い
。
ま
た

い
う
、
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
日
記
は
彼
に
つ
い
て
存
し
得
る
唯
一
の
伝
記
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
日
記
と
自

叙
伝
と
は
一
つ
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
或
る
意
味
で
た
し
か
に
正
し
い
、
且
つ
深
い
見
方
を
含

ん
で
い
る
。
だ
が
そ
の
意
味
を
哲
学
的
に
解
明
す
る
た
め
の
余
白
を
私
は
も
う
も
っ
て
い
な
い
。

最
後
に
た
だ
ひ
と
こ
と
。
日
記
や
自
叙
伝
に
対
す
る
興
味
が
他
人
の
私
事
の
秘
密
を
の
ぞ
こ
う
と
い
う
卑
し
い

心
、
成
功
主
義
的
ま
た
は
英
雄
主
義
的
の
安
価
な
感
激
を
求
む
る
心
に
も
と
づ
か
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
が
心
理

的
主
観
的
な
も
の
に
対
す
る
偏
愛
、
客
観
的
現
実
と
社
会
的
実
践
か
ら
の
逃
避
、
主
観
主
義
的
、
個
人
主
義
的
な

道
学
者
的
趣
味
、
等
々
の
も
の
に
し
ら
ず
し
ら
ず
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
の
多
い
の
を
指
摘
し
て
お
く
こ
と
が
必

要
で
あ
ろ
う
。
日
記
や
自
叙
伝
に
対
す
る
興
味
は
「
文
化
人
」
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
す
で
に
或

る
危
険
が
含
ま
れ
て
い
る
。

【1932.11

】



六
五

評
論
と
機
智
に
つ
い
て

評
論
と
機
智
に
つ
い
て

一
　
新
聞
を
読
む
動
物

明
治
の
偉
大
な
啓
蒙
主
義
者
福
沢
諭
吉
の
有
名
な
『
学
問
の
す
ゝ
め
』
の
中
に
は
「
演
説
の
法
を
勧
め
る
の
説
」

と
い
う
一
篇
が
あ
る
。
ま
た
福
沢
全
集
緒
言
の
う
ち
に
は
会
議
弁
、
明
治
七
年
六
月
七
日
集
会
の
演
説
な
ど
と
い

う
題
目
に
つ
い
て
解
説
が
書
か
れ
て
い
る
。「
世
の
中
に
演
説
な
ど
は
百
千
年
来
の
慣
習
な
ら
ん
と
思
う
人
も
あ

る
べ
き
な
れ
ど
も
そ
の
演
説
は
廿
何
年
前
の
奇
法
に
し
て
当
時
こ
れ
を
実
行
せ
ん
と
し
て
様
々
に
工
夫
し
た
る

吾
々
の
苦
労
は
自
か
ら
容
易
な
ら
ず
。」
と
福
沢
氏
は
そ
の
当
時
を
回
顧
し
つ
つ
い
っ
て
い
る
。
い
ま
福
沢
氏
の

こ
れ
ら
の
文
章
を
読
ん
で
み
る
と
、
演
説
と
い
う
当
時
全
く
新
し
か
っ
た
言
葉
の
形
式
が
、
如
何
に
新
し
い
社
会

的
政
治
的
変
化
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
、如
何
に
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
相
応
し
て
発
達
し
た
か
と
い
う
こ
と
が
、

誰
に
も
容
易
に
理
解
出
来
る
の
で
あ
る
。

言
葉
は
、
話
さ
れ
る
言
葉
も
書
か
れ
る
言
葉
も
、
人
間
自
身
と
同
じ
よ
う
に
生
き
物
だ
。
言
葉
は
社
会
と
同
じ

く
絶
え
ず
発
展
し
つ
つ
あ
る
。
た
だ
に
新
し
い
単
語
が
作
ら
れ
、
移
入
さ
れ
る
と
い
う
の
み
で
な
い
、
旧
来
の
言



六
六

葉
は
い
つ
の
ま
に
か
新
し
い
意
味
に
転
化
し
、
ま
た
新
し
い
語
法
、
文
体
な
ど
が
時
と
共
に
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
。

そ
し
て
こ
う
い
う
生
き
た
言
葉
は
つ
ね
に
社
会
的
政
治
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日

の
文
法
学
者
は
普
通
こ
の
よ
う
な
生
き
た
言
葉
を
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
研
究
し
な
い
。
修
辞
学
は
作
文
の
教
室

に
押
し
込
め
ら
れ
、
形
式
的
美
的
な
見
地
か
ら
言
葉
を
配
列
し
整
理
す
る
方
法
と
な
っ
て
い
る
。

元
来
レ
ト
リ
ッ
ク
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
発
達
し
た
学
問
で
あ
り
、
そ
の
発
達
が
当
時
、
特
に
い
わ
ゆ
る
ギ
リ

シ
ア
啓
蒙
時
代
の
社
会
的
政
治
的
状
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
場
合
レ
ト

リ
ッ
ク
は
過
去
の
書
か
れ
た
文
章
を
研
究
し
た
の
で
な
く
、
主
と
し
て
現
在
の
話
さ
れ
る
言
葉
を
対
象
と
し
た
。

そ
れ
は
言
葉
を
も
と
も
と
生
き
た
社
会
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
、
従
っ
て
言
葉
を
話
し
手
及
び
聞
き
手
の
現
実
的

な
心
理
、
社
会
的
位
置
、
な
ら
び
に
そ
れ
が
話
さ
れ
る
具
体
的
な
状
況
な
ど
と
の
生
け
る
聯
関
に
お
い
て
研
究
し

た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
レ
ト
リ
ッ
ク
は
元
来
雄
弁
術
な
ど
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
で
な
く
、
現
実
的
な
人

間
学
を
基
礎
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
社
会
的
存
在
と
し
て
の
言
葉
の
研
究
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

我
々
は
今
日
新
た
な
る
啓
蒙
時
代
を
経
過
し
つ
つ
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
。
こ
の
と
き
言
葉
の
社
会
的
、
政
治

的
性
格
の
研
究
と
し
て
の
新
た
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
の
研
究
が
必
要
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
研
究
は

も
ち
ろ
ん
古
い
レ
ト
リ
ッ
ク
が
主
と
し
て
実
用
的
目
的
の
も
の
で
あ
っ
た
に
反
し
、
十
分
科
学
的
で
な
け
れ
ば
な



六
七

評
論
と
機
智
に
つ
い
て

ら
な
い
。
新
た
な
レ
ト
リ
ッ
ク
は
ま
た
、
古
い
レ
ト
リ
ッ
ク
が
主
と
し
て
話
さ
れ
る
言
葉
を
取
扱
っ
た
の
と
異
な

り
、
同
時
に
書
か
れ
る
言
葉
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
代
に
お
い
て
、
印
刷
術
の
普
及
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
な
ど
の
た
め
に
、
書
か
れ
る
言
葉
は
極
め
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
に
至
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
実
に
今
日
「
人
間
と
は
新
聞
を
読
む
動
物
で
あ
る
。」
と
定
義
さ
れ
得
る
ほ
ど
で
あ
る
。

二
　
新
た
な
る
啓
蒙
時
代

評
論
は
現
代
の
文
章
の
主
要
な
形
態
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
文
章
が
評
論
的
で
あ
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
く
、
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
文
章
で
す
ら
が
近
時
次
第
に
評
論
的
性
格
を
帯
び
て
来
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

評
論
は
啓
蒙
時
代
に
お
い
て
支
配
的
な
文
章
の
形
態
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
啓
蒙
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
従
来
の
文

化
が
低
い
社
会
層
に
ま
で
普
及
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
社
会
の
転
形
期
に
際
し
、
新
し
い

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
従
来
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
し
て
対
立
的
に
、
批
判
的
に
、
生
産
さ
れ
、
主
張
さ
れ
、
伝
播
さ

れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
近
時
評
論
に
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
評
論
は
も
と
よ
り
、
従
来
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
こ

ろ
の
評
論
に
ま
で
軽
い
ウ
ィ
ッ
ト
或
い
は
皮
肉
を
含
ん
だ
論
風
が
入
り
込
ん
で
来
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
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何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

ウ
ィ
ッ
ト
或
い
は
皮
肉
は
啓
蒙
時
代
の
文
章
と
必
然
的
な
関
聯
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
時
代
に

は
二
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
対
立
し
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
り
、
両
者
は
全
然
性
質
を
異
に
し
、
そ
の
間
に
は
共

通
の
前
提
、
共
通
の
地
盤
が
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
然
る
に
共
通
の
前
提
、
共
通
の
地
盤
の
欠
け
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、
ひ
と
は
純
粋
に
理
論
的
に
、
ど
こ
ま
で
も
論
理
を
辿
っ
て
相
争
う
こ
と
が
出
来
ぬ
、
議
論
を
し
て
み

て
も
埒
が
あ
か
な
い
。
そ
こ
で
我
々
は
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
で
片
附
け
た
く
な
る
。
と
て
も
度
し
難
い
な
、
と
い
う

気
持
が
つ
い
ウ
ィ
ッ
ト
と
な
り
、
皮
肉
と
な
っ
て
現
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
お
け
る
対
立
が
、
単
に
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
の
内
部
に
と
ど
ま
る
も
の
で
な
く
、
社
会
的
現
実
的
な
対
立
に
根
差
す
と
考
え
る
者
に
と
っ
て
は
、
こ
う
な

る
の
は
当
然
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。

或
い
は
ま
た
こ
う
い
う
時
代
に
は
新
し
い
批
判
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
弾
圧
さ
れ
、禁
止
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。

ひ
と
は
そ
れ
を
も
っ
て
公
然
と
論
評
す
る
自
由
を
有
し
な
い
。
禁
圧
さ
れ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
そ
の
理
論
的
批
判

を
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
に
よ
っ
て
代
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
く
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
か
の
啓
蒙
時
代
に
あ

っ
て
教
会
や
宗
教
に
対
す
る
批
判
が
多
く
の
場
合
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
っ
た
。
こ
れ
は
王
侯
や
貴
族
の
生
活
を

動
物
の
お
伽
噺
に
寓
し
て
諷
刺
し
た
の
と
類
を
同
じ
く
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
、
十
七
八
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
啓
蒙
時
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評
論
と
機
智
に
つ
い
て

代
は
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
、
な
い
し
諷
刺
の
模
範
的
な
評
論
文
学
の
生
産
さ
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
我
々
は
再
び
そ

う
い
う
時
代
に
際
会
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
少
な
く
と
も
或
る
重
大
な
制
限
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
周
知
の
如
く
、
か
の
啓
蒙
時
代
を
特
色
付

け
た
の
は
主
知
主
義
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
ウ
ィ
ッ
ト
ま
た
は
皮
肉
は
元
来
知
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
は

か
の
時
代
の
主
知
主
義
的
思
想
と
一
致
し
た
言
葉
の
形
態
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
長
谷
川
如
是
閑
氏
が
以
前『
吾
等
』

に
書
か
れ
『
歴
史
を
捻
る
』
と
い
う
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
諸
文
章
は
、
ウ
ィ
ッ
ト
、
皮
肉
、
諷
刺
に
お
い
て

す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
長
谷
川
氏
は
め
ず
ら
し
く
知
的
な
人
で
あ
り
、
ま
さ
に
こ
の
人
に
し
て
こ
の
文
章
が
書

け
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
実
に
面
白
い
。
し
か
し
ひ
と
は
そ
れ
が
何
と
な
く
我
々
の
時
代
の
も
の
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
を
今
日
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想
の
多
く
は
反
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
的
の
も
の
で

さ
え
あ
る
。
然
る
に
そ
れ
が
何
と
な
く
古
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
の
時
代
は
、
ひ
と
つ
の

啓
蒙
時
代
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
主
知
主
義
的
で
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
で
ま
た
ウ
ィ
ッ
ト
、

皮
肉
、
諷
刺
等
々
の
も
の
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
啓
蒙
時
代
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
我
々
の
時
代
の
言
葉
の
優
越
な
形

式
で
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
言
葉
の
形
式
は
今
日
、
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
発
展
を
何
等
か
の
程

度
で
妨
害
す
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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三
　
評
論
家
の
任
務

今
日
ウ
ィ
ッ
ト
或
い
は
皮
肉
は
悪
用
さ
れ
つ
つ
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
飽
く
ま
で
理
論
的
に
、
論
理
を
辿
っ
て

議
論
す
る
余
地
が
十
分
あ
る
場
合
に
、
恰
も
そ
こ
に
は
議
論
す
る
た
め
の
共
通
の
前
提
、
共
通
の
地
盤
が
欠
け
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
べ
く
、ひ
と
は
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
を
持
ち
出
す
。
然
し
理
論
の
発
展
の
た
め
に
は
、

一
見
こ
の
よ
う
な
前
提
及
び
地
盤
の
欠
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
場
合
に
も
、
な
お
こ
れ
が
実
際
に
存
し
な
い
か

否
か
を
反
省
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
場
合
に
も
か
か
る
前
提
と
地

盤
と
は
究
極
に
お
い
て
欠
け
て
い
な
い
は
ず
で
あ
る
。
即
ち
現
実
の
事
実
は
い
つ
で
も
か
か
る
前
提
と
地
盤
と
で

あ
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
あ
る
べ
き
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
を
も
っ
て
の
ぞ
む
と
い

う
こ
と
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
理
論
が
も
は
や
現
実
と
の
生
け
る
接
触
を
も
た
ず
、
却
っ
て
一
の
ド
グ
マ
と
し
て

固
定
化
し
て
存
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
場
合
が
少
な
く
は
な
い
。

実
際
、
今
日
ウ
ィ
ッ
ト
、
皮
肉
を
含
ん
だ
論
風
が
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
理
論
家
た
ち
の
理
論
が
そ
れ
ぞ

れ
硬
結
し
て
来
た
と
い
う
こ
と
の
徴
候
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
お
互
い
に
も
う
同
じ
よ
う
な
理
論
を
繰
り
返
す

こ
と
に
飽
き
た
。
読
者
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
等
は
原
理
的
な
も
の
の
代
り
に
特
性
的
な
も
の
を
求
め
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評
論
と
機
智
に
つ
い
て

る
。
こ
う
い
う
場
合
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
は
最
も
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
発
生
す
る
と

き
、
今
度
は
そ
れ
を
利
用
し
て
、
ひ
と
は
自
己
の
無
理
論
を
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
に
よ
っ
て
公
然
と
償
う
こ
と
が
出

来
る
よ
う
に
な
る
。
最
近
、
直
木
三
十
五
氏
の
期
限
付
フ
ァ
シ
ズ
ム
宣
言
が
一
部
の
読
者
の
喝
采
を
博
し
た
が
如

き
は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
も
ち
ろ
ん
理
論
の
薬
味
と
し
て
の
皮
肉
を
却
け
な
い
。
心
の
ほ
が
ら
か
さ
の
現
れ
と
し
て
の
ウ
ィ
ッ
ト

を
好
み
、
溢
る
る
情
熱
の
ほ
ど
ば
し
り
と
し
て
の
皮
肉
や
ウ
ィ
ッ
ト
を
愛
す
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
ら
は
特
性
的
な

も
の
と
結
び
付
き
、
原
理
的
な
も
の
は
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
表
さ
れ
得
な
い
。
ウ
ィ
ッ
ト
は
智
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
智
的
は
ニ
ヒ
リ
ス
チ
ッ
ク
と
な
り
易
い
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
は
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
に
充
ち
た
論
風

が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
心
の
う
ち
に
巣
く
い
た
が
る
智
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
に
遂
に
は
通
ず
る
こ
と
に
な
り
は
し
な

い
か
を
懸
念
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ッ
ト
は
元
来
智
的
な
も
の
と
し
て
非
実
践
的
な
性
格
を
も
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
実
践
か
ら
い
つ
で
も
何
等
か
の
距
離
を
保
っ
て
い
よ
う
と
す
る
心
の
現
れ
で
さ
え
あ
る
。
そ
れ
は

あ
ら
ゆ
る
熱
情
的
な
こ
と
、
本
能
的
な
も
の
を
軽
蔑
す
る
こ
と
を
好
む
。
然
る
に
本
来
の
理
論
は
つ
ね
に
実
践
か

ら
学
び
、
情
熱
が
意
欲
し
、
本
能
が
直
覚
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
絶
え
ず
自
己
の
う
ち
に
正
し
く
止
揚
す
る
と
い

う
こ
と
を
こ
そ
心
掛
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
今
日
ウ
ィ
ッ
ト
や
皮
肉
を
含
む
論
風
が
行
わ
れ
る
に
至
っ
た
主
な
る
理
由
の
ひ
と
つ
は
、
理

論
が
次
第
に
硬
結
し
、
固
定
化
し
、
従
っ
て
ま
た
ド
グ
マ
化
さ
れ
て
来
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
新

奇
な
も
の
を
移
入
し
、
流
行
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
、
弁
証
法
的
な
発
展
の
過
程
の
上
に
原
理
的
に
立
っ

て
、
こ
の
状
態
を
救
う
と
い
う
こ
と
が
理
論
家
の
任
務
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【1932.4

、
各
項
の
標
題
は
新
聞
掲
載
時
の
も
の
全
集
で
は
省
か
れ
て
い
る
】
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現
象
学
と
文
学

現
象
学
と
文
学

現
象
学
は
現
代
の
哲
学
の
う
ち
最
も
有
力
な
も
の
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
わ
が
国
の
哲
学
者
の
間
で
も
広
く
研
究

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
現
象
学
と
文
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
何
か
話
す
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
の
で
、
若
干
の
感

想
を
述
べ
て
み
よ
う
。
今
日
、
現
象
学
と
云
え
ば
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
一
学
派
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
も

し
現
象
学
的
と
も
云
っ
て
よ
い
文
学
が
あ
る
か
と
尋
ね
ら
れ
る
な
ら
ば
、
我
々
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
文
学

の
或
る
も
の
、
特
に
所
謂
新
心
理
主
義
の
文
学
を
挙
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
或
る
人
は
ド
イ
ツ
の
新
即
物
主

義
の
文
学
と
現
象
学
と
の
間
に
連
繋
が
あ
る
よ
う
に
云
っ
て
い
た
と
思
う
が
、
私
に
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の

文
学
の
或
る
も
の
の
方
が
ず
っ
と
純
粋
に
現
象
学
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。そ
う
い
う
文
学
は
、

実
際
、
心
理
主
義
的
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ
現
象
学
的
と
呼
ば
れ
て
よ
い
か
の
如
く
感
じ
ら
れ
る
。
現
象
学
的
哲
学

と
云
っ
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
な
ど
、
そ
の
派
に
数
え
ら
れ
る
人
の
間
に
お
い
て

い
ろ
い
ろ
な
相
違
が
あ
り
、
ま
た
最
近
の
哲
学
の
多
く
は
何
等
か
の
意
味
で
現
象
学
的
傾
向
を
含
ん
で
い
る
と
さ

え
云
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
現
象
学
的
な
文
学
と
云
う
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
作
家
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
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る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
ジ
ョ
イ
ス
、
プ
ル
ー
ス
ト
、
或
は
ヴ
ァ
レ
リ
、
或
は
ま
た
ジ
ー
ド
、
更
に
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
で
す
ら
が
、
そ
う
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
私
の
狭
い
見
聞
の
範
囲
で
は
こ
れ
ら
の
作
家

の
作
品
を
現
象
学
的
と
呼
ん
だ
人
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
敢
え
て
そ
う
云
っ
て
も
差
支
な
い
よ
う
に
感
じ

る
。
そ
う
し
て
み
れ
ば
、今
日
わ
が
国
の
文
壇
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
作
家
が
或
る
意
味
で
流
行
し
て
い
る
こ
と
と
、

日
本
の
哲
学
界
で
現
象
学
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
と
が
、
そ
れ
ほ
ど
無
関
係
な
こ
と
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
分
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
み
て
も
、
い
つ
も
云
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
文
学
と
哲
学
と
が
我
々
の
間
で
も
相
互
の
理
解
に

も
っ
と
努
力
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

尤
も
現
象
学
の
場
合
で
は
外
国
に
お
い
て
も
哲
学
と
文
学
と
の
間
に
意
識
的
な
影
響
ま
た
は
相
互
作
用
が
あ
っ

た
わ
け
で
な
い
。
現
象
学
は
ド
イ
ツ
の
哲
学
で
あ
り
、
現
象
学
的
と
云
っ
て
よ
い
よ
う
な
文
学
は
イ
ギ
リ
ス
、
殊

に
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
に
多
い
。
こ
れ
は
一
見
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
。
然
し
考
え
て
み
る
と
、
現
象
学
は
新
カ
ン
ト

主
義
の
哲
学
な
ど
に
比
し
て
純
粋
に
ド
イ
ツ
的
な
起
源
の
も
の
で
な
い
。
先
ず
典
型
的
な
ド
イ
ツ
哲
学
の
多
く
が

主
と
し
て
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
で
あ
る
に
対
し
、
現
象
学
は
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
な
ど
の
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ

の
宗
教
的
背
景
は
寧
ろ
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
久
し
く
活
動
し
て
い
る
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
は
ド
イ
ツ

に
お
い
て
も
カ
ト
リ
ッ
ク
の
盛
ん
な
所
だ
。
そ
こ
で
伝
統
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
的
な
フ
ラ
ン
ス
は
現
象
学
に
と
っ
て
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現
象
学
と
文
学

似
合
い
の
土
地
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
の
哲
学
的
傾
向
か
ら
云
っ
て
も
、
現
象
学
は
フ
ラ
ン
ス
的
乃

至
イ
ギ
リ
ス
的
傾
向
が
強
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
非
常
に
尊
敬
し
、
最
も
深
く
研
究
し
た
哲
学
者
は
誰
よ
り
も
デ
カ

ル
ト
で
あ
っ
た
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
は
今
日
に
至
る
ま
で
フ
ラ
ン
ス
の
、
哲
学
は
固
よ
り
、
文
学
思
想
に
対
し
て
も

実
に
量
り
難
い
ほ
ど
広
く
且
つ
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
或
い
は
現
象
学
者
に
よ
っ
て
最
も
重
ん

ぜ
ら
れ
る
哲
学
者
の
一
人
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
あ
る
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
影
響
も
ま

た
甚
だ
大
な
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
を
通
じ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
の
中
で
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
現
象
学
者
に
よ
っ
て
特
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
ヒ
ュ

ー
ム
の
心
理
学
的
傾
向
は
イ
ギ
リ
ス
思
想
の
重
要
な
特
色
と
し
て
引
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
み
れ

ば
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
一
学
派
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
現
象
学
が
、
伝
統
的
も
し
く
は
自
然
的
傾
向
と
し
て
は
却
っ

て
イ
ギ
リ
ス
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

今
日
フ
ッ
サ
ー
ル
よ
り
も
人
気
が
あ
る
と
云
わ
れ
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
、
同
じ
く
現
象
学
と
呼
ば
れ
る

に
し
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
の
と
は
著
し
く
色
彩
を
異
に
す
る
。
然
し
そ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学

に
し
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
的
伝
統
と
決
し
て
無
縁
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
特
色
あ
る
思
想
的

傾
向
に
類
似
し
て
い
る
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
象
学
乃
至
存
在
論
は
人
間
学
と
同
じ
で
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な
い
と
説
く
が
、
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
の
現
象
学
が
人
間
学
的
で
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
シ

ェ
ー
ラ
ー
は
哲
学
的
人
間
学
の
建
設
の
た
め
に
長
い
間
努
力
し
た
。
と
こ
ろ
で
人
間
学
と
云
わ
れ
る
も
の
は
、
実

に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
こ
そ
最
も
独
特
な
発
達
を
遂
げ
て
来
た
の
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
や
パ
ス
カ
ル
を
初

め
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
い
わ
ゆ
る
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
仕
事
が
そ
う
で
あ
る
。
モ
ラ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は
も
ち
ろ
ん

人
道
学
者
の
こ
と
で
な
く
、
ま
た
単
な
る
心
理
学
者
の
こ
と
で
も
な
く
、
寧
ろ
そ
の
本
質
に
お
い
て
今
日
い
う
人

間
学
の
研
究
者
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
も
し
我
々
が
人
間
学
を
研
究
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
モ
ラ

リ
ス
ト
た
ち
の
著
作
は
我
々
に
と
っ
て
最
も
貴
重
な
文
献
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
学
の
課
題
は
フ
ラ
ン
ス
人

の
い
わ
ゆ
る
モ
ラ
リ
テ
の
研
究
で
あ
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
少
な
く
と
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
で
は
そ
う
い
う

も
の
に
か
な
り
近
い
で
あ
ろ
う
。ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
著
し
く
影
響
さ
れ
た
の
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
で
あ
る
が
、我
々

は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
と
パ
ス
カ
ル
と
に
お
い
て
最
も
類
似
し
た
魂
を
発
見
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち

は
普
通
に
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
の
中
に
列
せ
ら
れ
、
彼
等
自
身
或
る
特
殊
な
意
味
で
の
文
学
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な

く
、
彼
等
が
文
学
に
与
え
て
来
た
影
響
に
は
ま
こ
と
に
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
モ
ラ
リ
テ
の
研
究
は
今
日
も
フ
ラ

ン
ス
の
思
想
及
び
文
学
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
近
く
は
ヴ
ァ
レ
リ
の
如
き
も
『
モ
ラ
リ
テ
』

と
い
う
書
物
を
出
し
て
い
る
。
か
よ
う
に
し
て
こ
の
場
合
に
も
ま
た
現
象
学
に
と
っ
て
の
伝
統
的
乃
至
自
然
的
な
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地
盤
が
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
最
初
に
挙
げ
て
お
い
た
一
人
の
ロ
シ

ヤ
人
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て
云
っ
て
お
け
ば
、ジ
ー
ド
な
ど
に
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
が
あ
る
よ
う
に
、

彼
の
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
に
対
す
る
影
響
は
甚
だ
大
き
く
、
然
る
に
彼
が
ま
た
今
日
の
有
力
な
神
学
の
一
派
た

る
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
的
神
学
の
人
々
に
よ
っ
て
関
心
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
派
に
属
す
る
ト
ゥ
ル
ナ
イ
ゼ
ン

の
勝
れ
た
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
論
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
、
そ
し
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
は
そ
う
い
う
弁
証
法
的

神
学
と
も
関
聯
が
あ
る
の
で
あ
る
。

上
に
述
べ
た
よ
う
な
関
係
に
注
意
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
地
盤
の
中
か
ら
最
近
に
生
れ
た
イ
ギ
リ
ス
、
特
に
フ
ラ

ン
ス
の
文
学
の
或
る
も
の
を
、
そ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
現
象
学
的
哲
学
に
対
し
て
意
識
的
な
、
自
覚
的
な
つ
な
が
り

を
も
っ
て
い
な
い
に
拘
ら
ず
、
私
が
現
象
学
的
と
考
え
て
も
よ
い
と
云
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ほ
ど
唐
突
で
な
い

こ
と
が
分
る
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
そ
こ
に
或
る
共
通
な
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
今
日
わ

が
国
の
哲
学
界
に
お
い
て
も
現
象
学
が
せ
っ
か
く
流
行
し
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
か
ら
、
日
本
の
哲
学
者
が
も
う

少
し
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
思
想
の
研
究
を
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
現
在
の
日
本

の
哲
学
が
ド
イ
ツ
的
な
、
あ
ま
り
に
ド
イ
ツ
的
な
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
と
こ
ろ
で
私
の
次
の
問
題
は
、
フ
ラ

ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
近
頃
の
文
学
と
ド
イ
ツ
の
現
象
学
と
の
間
に
無
意
識
的
な
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
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ば
、
文
学
と
現
象
学
と
の
間
に
何
か
特
別
の
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
か
、
そ
し
て
ど
う
い
う
の
が
現
象
学
的
で
あ

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
我
々
は
も
ち
ろ
ん
、
文
学
と
哲
学
と
が
ど
こ
ま
で
も
異
な
る
こ
と
を
念

頭
に
お
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
現
象
学
が
哲
学
的
方
法
と
し
て
確
立
さ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
の
学
者
の
功
績

で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
哲
学
に
お
い
て
は
特
に
方
法
の
問
題
が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
決
し
て
没
却
す
べ
き

で
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
美
学
も
芸
術
論
も
書
い
て
い
な
い
。
彼
は
も
と
数
学
者
で
あ
り
、
文
化
哲
学
と
い
う
よ
う
な
方

面
は
あ
ま
り
得
意
で
な
い
ら
し
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
立
場
か
ら
美
学
を
建
て
よ
う
と
し
て
い
る
人
に
は

モ
ー
リ
ッ
ツ
・
ガ
イ
ガ
ー
な
ど
の
如
き
人
が
あ
り
、
こ
の
人
の
入
門
的
書
物
は
わ
が
国
に
お
い
て
も
既
に
翻
訳
さ

れ
た
。
然
し
私
は
ガ
イ
ガ
ー
の
美
学
が
そ
れ
ほ
ど
特
色
の
あ
る
勝
れ
た
も
の
だ
と
は
思
わ
な
い
。
寧
ろ
ガ
イ
ガ
ー

が
自
分
の
現
象
学
的
美
学
の
立
場
か
ら
重
要
視
し
て
い
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
（
こ
れ
も
邦
訳
が
あ
る
）
や
ヒ
ル
デ
ブ

ラ
ン
ト
の
芸
術
論
の
方
が
遥
か
に
立
派
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
だ
美
学
や
芸
術
論
を
出
し
て
い

な
い
。
彼
に
比
較
的
近
い
立
場
に
あ
る
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
が
芸
術
に
関
し
て
書
い
て
お
り
、
そ
れ
も
邦
訳
が

出
版
さ
れ
た
。
然
し
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
美
学
乃
至
芸
術
論
に
つ
い
て
も
い
ず
れ
書
き
得
る
人
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
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か
ら
、
そ
れ
を
待
つ
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
も
と
と
し
て
そ
れ
と
文
学
と

の
関
係
を
簡
単
に
、
感
想
的
に
述
べ
て
み
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
今
日
わ
が
国
の
文
壇
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
よ

う
な
新
心
理
主
義
、
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
、
主
知
主
義
な
ど
い
う
問
題
を
考
え
る
に
は
、
寧
ろ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現

象
学
が
よ
り
便
利
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
如
く
、
現
象
学
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
物
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
物ザ
ッ
ヘは
我
々
の

自
然
的
態
度
に
お
い
て
物
と
い
わ
れ
る
も
の
、
即
ち
実レ

ア

リ

テ

ー

ト

在
す
る
も
の
の
こ
と
で
は
な
く
、
却
っ
て
「
純
粋
意
識
」

の
こ
と
で
あ
る
。
現
象
学
は
純
粋
意
識
の
学
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
然
し
現
象
学
は
自
分
を
心
理
学
か
ら
厳
密
に

区
別
し
、且
つ
心
理
主
義
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
極
端
に
嫌
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
う
も
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

最
近
の
文
学
は
新
心
理
主
義
と
云
わ
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
新
し
い
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
が
、
そ
の

リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
現
象
学
的
に
云
え
ば
、
レ
ア
リ
テ
ー
ト
の
立
場
（
文
学
上
の
自
然
主
義
が
こ
れ
に
あ
た
る
で
あ

ろ
う
）
で
な
く
、
却
っ
て
レ
ア
リ
テ
ー
ト
か
ら
区
別
さ
れ
る
ザ
ッ
ヘ
の
立
場
（
現
実
主
義
と
い
う
よ
り
も
事
象
主

義
）
で
あ
り
、
従
っ
て
心
理
主
義
的
と
い
う
よ
り
も
現
象
学
的
と
い
わ
れ
る
の
が
一
層
適
切
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
心
理
主
義
と
い
う
と
、普
通
に
は
何
か
リ
ア
リ
ズ
ム
の
反
対
の
も
の
が
考
え
ら
れ
易
い
。
現
象
学
で
い
う「
現

象
」
は
、
実
体
に
対
す
る
現
象
を
意
味
す
る
の
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
「
仮
象
」
の
こ
と
で
も
な
い
。
そ
れ
は
純
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粋
意
識
に
お
い
て
自
己
自
身
を
現
す
も
の
、
自
己
を
原オ
リ
ギ
ネ
ー
ル

本
的
に
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
意
識
の
流
」

の
文
学
は
、
現
象
学
と
同
じ
よ
う
に
、「
純
粋
な
内
在
」
の
立
場
に
立
つ
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
に
あ
っ
て
は
我
々
の
自
然
的
態
度
に
お
い
て
意
識
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
認
め
て
い
る

よ
う
な
事
物
を
現
象
学
的
還
元
と
い
わ
れ
る
方
法
を
通
じ
て
純
粋
意
識
に
還
元
す
る
。
純
粋
意
識
は
絶
対
的
領
域

で
あ
っ
て
、
凡
て
の
存
在
が
そ
れ
に
お
い
て
成
立
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
現
象
学
的
根
源
で

あ
る
。
芸
術
的
対
象
は
こ
れ
ま
で
カ
ン
ト
な
ど
を
初
め
と
し
て
「
仮
象
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
然
る
に
現
象
学
的

美
学
か
ら
云
え
ば
、
そ
れ
は
仮
象
で
な
く
て
「
現
象
」
で
あ
る
。
仮
象
と
い
う
思
想
は
実レ
ア
リ
テ
ー
ト

在
性
の
見
地
に
立
ち
、

そ
れ
故
に
純
粋
な
内
在
の
立
場
に
立
た
ず
、
現
象
の
下
へ
実
在
を
押
し
込
む
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
仮
象
と
云
わ
れ
た
り
、
想
像
の
世
界
と
云
わ
れ
た
り
し
て
い
た
芸
術
の
世
界
は
、
現
象
学
の
意
味
で
現
象

と
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
は
芸
術
家
と
い
う
も
の
は
現
象
学

的
哲
学
者
の
云
う
よ
う
な
現
象
学
的
還
元
に
類
す
る
こ
と
を
芸
術
家
自
身
の
特
殊
な
仕
方
で
行
っ
て
い
る
も
の
と

も
云
わ
れ
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
現
象
学
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
も
の
、
超
越
的
な
も
の
は
「
括
弧

に
入
れ
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
か
ら
、
自
由
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
そ
こ
で
は
知
覚
に
対
し
て
勝
れ
た
地
位
を
占
め
、
そ

し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
は
、
永
遠
な
真
理
の
認
識
が
栄
養
を
取
っ
て
来
る
源
で
あ
る
と
云
っ
て
い
る
の
も
興
味
あ
る
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こ
と
で
あ
ろ
う
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
は
純
粋
に
記
述
的
な
、
純
粋
意
識
の
領
域
を
純
粋
な
直
観
に
お
い
て
研
究
す

る
学
で
あ
る
。
理
論
的
構
成
を
排
し
て
、「
純
粋
に
記
述
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ま
た
現
象
学
の
ひ
と
つ
の

持
色
で
あ
る
。
現
象
学
に
あ
っ
て
は
「
あ
ら
ゆ
る
原オ
リ
ギ
ネ
ー
ル

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
原オ
リ
ギ
ネ
ー
ル

本
的
に
（
い
わ
ば
そ
の
体
現
的
な
現
ヴ
ィ
ル
ク
リ
ヒ
カ
イ
ト

実
性
に
お
い
て
）
現
れ
る
凡
て

の
も
の
を
、
そ
れ
が
現
れ
る
が
ま
ま
の
も
の
と
し
て
、
然
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
。
現
象
学
に
あ
っ
て
は
直
観
が
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ
る
。
然
し
な
が

ら
そ
れ
を
単
な
る
直
観
主
義
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
寧
ろ
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
よ
う
な
精
細
な
分
析
で
あ
る
。
意
識
の
流
に
お
い
て
与
え
ら

れ
る
も
の
を
煩
瑣
を
い
と
わ
ず
ど
こ
ま
で
も
正
確
に
、
詳
密
に
分
析
し
、
記
述
し
て
ゆ
こ
う
と
い
う
の
が
現
象
学

の
精
神
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
多
分
に
主
知
主
義
的
傾
向
を
含
ん
で
い
る
と
も
云
わ
れ
よ
う
。
こ
の
点
で
フ
ッ

サ
ー
ル
の
直
観
主
義
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
直
観
主
義
と
は
若
干
趣
を
異
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン

的
に
云
え
ば
、
反
省
さ
れ
た
流
動
は
既
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
流
動
或
い
は
反
省
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
た
流
動
で
あ

っ
て
、
流
動
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
。
流
動
そ
の
も
の
を
捉
え
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
反
省
す
る
こ
と
を
廃
し
、
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流
動
そ
の
も
の
の
中
に
躍
入
し
、
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
共
に
流
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
共
感
す
る
と
い
う
途
が
あ

る
の
み
で
あ
ろ
う
。
然
る
に
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
は
反
省
を
欠
く
こ
と
が
で
き
ぬ
ば
か
り
で
な
く
、

反
省
は
寧
ろ
そ
れ
の
根
本
的
方
法
で
あ
る
。
意
識
の
流
も
こ
れ
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
で
は
我
々
は
、如
何
に
し
て
我
々
の
意
識
の
流
を
反
省
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
、

「
把
レ
テ
ン
チ
オ
ン

持
」
と
い
う
こ
と
で
説
明
し
て
い
る
。
把
持
は
普
通
の
意
味
の
作
用
と
は
異
な
り
、
そ
れ
よ
り
は
更
に
根
本

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
特
殊
な
志
向
性
を
有
す
る
。
そ
れ
は
原
印
象
が
過
ぎ
去
っ
た
後
に
も
、
こ
れ
を
「
ち
ょ
う

ど
今
あ
り
し
」
も
の
と
し
て
保
留
し
、
な
お
掴
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
原
印
象
の
反
省
と
い
う
こ
と
は
か
よ
う

な
把
持
に
も
と
づ
い
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
把
持
意
識
が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
、
凡
て
の
印
象
は
次

か
ら
次
へ
過
ぎ
去
る
ま
ま
に
永
久
の
忘
却
の
淵
に
沈
ん
で
し
ま
う
ほ
か
な
く
、
我
々
は
こ
れ
を
後
か
ら
反
省
す
る

手
が
か
り
を
全
く
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
把
持
は
反
省
の
可
能
と
な
る
条
件
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
両

者
を
同
じ
も
の
と
見
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
原
印
象
を
単
に
把
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
こ
れ
を
対
象
と
し
て
振
り
返

っ
て
見
る
と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
意
味
し
は
し
な
い
。
把
持
は
こ
れ
を
対
象
と
せ
ず
し
て
し
か
も
意
識
す
る
の
で

あ
る
。
然
る
に
反
省
作
用
と
い
う
の
は
把
持
を
手
が
か
り
と
し
て
過
去
の
印
象
を
振
り
返
っ
て
み
る
作
用
で
あ
る

か
ら
、
反
省
は
把
持
の
充エ
ル
フ
ュ
ル
ン
グ

実
作
用
と
も
見
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
い
ま
、
こ
こ
か
ら
出
立
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
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現
象
学
と
文
学

時
間
論
に
立
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
に
か
く
彼
の
現
象
学
に
お
い
て
は
反
省
作
用
に
重
要
な
意
味
が
与
え
ら

れ
て
お
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
新
心
理
主
義
文
学
の
主
知
主
義
的
傾
向
と
い
う
も
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
な
ど

よ
り
も
フ
ッ
サ
ー
ル
に
一
層
近
い
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
し
て
も
、
彼
が
よ
く
云
わ
れ
る
よ
う

に
主
意
主
義
者
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
彼
に
は
そ
う
い
う
方
面
が
か
な
り
強
く
現
れ
て
い
る
。
フ

ッ
サ
ー
ル
は
把
持
意
識
が
反
省
作
用
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
か
の
プ
ル
ー
ス
ト
に
お
い
て
し
ば
し
ば
驚
歎

さ
れ
て
い
る
巨
大
な
記
憶
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
新
し
い
主
知
主
義
的
文
学
の
活
動
の
基
礎
で
あ
る
と
も
云
わ
れ

得
る
で
あ
ろ
う
。
彼
の
分
析
の
精
細
な
こ
と
も
現
象
学
が
他
か
ら
非
難
さ
れ
る
よ
う
な
ス
コ
ラ
的
煩
瑣
と
相
通
ず

る
も
の
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
、
特
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
時
間
論
が
最
も
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
、
新
心
理
主
義
の
文
学
は
、
プ
ル
ー
ス
ト
の
著
作
の
一
つ
が
そ
の
題
に
掲
げ
て
い
る
如

く
、
時
間
的
と
い
う
こ
と
を
特
色
と
す
る
と
云
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
或
い
は
そ
う
い
う
文
学
の
欠
点
は
あ
ま

り
に
時
間
的
で
あ
っ
て
、
空
間
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
と
も
云
わ
れ
得
る
か
も
知
れ
な
い
。
私
は
遺
憾
な

が
ら
も
は
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
問
題
に
這
入
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

さ
き
に
も
云
っ
た
よ
う
に
、
現
象
学
と
最
近
の
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
文
学
と
の
間
に
は
意
識
的
な
関
聯
が

あ
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
一
般
に
文
学
と
哲
学
と
は
ど
こ
ま
で
も
区
別
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
限
り
、
上
に
述
べ
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た
こ
と
も
単
な
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
以
上
に
出
で
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
私
は
そ
こ
に
何
か
或
る
関
係
が
あ
る
よ

う
に
思
う
。
そ
し
て
特
に
、最
近
の
文
学
の
一
傾
向
に
何
等
か
美
学
的
乃
至
哲
学
的
基
礎
を
与
え
よ
う
と
す
れ
ば
、

現
象
学
こ
そ
そ
れ
に
最
も
適
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
一
二
の
感
想
を
述
べ
て
、
哲
学
及
び
文
学
の

研
究
者
た
ち
に
よ
っ
て
も
う
少
し
深
く
こ
の
問
題
を
探
究
し
て
み
て
貰
い
た
い
と
考
え
る
次
第
で
あ
る
。【1932.11

】
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デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
て

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
て

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
問
題
は
、
今
日
新
た
に
考
え
直
さ
れ
て
よ
い
多
く
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に

思
う
。
い
っ
た
い
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
地
盤
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
そ
の
主
な
る
も
の
が
社
交
乃
至
交

際
社
会
で
あ
る
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
交
際
社
会
の
成
立
は
さ
ほ
ど
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を
イ

タ
リ
ヤ
で
は
十
五
世
紀
、
フ
ラ
ン
ス
そ
し
て
次
い
で
イ
ギ
リ
ス
で
は
十
六
も
し
く
は
十
七
世
紀
、
ド
イ
ツ
で
は

十
八
世
紀
の
以
前
に
溯
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
交
際
社
会
に
お
い
て
喜
ば
れ
る
の
は
磨
き
の
か
か
っ
た
談
話
で
あ

り
、
談
話
は
特
殊
な
ア
ー
ト
に
ま
で
発
達
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
こ
で
は
談
話
は
教
養
あ
る
談
話
で
あ
り
、
ま
た
談
話

が
教
養
の
重
要
な
源
泉
で
も
あ
っ
た
。
文
芸
上
の
、
学
問
上
の
、
政
治
上
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
か
よ
う

な
社
交
と
結
び
付
い
て
生
れ
た
。
そ
し
て
今
日
に
お
い
て
も
、
ひ
と
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の
多
く
が
社
交
家
で
あ

り
、
社
交
的
で
あ
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
社
交
的
と
い
う
こ
と
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
基
礎
で
あ
り
、

そ
れ
の
要
素
で
あ
る
。
然
る
に
社
交
的
と
社
会
的
と
は
同
じ
で
な
い
。
そ
こ
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
ひ
と

つ
の
問
題
が
あ
る
。
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デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
普
通
に
専
門
家
に
対
置
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
十
八
世
紀
の
フ
ラ
ン

ス
の
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ

ム
の
本
質
は
専
門
的
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
の
み
関
係
す
る
の
で
は
な
い
。
か
の
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス

ト
は
、
彼
等
が
な
お
当
時
の
交
際
社
会
の
風
習
を
も
っ
て
い
た
限
り
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
が
、
彼
等
が

唯
物
論
者
と
し
て
進
歩
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
し
て
闘
っ
た
限
り
、
も
は
や
単
な
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
は
な

か
っ
た
。
ひ
と
は
か
の
有
名
な
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
が
何
等
か
今
日
の
大
英
百
科
辞
書
や
ブ
ロ
ッ
ク
ハ
ウ
ス
の
百

科
辞
典
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
公
平
な
、
無
理
の
な
い
定
義
や
学
説
が

求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
博
識
で
は
な
く
、
批
判
が
そ
れ
の
内
容
で
あ
っ
た
、
そ
れ
は
過
去
の
精
神
、
信
仰
、

制
定
に
対
し
て
据
え
つ
け
ら
れ
た
抵
抗
し
難
い
大
機
械
で
あ
っ
た
。
理
性
の
進
歩
に
よ
っ
て
人
類
社
会
を
改
善
せ

ん
と
す
る
熱
烈
な
意
図
の
も
と
に
、
一
般
人
の
関
心
す
る
事
柄
に
つ
い
て
の
伝
統
的
な
知
識
を
破
壊
す
る
こ
と
が

そ
れ
の
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
真
理
と
し
て
通
用
し
て
来
た
も
の
は
悉
く
訂
正
さ
れ
、
新
た
に
作

り
直
さ
れ
る
。
百
科
辞
書
は
こ
の
場
合
ポ
レ
ミ
ッ
ク
【polem

ic

論
争
】
の
堆
積
で
あ
り
、
ま
た
様
々
な
題
目
に
つ

い
て
の
随
筆
集
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
は
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
を
「
大
商
店
」
と
名
付
け
、
そ

の
執
筆
者
た
ち
を
「
番
頭
さ
ん
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
ま
た
ひ
と
り
で
同
じ
よ
う
な
調
子
の
哲
学
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デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
て

辞
書
を
書
い
て
い
る
の
は
有
名
で
あ
る
。
百
科
辞
書
家
の
大
部
分
は
、
そ
の
頭
目
デ
ィ
ド
ゥ
ロ
を
初
め
と
し
て
、

当
時
の
急
進
的
乃
至
進
歩
的
思
想
家
で
あ
っ
た
。
議
会
に
お
い
て
彼
等
を
告
発
し
た
人
は
、
彼
等
は
「
唯
物
論
を

支
持
し
、
宗
教
を
破
壊
し
、
独
立
を
勧
説
し
、
且
つ
風
俗
の
堕
落
を
養
成
す
る
た
め
の
結
社
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。

か
の
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
は
当
時
の
急
進
的
乃
至
進
歩
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
大
集
成
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
今

日
歴
史
家
は
そ
れ
が
一
七
八
九
年
と
如
何
な
る
関
係
に
あ
り
、
一
般
に
如
何
な
る
文
化
史
的
意
義
を
担
っ
て
い
た

か
を
誰
も
知
っ
て
い
る
。

専
門
と
い
う
見
地
か
ら
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
を
考
え
る
普
通
の
見
方
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
影
響
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
的
見
地
が
却
っ
て
批
判
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
専
門
を
誇
り
と

す
る
ア
カ
デ
ミ
ー
が
、
今
日
で
は
寧
ろ
、
真
実
の
理
論
的
意
識
を
失
い
、
創
造
的
意
力
を
失
い
、
社
会
的
意
義
を

失
っ
て
、
教
養
あ
る
談
話
の
行
わ
れ
る
交
際
社
会
と
な
り
、
か
く
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
陥
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
専
門
的
の
名
の
も
と
に
過
去
の
顕
微
鏡
的
事
実
に
つ
い
て
の
博
識
を
楽
し
ん
で

い
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
が
嘲
笑
し
た
よ
う
な
ア
レ
キ
サ
ン
ド
リ
ア
主
義
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
ア
レ
キ
サ
ン
ド

リ
ア
主
義
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
は
遠
く
離
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

専
門
と
い
う
こ
と
は
現
在
に
お
い
て
職
業
上
の
分
業
と
い
う
意
味
を
多
分
に
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
自
分
の
専
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門
外
に
口
を
出
さ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
人
の
職
業
の
安
全
を
妨
害
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
人
の
活

動
が
自
分
の
専
門
の
領
分
の
中
へ
割
り
込
ん
で
来
る
と
き
、
特
に
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ

れ
を
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
だ
と
云
っ
て
排
斥
す
る
こ
と
に
は
、
純
粋
に
学
問
上
の
関
心
で
な
く
、
自
分
の
職
業
的

地
位
の
安
全
を
防
禦
し
よ
う
と
い
う
現
実
的
な
動
機
が
知
ら
ず
識
ら
ず
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
は

な
か
ろ
う
か
。
学
問
上
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
、
ひ
と
は
し
ば
し
ば
、
自
分
の
専
門
の
仕
事
の
意
味
を
そ
の
外
に
立

つ
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
よ
く
反
省
せ
ん
が
た
め
に
、
或
は
自
分
の
把
持
す
る
原
理
の
包
括
力
も
し
く
は
迫
撃
力
を

種
々
な
る
分
野
に
お
い
て
試
さ
ん
が
た
め
に
、
或
は
自
分
の
専
門
の
領
域
に
関
す
る
理
論
を
他
の
領
域
の
研
究
か

ら
し
て
暗
示
さ
れ
ん
が
た
め
に
、
自
分
の
専
門
以
外
に
出
て
行
く
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
彼
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
ろ
う
か
。
レ
ー
ニ
ン
は
ロ
シ
ヤ
革
命
の
鏡
と
し
て
の
ト
ル
ス
ト
イ

と
い
う
論
文
を
書
い
た
。
彼
は
ま
た
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
と
い
う
書
物
も
書
い
た
。
レ
ー
ニ
ン
は
も
ち
ろ
ん
文

芸
に
つ
い
て
、
哲
学
に
関
し
て
も
専
門
家
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
の
こ
れ
ら

の
仕
事
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
的
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
専
門
如
何
の
見
地
か
ら
デ
ィ
レ
ッ
タ

ン
テ
ィ
ズ
ム
の
本
質
問
題
に
近
づ
い
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
教
養
あ
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン

ト
は
、
例
え
ば
文
芸
に
つ
い
て
、
専
門
の
文
芸
家
、
創
作
家
乃
至
は
批
評
家
さ
え
よ
り
も
豊
富
な
専
門
的
知
識
を
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デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
て

も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

等
し
く
専
門
家
的
で
な
い
に
し
て
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
。
少

な
く
と
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
る
よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
そ
の
名
に
値
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な

い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
関
心
す
る
の
は
今
日
の
問
題
で
あ
る
。
然
る
に
現
在
が
現
在
と
し
て
関
心
さ
れ
る
の
は

未
来
が
関
心
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
関
心
す
る
の
は
寧
ろ
過
去
で
あ
る
。

彼
は
も
と
よ
り
そ
の
多
面
性
の
故
に
現
在
に
つ
い
て
も
或
る
興
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
が
、
然
し
彼
に
と
っ
て
は
現

在
も
ひ
と
つ
の
過
去
に
過
ぎ
な
い
。な
ぜ
な
ら
現
在
を
真
に
現
在
と
し
て
顕
に
す
る
も
の
は
未
来
の
見
地
で
あ
り
、

従
っ
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
必
然
的
に
未
来
へ
の
動
向
を
含
む
実
践
乃
至
創
作
の
立
場
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
は
反

対
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
で
は
な
い
。
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
何
よ
り
も
趣
味
の
人
で
あ
る
。
然
る
に

趣
味
は
好
ん
で
過
去
の
も
の
、
完
成
さ
れ
た
も
の
の
上
で
働
き
、
従
っ
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
お
の
ず
か
ら
、
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
そ
の
中
で
生
き
る
生
成
し
つ
つ
あ
る
現
在
の
渾
沌
た
る
喧
騒
か
ら
過
去
の
う
ち
へ
逃
避
す
る
。

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
が
モ
ダ
ン
で
あ
る
と
い
う
の
は
一
の
錯
覚
で
あ
る
。
か
く
て
ま
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は

主
と
し
て
過
去
の
批
評
に
終
始
す
る
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
想
像
さ
れ
る
よ
り
も
遥
か
に
容
易
に
結
び
付
く
。
ア
カ
デ

ミ
ー
が
そ
の
主
要
意
義
で
あ
る
べ
き
理
論
的
意
識
、
原
則
意
識
を
失
う
と
き
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
陥
る
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危
険
は
決
し
て
遠
く
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
実
践
家
乃
至
創
作
家
で
な
い
に
し
て
も
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
の

よ
う
に
趣
味
の
、
感
情
の
、
一
般
に
い
わ
ゆ
る
体
験
の
立
場
に
留
ま
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
な
い
。

古
代
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
及
び
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
驚
異
が
哲
学
の
母
で
あ
る
と
云
っ
た
。
近
世
に
お
い
て
デ

カ
ル
ト
は
懐
疑
を
も
っ
て
哲
学
の
方
法
と
考
え
た
。
驚
異
が
客
体
に
対
す
る
関
係
は
、
懐
疑
が
主
体
に
対
す
る
関

係
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
我
々
の
意
見
に
よ
れ
ば
、
人
間
は
単
な
る
客
体
で
も
な
く
、
単
な
る
主
体
で
も
な
く
、
却

っ
て
そ
の
中
間
者
で
あ
る
。
か
よ
う
な
中
間
者
と
し
て
の
根
本
的
規
定
の
故
に
、
人
間
に
と
っ
て
客
体
に
向
っ
て

は
驚
異
の
心
、
主
体
に
向
っ
て
は
懐
疑
の
心
が
あ
る
。
然
る
に
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
、
懐
疑
の
心
も
驚

異
の
心
も
真
実
の
意
味
で
は
失
わ
れ
て
い
る
。
文
学
に
お
い
て
も
彼
が
喜
ぶ
の
は
美
、
趣
味
、
感
情
で
あ
っ
て
、

真
実
、
認
識
、
自
然
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
は
懐
疑
的
で
あ
る
。
併
し
彼
の
懐
疑
は
い
わ
ゆ
る

歴
史
的
相
対
主
義
、
換
言
す
れ
ば
、
広
く
過
去
を
見
渡
す
と
き
如
何
な
る
絶
対
的
な
も
の
も
な
い
と
い
う
感
情
に

結
び
附
い
た
も
の
で
あ
る
。
或
は
逆
に
、
歴
史
的
相
対
主
義
な
る
も
の
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
産
物
で
あ

る
。
そ
う
い
う
懐
疑
は
い
わ
ば
客
体
に
向
け
ら
れ
た
懐
疑
で
あ
っ
て
、
真
実
の
懐
疑
が
主
体
に
向
う
の
と
反
対
で

あ
る
。

懐
疑
の
方
法
に
よ
っ
て
主
体
的
な
生
が
探
求
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
こ
に
顕
に
な
っ
て
ゆ
く
の
は
生
の
断
片
性
で
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デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
て

あ
ろ
う
。
断
片
性
が
か
か
る
生
の
内
的
規
定
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
か
か
る
生
を
真
実
に
探
求
し
た
か

の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
作
物
は
断
片
的
性
格
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
併
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
等

は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
断
片
性
と
い
う
こ
と
で
さ
え
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
本
質
を

現
す
も
の
で
な
い
。
か
の
フ
ラ
ン
ス
の
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
或
る
者
は
、
彼
等
が
断
片
的
で
あ
っ
た
た
め
と
い
う

よ
り
も
寧
ろ
彼
等
が
当
時
の
交
際
社
会
の
趣
味
を
そ
の
ま
ま
受
取
っ
た
限
り
に
お
い
て
、
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
で
あ

っ
た
の
で
あ
る
。
断
片
性
に
つ
い
て
云
え
ば
、
主
体
的
な
ら
ぬ
客
体
的
な
生
及
び
世
界
を
断
片
的
に
取
扱
う
も
の

が
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
り
ふ
れ
た
随
筆
は
か
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
随
筆
は
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
産
物
で
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
実
話
文
学
は
現
代
の
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ

ィ
ズ
ム
と
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
実
話
に
対
す
る
興
味
と
い
う
も
の
は
交
際
社
会
に
お
い
て
最
も
活

溌
な
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
話
文
学
の
う
ま
さ
と
い
う
こ
と
の
中
に
は
、
交
際
社
会
に
お
け
る
話
術
の
う
ま
さ

の
趣
き
が
多
分
に
感
じ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
小
説
に
は
物
語
的
要
素
、
或
は
寧
ろ
私
の
い
う
客
体

的
現
実
性
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
な
が
ら
そ
の
方
面
か
ら
云
っ
て
も
、
実
話
文
学
は
あ
ら
ゆ
る
事
件

を
、
特
に
現
在
の
事
件
を
も
「
ス
ト
ー
リ
ー
」
と
し
て
、
従
っ
て
「
ヒ
ス
ト
リ
ー
」
と
し
て
（
ス
ト
ー
リ
ー
と
ヒ

ス
ト
リ
ー
と
は
語
原
的
に
同
じ
で
あ
る
）、
そ
れ
故
単
に
過
去
の
こ
と
と
し
て
取
扱
う
。
こ
の
こ
と
は
我
々
が
さ
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き
に
規
定
し
た
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
性
質
に
丁
度
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
有
閑
的
な
社
交
乃
至
交
際
社
会
を
地
盤
と
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
そ
れ

の
階
級
性
が
指
摘
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
時
間
性
が
単
な
る
過
去
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
は

哲
学
的
に
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
立
場
が
要
す
る
に
体
験
の
立
場
で
あ
る
と
い
う
他
の
重
要
な
点
は
取

り
上
げ
な
い
に
し
て
も
。

【1932.12

】
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批
評
の
生
理
と
病
理

批
評
の
生
理
と
病
理

一

公
衆
な
る
も
の
は
物
を
書
か
な
い
批
評
家
か
ら
成
っ
て
い
る
、と
い
う
風
な
こ
と
を
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
が
い
っ
た
。

書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
、話
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
批
評
の
自
然
で
あ
る
。書
か
れ
た
批
評
に
対
し
て
我
々

は
多
く
の
場
合
何
か
或
る
不
自
然
な
も
の
を
感
じ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
書
か
れ
た
批
評
は
独
語
的
に
な
り
易
く
、

し
か
る
に
批
評
は
、
本
来
、
会
話
の
う
ち
に
生
き
る
も
の
で
あ
る
。

会
話
も
固
よ
り
歴
史
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
話
す
人
の
性
質
、
彼
等
の
文
化
の
程
度
、
彼
等
の
社
会
的
境
遇

に
従
っ
て
甚
だ
し
く
相
違
す
る
。
恰
も
歩
行
の
速
度
が
都
会
人
は
速
く
田
舎
者
は
緩
か
で
あ
る
よ
う
に
、
都
会
人

の
会
話
は
速
く
、
田
舎
者
の
談
話
は
緩
か
で
あ
る
。
よ
く
知
り
合
っ
た
人
々
の
話
が
お
の
ず
と
知
人
の
生
活
や
性

格
の
個
人
的
な
事
柄
に
落
ち
て
ゆ
く
の
に
反
し
て
、
互
い
に
あ
ま
り
知
ら
な
い
人
々
は
お
の
ず
か
ら
一
般
的
な
題

目
に
つ
い
て
話
し
、
広
く
関
心
の
も
た
れ
る
観
念
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
傾
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
有
様
か
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ら
察
せ
ら
れ
得
る
如
く
、
談
話
の
内
容
及
び
形
式
は
歴
史
に
お
い
て
変
化
す
る
。
そ
し
て
批
評
の
歴
史
は
談
話
の

歴
史
を
離
れ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
で
あ
ろ
う
。
批
評
は
現
実
的
な
言
語
即
ち
談
話
の
う
ち
に
つ
ね
に
自
然
的

に
含
ま
れ
て
い
る
。
会
話
は
い
つ
も
批
評
の
要
素
を
含
み
、会
話
の
形
式
が
変
る
に
応
じ
て
批
評
の
仕
方
も
変
る
。

「
パ
リ
の
真
の
批
評
は
談
話
に
お
い
て
作
ら
れ
る
。」
と
批
評
家
サ
ン
ト
・
ブ
ウ
ヴ
は
い
っ
た
。
好
い
談
話
の
存
す

る
社
会
に
お
い
て
は
ま
た
好
い
批
評
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
書
か
れ
た
批
評
も
会
話
の
精
神
に
よ
っ
て
生
か
さ

れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
評
の
傑
作
と
認
め
ら
れ
る
プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
は
談
話
の
花
咲
い
た

ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
対
話
の
形
式
を
も
っ
て
書
か
れ
た
。
批
評
の
精
神
は
会
話
の
精
神
で
あ
る
。
会
話
の
精
神
が

批
評
と
い
わ
れ
る
広
い
意
味
に
お
け
る
文
学
の
特
殊
な
形
態
の
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
し
て

今
日
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
も
批
評
の
行
詰
り
の
感
ぜ
ら
れ
る
場
合
、「
座
談
会
」
と
い
う
よ
う
な
形
式

が
思
い
附
か
れ
る
の
は
自
然
の
こ
と
で
あ
る
と
見
ら
れ
よ
う
。

し
か
し
話
さ
れ
る
批
評
は
批
評
家
の
批
評
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
公
衆
の
批
評
で
あ
る
。
世
間
に
は
物
を
書
か

な
い
、
従
っ
て
批
評
家
と
は
い
わ
れ
な
い
沢
山
の
批
評
家
が
あ
る
。
彼
等
は
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
で
な
く
話
す
こ

と
に
よ
っ
て
批
評
す
る
。
い
わ
ゆ
る
批
評
家
で
な
く
却
っ
て
こ
の
人
々
が
真
に
批
評
す
る
者
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
蓋
し
い
わ
ゆ
る
批
評
家
即
ち
物
を
書
く
批
評
家
は
そ
れ
が
読
ま
れ
る
た
め
に
、
だ
か
ら
そ
れ
自
身
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批
評
の
生
理
と
病
理

が
ま
た
批
評
さ
れ
る
た
め
に
書
く
の
で
あ
る
。
批
評
家
の
書
い
た
批
評
は
話
さ
れ
る
批
評
に
よ
っ
て
批
評
さ
れ
る

の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
は
再
び
「
論
壇
時
評
」
や
「
文
芸
時
評
」
な
ど
の
如
き
に
お
い
て
他
の
著
述
家
的
批
評
家
に

よ
っ
て
批
評
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
し
て
こ
の
批
評
も
ま
た
更
に
同
様
に
批
評
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
批
評
家
と

い
う
の
は
批
評
す
る
者
の
こ
と
で
な
く
、
批
評
さ
れ
る
者
の
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
。
物
を

書
か
な
い
あ
の
人
々
が
却
っ
て
批
評
す
る
者
で
あ
る
。
批
評
家
が
批
評
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
批
評
家
と
い

う
も
の
の
悲
哀
が
、
或
る
矛
盾
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
批
評
家
は
そ
の
よ
う
な
自
己
の
矛
盾
を
如
何
に
し
て
な
く
す

る
こ
と
が
で
き
る
か
。

話
さ
れ
る
批
評
が
関
心
す
る
の
は
主
と
し
て
現
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
こ
の
批
評
の
根
本
的
な
性
格
が
見
出
さ
れ

る
。
そ
れ
は
過
去
や
伝
統
や
背
景
の
如
き
も
の
に
殆
ど
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
何
よ
り
も
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
い
わ
ゆ
る
時
事
問
題
、
最
近
の
出
来
事
、
昨
日
今
日
の
新
刊
物
に
つ
い
て
話
す
の
が
な

ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
話
さ
れ
る
批
評
は
い
わ
ば
そ
の
日
暮
し
の
批
評
で
あ
る
。「
昨
日
の
書
物
の
批
評
は
批

評
で
な
い
、
そ
れ
は
談
話
で
あ
る
。」
と
ジ
ュ
ー
ル
・
ル
メ
エ
ト
ル
が
ど
こ
か
で
書
い
て
い
る
。
そ
れ
は
た
し
か

に
談
話
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
過
去
の
も
の
の
批
評
の
み
が
批
評
で
あ
る
の
で
な
く
、
書
か
れ
た
批
評
ば
か
り

が
批
評
で
あ
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
話
さ
れ
る
批
評
は
何
等
重
要
で
な
い
と
い
わ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
過
去
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の
批
評
と
雖
も
こ
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
或
る
一
定
の
著
作
が
そ
の
同
時
代
の
人
々
に
よ
っ
て
如
何
に

批
評
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
は
、後
の
時
代
の
批
評
家
に
と
っ
て
も
決
し
て
無
関
係
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

根
源
的
に
見
る
と
、
話
さ
れ
る
批
評
は
批
評
家
の
批
評
即
ち
書
か
れ
る
批
評
の
溜
池
で
あ
る
。
一
群
の
批
評
家
の

文
章
は
或
る
サ
ロ
ン
の
、
或
る
サ
ー
ク
ル
の
、
も
し
く
は
大
衆
の
談
話
に
お
け
る
批
評
か
ら
流
れ
出
て
く
る
。
彼

等
の
批
評
は
或
る
サ
ロ
ン
の
会
話
、
一
定
の
サ
ー
ク
ル
の
意
見
、
或
い
は
ま
た
公
衆
の
輿
論
を
再
現
す
る
。
か
く

て
話
さ
れ
る
批
評
の
書
記
で
あ
る
よ
う
な
批
評
家
が
存
在
し
て
い
る
。「
批
評
家
は
公
衆
の
書
記
に
ほ
か
な
ら
な

い
。」
か
く
の
如
き
書
記
的
批
評
家
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
て
よ
い
と
こ
ろ
の
者
で
あ
る
。
彼
等
は
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
な
ぜ
な
ら
ジ
ャ
ー
ナ
ル
と
い
う
言
葉
は
も
と
そ
の
日
そ
の
日
の
報
道

を
意
味
し
、
そ
し
て
話
さ
れ
る
批
評
の
関
心
す
る
の
は
昨
日
の
事
件
、
今
日
の
問
題
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
記
者

的
要
素
を
含
ま
ぬ
個
人
的
批
評
家
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
は
い
わ
れ
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
元
来
話

さ
れ
る
批
評
の
書
記
で
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
批
評
家
は
批
評
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
い
う
上
に
述
べ
た
矛
盾
は
、
批
評
家
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
な

る
こ
と
に
よ
っ
て
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
批
評
家
が
話
さ
れ
る
批
評
の
書
記
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す

れ
ば
、
彼
等
は
も
は
や
批
評
家
と
は
い
わ
れ
な
く
は
な
い
か
。
何
故
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
し
か
も
な
お
批
評
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家
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
話
さ
れ
る
批
評
は
現
実
に
お
い
て
或
る
グ
ル
ー
プ
の
、
或
る
党
派
の
う
ち
に
お

け
る
批
評
で
あ
る
か
ら
、
従
っ
て
そ
の
書
記
で
あ
る
者
も
他
の
グ
ル
ー
プ
、
他
の
党
派
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て

は
批
評
家
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
公
平
な
批
評
家
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
党
派
的
意

見
の
代
表
者
で
あ
る
。
ま
た
個
人
の
独
自
の
批
評
を
な
す
者
は
本
来
の
意
味
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
な
く
、
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
存
続
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
公
衆
の
輿
論
を
代
表
す
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
し
か
し
公
衆
と
い
う
も
の
は
も
と
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
・
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
結
び
附
い
た
存
在
で
あ
り
、
従

っ
て
そ
の
輿
論
と
い
う
も
の
も
元
来
な
ん
ら
超
党
派
的
と
い
う
意
味
で
の
公
の
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
は
党
派
的
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
そ
の
精
神
は
反
抗
の
精
神
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
け
れ

ど
も
彼
は
個
人
的
な
反
抗
家
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
書
記
的
要
素
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
は

抑
圧
さ
れ
た
も
の
、
擡
頭
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
党
派
に
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
批
評
家
と
し
て
の
面
目
を
よ

く
発
揮
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
否
定
の
要
素
を
除
い
て
批
評
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
党
派
は
そ
れ
自
身
に

お
い
て
批
評
的
な
党
派
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
お
の
ず
か
ら
或
る
サ
ー
ク
ル
、
或
る
グ
ル
ー
プ
、
或
る
党
派
に

媚
び
る
と
い
う
こ
と
が
起
り
易
い
。
い
わ
ゆ
る
仲
間
ぼ
め
、
そ
の
他
が
生
ず
る
。
も
ち
ろ
ん
物
を
書
く
人
間
の
誰
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が
ひ
と
に
気
に
入
る
こ
と
、
ひ
と
に
悦
ば
れ
る
こ
と
を
求
め
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
す
べ
て
の
点
に
お
い
て

ひ
と
に
気
に
入
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
媚
び
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
と
き
批
評
の
精
神
は
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。
一
定
の
党
派
か
ら
感
心
さ
れ
る
に
は
、
自
分
で
独
立
に
思
惟
し
判
断
す
る
よ
り
も
、
き
ま
り
文
句
を
平

気
で
い
う
ほ
う
が
近
道
だ
。
演
説
会
で
喝
采
を
博
し
よ
う
と
欲
す
る
者
が
き
ま
り
文
句
を
叫
ぶ
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
は
批
評
の
職
分
は
尽
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
批
評
の
根

本
的
な
機
能
は
人
間
の
精
神
を
そ
の
自
然
的
傾
向
に
属
す
る
自
働
性
に
対
し
て
防
衛
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
批
評
家
は
恐
ら
く
自
分
自
身
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
対
し
て
自
分
を
防
衛
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
党
派
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
評
家
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
批
評
が
最
も
繁
栄
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
つ
ま
り
多
元
論
的
雰
囲
気
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
思
想
上
の
、
文
学
上
の
、
趣
味
上
の
、
同
様
に
勢
込
ん
だ
、
同
時
に
存
在
す
る
、
敵
対
的
な

体
系
が
同
等
の
権
利
を
も
っ
て
主
張
さ
れ
る
時
で
あ
る
。
か
よ
う
な
プ
ル
ラ
リ
ズ
ム
【pluralism

多
元
論
】
は
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
と
結
び
附
い
て
い
る
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
特
に
批
評
が
盛
大
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
こ
の
時
代
の

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
傾
向
と
無
関
係
で
は
な
い
。
か
く
て
多
元
論
及
び
自
由
主
義
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
に
と

っ
て
好
都
合
な
地
盤
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
公
衆
と
い
う
も
の
の
発
達
は
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
発
達
と
不
離
の
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関
係
に
あ
る
の
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
主
と
し
て
公
衆
を
対
象
と
し
、
公
衆
の
輿
論
は
少
な
か
ら
ず
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
に
負
う
て
い
る
。
社
会
学
者
タ
ル
ド
の
規
定
に
よ
る
と
、
公
衆
と
は
「
純
粋
に
精
神
的
な
集
団
」
で

あ
っ
て
、
そ
の
「
凝
聚
力
は
全
く
心
的
」
で
あ
る
。
即
ち
公
衆
と
は
身
体
の
な
い
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
公

衆
は
、違
っ
た
立
場
に
あ
る
思
想
家
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
『
現
代
の
批
判
』
の
中
で
い
っ
た
言
葉
を
借
り
る
と
、「
抽

象
的
な
全
体
で
あ
っ
て
、
そ
の
参
加
者
が
第
三
者
の
役
を
演
ず
る
と
い
う
よ
う
な
可
笑
し
な
仕
方
で
作
ら
れ
る
。」

公
衆
の
こ
の
よ
う
な
性
質
に
批
評
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
性
質
が
相
応
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
頃
著
名
な
文
芸

批
評
家
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
は
『
批
評
の
生
理
学
』i i

と
い
う
本
の
な
か
で
、批
評
家
は
「
個
人
的
身
体
を
も
た
ぬ
精
神
」

で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
。
創
作
家
は
身
体
を
も
っ
て
い
る
、
そ
れ
で
な
け
れ
ば
創
作
は
で
き

ぬ
。
も
ち
ろ
ん
個
人
的
身
体
の
み
が
問
題
で
は
な
か
ろ
う
、
批
評
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
は
個
人
的
身

体
は
問
題
で
な
い
と
も
い
え
る
。
し
か
し
彼
等
は
今
日
と
も
す
れ
ば
社
会
的
身
体
を
も
た
ぬ
精
神
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
等
の
無
力
の
原
因
が
あ
る
。

批
評
家
は
こ
の
よ
う
な
無
力
の
状
態
を
単
な
る
批
評
家
以
上
の
も
の
、
即
ち
指
導
者
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
脱

し
得
る
で
あ
ろ
う
。
指
導
者
は
単
な
る
批
評
家
で
な
く
、
み
ず
か
ら
実
践
す
る
者
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
や
リ

i　

A
lbert Thibaudet, Physiologie de la critique

：
戸
田
吉
信i

訳i

冬
樹
社1969
。
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ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
無
力
に
さ
れ
、
従
っ
て
公
衆
と
い
う
も
の
が
次
第
に
影
の
薄
く
な
る
に
応
じ
て
、
批
評
家
・
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
は
次
第
に
無
力
に
さ
れ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
闘
争
は
実
践
に
よ
る
批
評
で
あ
る
。
し
か
る
に

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
は
話
さ
れ
る
批
評
に
基
礎
を
も
っ
て
い
る
。
闘
争
の
必
要
と
す
る
の
は
身
体
を
も
て
る

精
神
、
そ
れ
だ
か
ら
指
導
者
で
あ
る
。
し
か
る
に
批
評
家
は
身
体
を
も
た
ぬ
精
神
で
あ
る
。
嘗
て
吉
野
作
造
氏
や

山
川
均
氏
な
ど
の
書
か
れ
た
よ
う
な
指
導
的
論
文
が
こ
の
頃
の
雑
誌
に
見
ら
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
単
に
個
々
の

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
才
能
の
問
題
で
な
く
、
社
会
情
勢
の
変
化
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
、
検
閲
の
問

題
な
ど
も
そ
の
中
に
数
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
無
力
に
さ
れ
た
後
に
お
い
て
は
、
指
導
的
論
文

を
書
く
者
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
批
評
家
で
は
な
く
て
、
真
の
実
践
的
指
導
者
で
あ
る
。
今
日
む
し
ろ
批
評

家
は
自
分
の
仕
事
の
限
界
を
明
瞭
に
意
識
す
る
よ
う
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
何
よ
り

も
彼
等
が
自
分
の
仕
事
を
有
効
に
有
意
味
に
為
し
得
る
た
め
に
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
も
批
評
家
は
み
ず
か
ら

実
践
的
指
導
者
に
ま
で
飛
躍
す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
。
批
評
と
か
批
判
と
い
う
と
何
か
優
越
を
意
味
す
る

よ
う
に
感
じ
る
の
は
い
わ
ば
言
語
的
錯
覚
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

二
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批
評
の
生
理
と
病
理

我
々
は
固
よ
り
批
評
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
価
値
を
過
少
に
評
価
す
る
者
に
与
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
は
時
事
評
論
で
あ
り
、
今
日
の
批
評
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
今
日
の
精
神
に
お
い
て
、
今
日
の

言
葉
と
今
日
の
気
転
を
も
っ
て
、
速
か
に
且
つ
気
持
よ
く
読
ま
れ
る
た
め
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
し
て
、

今
日
の
思
想
が
、
そ
れ
が
新
し
い
も
の
と
見
え
る
よ
う
な
形
式
の
も
と
に
書
か
れ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
で
き

る
だ
け
速
く
そ
し
て
広
く
読
ま
せ
る
よ
う
に
書
く
の
で
あ
っ
て
、
殆
ど
二
度
と
繰
り
返
し
て
読
ま
れ
る
た
め
に
書

く
の
で
は
な
い
。
彼
等
の
書
い
た
も
の
は
十
二
時
間
の
後
に
は
、
一
週
間
、
一
ケ
月
の
後
に
は
恐
ら
く
顧
み
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
批
評
は
無
駄
で
あ
ろ
う
か
。
講
壇
人
は
そ
の
よ

う
に
考
え
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
う
な
の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
書
い
た
も
の
は
十
二
時

間
、
一
週
間
、
一
ケ
月
の
後
に
は
誰
も
殆
ど
手
に
取
ろ
う
と
は
せ
ず
、
二
度
と
繰
り
返
し
て
読
も
う
と
は
し
な
い

で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
一
度
は
必
ず
読
ま
せ
る
よ
う
に
書
く
と
い
う
の
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
才
能
で
あ
る
。
彼

等
の
批
評
は
十
二
時
間
、
一
週
間
、
一
ケ
月
の
後
に
は
も
は
や
批
評
で
な
く
む
し
ろ
記
録
と
見
ら
れ
る
よ
う
な
も

の
に
な
る
で
あ
ろ
う
、
し
か
し
彼
等
の
批
評
が
過
去
の
批
評
で
な
く
、
ま
さ
に
現
在
の
批
評
、
今
日
の
批
評
で
あ

る
と
こ
ろ
に
特
別
の
重
要
性
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
と
は
反
対
に
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
は
主
と
し
て
過
去
の
批
評
に
関
心
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
し
か
る
に
過
去
が
あ
る
た
め
に
は
現
在
が
な
け
れ
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ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
生
は
時
間
に
お
い
て
経
過
す
る
。
過
去

の
記
憶
が
あ
る
た
め
に
は
、
こ
の
過
去
が
現
在
で
あ
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
こ
の
現
在
に
お

い
て
ひ
と
の
目
を
惹
き
、
セ
ン
セ
イ
シ
ョ
ン
を
喚
び
起
し
た
も
の
の
実
に
多
く
は
時
と
共
に
跡
形
も
な
く
忘
却
の

海
の
中
に
沈
ん
で
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
日
暮
し
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
そ
れ
ら
の
多
く
の
も

の
を
取
上
げ
る
と
い
う
の
は
結
局
徒
労
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
の
悲
劇
で
何
が
残
っ
て

い
る
か
と
い
う
と
、
コ
ル
ネ
イ
ユ
と
ラ
シ
イ
ヌ
で
あ
る
。
し
か
る
に
コ
ル
ネ
イ
ユ
や
ラ
シ
イ
ヌ
が
存
在
す
る
た
め

に
は
、そ
の
当
時
に
お
い
て
、悲
劇
様
式
が
生
き
た
様
式
で
あ
り
、従
っ
て
他
の
人
々
に
よ
っ
て
も
悲
劇
が
書
か
れ
、

そ
し
て
公
衆
が
そ
れ
に
対
し
て
関
心
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
文
学
史
家
ラ

ン
ソ
ン
が
い
っ
て
い
る
如
く
、
傑
作
と
い
う
も
の
は
、
一
、
他
人
の
獲
得
し
た
勝
利
の
鐘
を
鳴
ら
す
よ
う
な
も
の

で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
二
、
ま
た
既
に
他
人
の
攻
撃
に
よ
っ
て
弱
り
果
て
て
い
た
要
塞
を
最
後
の
一
撃
で

打
破
っ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
三
、
或
い
は
多
く
の
人
々
に
よ
る
襲
撃
開
始
の
信

号
と
し
て
打
鳴
ら
さ
れ
た
太
鼓
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
し
、
四
、
或
い
は
ま
た
四
散

し
て
い
た
人
々
を
糾
合
し
、
い
わ
ば
輿
論
の
日
々
の
命
令
の
な
か
に
一
思
想
を
記
入
さ
せ
た
と
い
う
よ
う
な
も
の

で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
或
る
一
人
の
人
間
の
作
品
が
傑
作
と
し
て
現
れ
ま
た
伝
え
ら
れ
る
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批
評
の
生
理
と
病
理

た
め
に
は
、
他
の
沢
山
の
人
々
に
よ
っ
て
同
種
の
凡
作
が
作
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

だ
か
ら
同
様
に
、
そ
の
日
そ
の
日
の
批
評
が
こ
の
よ
う
な
そ
の
日
そ
の
日
の
文
学
的
生
に
伴
わ
れ
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

我
々
は
し
ば
し
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
を
聞
く
。
批
評
は
い
つ
で
も
後
か
ら
つ
い
て
ゆ
く
、先
ず
創
作
家
が
あ
り
、

作
品
が
書
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
し
か
る
後
は
じ
め
て
批
評
は
な
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
批
評
は
要
す
る

に
第
二
次
的
な
仕
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
は
も
ち
ろ
ん
全
く
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ

は
半
分
の
真
理
で
し
か
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
批
評
に
つ
い
て
は
よ
り
多
く
真
理
で
あ
る
に
し
て

も
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
に
つ
い
て
は
よ
り
少
な
く
真
理
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け

る
批
評
は
古
典
的
な
大
作
家
の
後
に
く
っ
つ
き
、
彼
等
の
輝
け
る
足
跡
を
辿
り
、
彼
等
の
遺
産
を
集
め
、
そ
の
目

録
を
作
る
こ
と
に
大
部
分
終
始
し
て
い
る
。
そ
れ
が
好
ん
で
取
扱
う
の
は
完
成
さ
れ
た
古
典
的
作
品
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
は
毎
日
の
喧
騒
に
混
じ
て
い
る
。
そ
の
批
評
は
歴
史
が
そ
こ
に
お
い
て
絶
え
ず

新
た
に
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
現
在
の
う
ち
に
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
批
評
、
そ
の
基
礎
で
あ
る
話
さ
れ
る
批
評
は
、
生

成
し
つ
つ
あ
る
も
し
く
は
生
成
せ
ん
と
す
る
著
作
家
及
び
著
作
に
直
接
に
影
響
を
与
え
、
こ
の
著
作
家
及
び
著
作

に
い
わ
ば
合
体
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
の
批
評
は
明
日
の
創
作
に
影
響
し
得
る
。
そ
の
場
合
批
評
家
は
協
力
者
で
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あ
る
。
こ
の
よ
う
に
批
評
家
の
職
分
は
、
政
治
上
に
せ
よ
、
学
問
上
に
せ
よ
、
芸
術
上
に
せ
よ
、
行
為
し
或
い
は

創
作
す
る
者
の
協
力
者
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
身
体
を
も
た
ぬ
精
神
た
る
批
評
家
は
自
己
を
身
体
に
結
合
す
る

こ
と
を
心
掛
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ね
に
第
三
者
で
あ
る
と
こ
ろ
に
批
評
家
の
力
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
、
し
か
し
ま

た
そ
こ
に
彼
の
無
力
も
あ
る
の
で
あ
る
。
自
己
を
単
に
批
評
家
と
し
て
意
識
し
て
い
る
批
評
家
は
悪
し
き
批
評
家

で
あ
ろ
う
。
歴
史
に
お
け
る
「
批
判
的
時
代
」
で
あ
る
現
代
は
ま
た
そ
の
よ
う
な
悪
し
き
批
評
家
の
輩
出
す
る
時

代
で
も
あ
る
。
協
力
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
批
評
家
の
関
心
す
べ
き
も
の
は
何
よ
り
も
実
践
に
よ
っ
て
運
動
し
つ
つ

あ
る
現
実
の
歴
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
自
己
を
単
に
批
評
家
と
し
て
意
識
し
て
い
る
批
評
家
の
陥
る

危
険
は
、
彼
等
が
実
際
家
と
競
争
し
よ
う
と
し
、
特
に
彼
等
自
身
が
物
を
書
く
人
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の

物
を
書
く
人
間
即
ち
創
作
家
（
芸
術
上
並
び
に
学
問
上
の
意
味
に
お
い
て
）、
及
び
彼
等
と
同
様
の
批
評
家
と
競

争
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、
し
か
も
み
ず
か
ら
実
際
家
或
い
は
創
作
家
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
批
評
家

と
し
て
競
争
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
あ
ら
ゆ
る
ソ
フ
ィ
ズ
ム
が
生
れ
得
る
。
物
を
書
く
批
評
家

が
ソ
フ
ィ
ス
ト
と
な
る
危
険
は
さ
ほ
ど
遠
く
は
な
い
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
は
今
日
の
感
覚
と
今
日
の
言
葉
を
も
っ
て
の
批
評
で
あ
る
か
ら
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

は
モ
ダ
ン
で
、
い
わ
ゆ
る
近
代
人
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
こ
れ
は
決
し
て
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
容
易
で
な
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批
評
の
生
理
と
病
理

い
。「
私
に
は
古
代
人
で
あ
る
よ
り
も
近
代
人
で
あ
る
こ
と
が
は
る
か
に
困
難
に
思
わ
れ
る
。」
と
ジ
ュ
ー
ベ
ー
ル

も
書
い
て
い
る
。
モ
ダ
ン
で
あ
る
こ
と
が
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
容
易
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
の

は
講
壇
人
の
偏
見
で
あ
る
。
新
し
い
も
の
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
の
同
情
者
、
理
解
者
、
味
方
で
あ
る
と
こ
ろ

に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
す
ぐ
れ
た
仕
事
が
あ
る
。
即
ち
上
に
述
べ
た
如
く
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
は
現
在
の

批
評
で
あ
る
こ
と
に
特
殊
な
重
要
性
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
か
よ
う
な
そ
の
日
暮
し
の
批
評
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
の
批
評
の
原
理
或
い
は
思
想
も
全
く
そ
の
日
暮
し
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
を
も
っ
て
い
る
。

そ
の
危
険
は
、
事
実
に
お
い
て
は
無
主
義
、
無
原
則
、
無
思
想
で
あ
り
な
が
ら
、
何
か
或
る
、
そ
し
て
新
し
い
、

主
義
や
原
則
や
思
想
を
も
っ
て
い
る
か
の
如
く
振
舞
う
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
批
評
の
精
神
は
或

る
意
味
で
は
懐
疑
の
こ
こ
ろ
で
あ
る
、
懐
疑
の
こ
こ
ろ
は
相
対
性
の
感
覚
で
あ
る
。
現
に
存
在
す
る
一
ダ
ー
ス
の

新
聞
や
雑
誌
を
毎
日
走
り
読
み
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
何
を
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
相
対
性
の
感
覚
も
し
く
は

智
慧
で
あ
る
。
そ
し
て
ほ
ん
と
を
い
う
と
、
そ
れ
が
ま
た
か
く
も
多
く
の
批
評
家
を
作
り
出
し
つ
つ
あ
る
原
因
の

ひ
と
つ
と
も
な
っ
て
い
る
。
し
か
る
に
そ
の
よ
う
な
相
対
性
の
智
慧
は
、
こ
の
智
慧
を
有
す
る
者
に
よ
っ
て
我
々

に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
決
し
て
そ
う
で
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
、
そ
れ
は
断
言
し
、
主
張
し
、
宣
言
す
る

人
間
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
方
法
が
宜
い
、
だ
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が
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
方
法
は
例
外
だ
。」
と
エ
ミ
ー
ル
・
フ
ァ
ゲ
エ
が
書
い
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
「
私

が
何
を
知
っ
て
い
る
か
」
と
い
っ
て
は
な
ら
ぬ
、「
私
は
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
「
ひ
ど
く
ぶ
つ
こ
と
が
問
題
だ
」
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
諺
に
、
賢
者
は
只
一
冊
の

本
の
人
間
を
恐
れ
る
と
い
う
が
、
こ
の
言
葉
を
う
け
て
ひ
と
は
い
う
、
だ
が
只
一
つ
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
の
人
間
の
場

合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
、
と
。
彼
は
も
と
よ
り
恐
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
一
ダ
ー
ス
の
ジ
ャ
ー
ナ
ル
を

読
む
人
間
に
も
新
し
い
危
険
が
あ
る
。
彼
は
結
局
ア
イ
ロ
ニ
イ
と
懐
疑
に
陥
り
、
実
践
的
意
志
を
磨
滅
さ
せ
ら
れ

る
と
い
う
危
険
が
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
現
在
の
批
評
に
従
事
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
は
無
原
理
、
無
原

則
に
な
る
危
険
が
あ
り
、
そ
し
て
彼
等
が
原
理
や
原
則
の
上
に
立
と
う
と
す
る
と
き
、
今
度
は
反
対
に
批
評
が
オ

ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
陥
り
、
公
式
論
乃
至
結
果
論
に
な
る
危
険
が
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
オ
ー
ト
マ
テ
ィ

ズ
ム
に
対
し
て
防
衛
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
批
評
の
任
務
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
批
評
と
い
う
こ
と
と
原
理
や
原
則

の
適
用
或
い
は
応
用
と
い
う
こ
と
と
は
違
う
の
で
あ
っ
て
、
批
評
家
と
学
者
と
が
違
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の

も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
批
評
は
特
殊
を
普
遍
の
単
な
る
一
事
例
と
し
て
説
明
す
る
の
で
な
く
、
普
遍
と
特
殊
と
の

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
た
具
体
的
な
関
係
を
発
見
し
、
樹
立
す
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
批
評
の
精
神
は
弁
証
法
の
精
神
で
あ
り
、
ま
た
逆
に
批
評
の
精
神
を
離
れ
て
弁
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証
法
は
な
い
と
も
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

三

と
こ
ろ
で
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
批
評
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
が
現
在
の
批
評
で
あ
る
の
に
対
し
て
過
去
の
批

評
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
お
い
て
現
在
の
批
評
と
過
去
の
批
評
と
は
同
じ
機
関
、
同
じ
メ
カ

ニ
ズ
ム
、
同
じ
才
能
を
要
求
す
る
の
で
な
く
、
従
っ
て
同
一
の
人
間
が
同
時
に
両
者
に
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
は

殆
ど
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
批
評
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
批
評
家
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
と
は
批
評

の
二
つ
の
異
な
る
範
疇
に
属
し
て
い
る
。
事
実
を
見
て
も
、
教
授
た
ち
は
例
え
ば
平
安
朝
時
代
或
い
は
徳
川
時
代

の
作
家
や
作
品
の
批
評
は
す
る
が
、
同
時
代
の
作
家
、
昨
日
今
日
の
作
品
の
批
評
は
敢
て
せ
ず
、
よ
し
ん
ば
し
た

に
し
て
も
成
功
し
得
る
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
同
じ
人
間
に
つ
い
て
見
て
も
、
そ
の
青
壮
年
の
時
期
に
同
時

代
の
も
の
の
批
評
に
成
功
し
た
に
し
て
も
、
一
生
そ
う
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

だ
か
ら
サ
ン
ト
・
ブ
ウ
ヴ
は
後
に
は
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
研
究
に
、
即
ち
過
去
の
批
評
に
遁
れ
た
し
、
嘗
て

は
す
ぐ
れ
た
批
評
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
っ
た
吉
野
作
造
博
士
の
如
き
も
晩
年
に
は
主
と
し
て
歴
史
的
研
究

に
没
頭
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
話
す
こ
と
は
書
く
こ
と
に
先
立
つ
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
が
談
話
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も
し
く
は
会
話
に
基
礎
を
お
く
に
反
し
て
、
教
壇
の
批
評
は
そ
の
起
原
を
説
教
か
ら
発
す
る
。
以
前
学
校
の
仕
事

を
し
て
い
た
の
は
教
会
や
寺
院
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
類
型
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
に
は
何
と
な
く
談
話
に

お
け
る
雄
弁
の
響
が
あ
る
し
、
類
型
的
な
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
批
評
に
は
説
教
に
お
け
る
雄
弁
の
響
が
あ
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
。

し
か
し
批
評
家
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
の
批
評
は
話
す
こ
と
に
基
礎
を
有
す
る
の
で
は
な
い
。
話
す
こ
と
の
現
実

性
は
談
話
で
あ
り
、
会
話
で
あ
る
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
は
な
に
よ
り
も
読
む
人
間
で
あ
る
。
詩
人
は
感
じ
た
こ
と

に
つ
い
て
語
り
、
旅
行
者
は
見
た
こ
と
に
つ
い
て
語
り
、
そ
し
て
教
授
は
読
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
語
る
。
読
書
の

世
界
が
彼
に
と
っ
て
実
在
の
世
界
と
な
る
。
し
か
る
に
読
む
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
が
想
像
す
る
ほ
ど
広
く
及
び
得

る
も
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
正
直
な
批
評
家
は
原
作
を
読
ん
だ
も
の
に
つ
い
て
の
ほ
か
書
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
彼
は
読
ん
だ
も
の
の
す
べ
て
を
想
い
起
し
得
る
わ
け
で
な
く
、
ま
た
多
く
の
場
合
記
憶
に
信
頼
し
て
話

す
こ
と
と
他
人
に
信
頼
し
て
話
す
こ
と
と
の
間
に
実
際
上
何
等
違
い
が
な
い
こ
と
が
あ
る
。
ひ
と
は
自
分
の
書
庫

の
本
を
毎
朝
読
み
返
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
な
い
。
サ
ロ
ン
の
批
評
は
時
と
し
て
或
る
新
刊
書
に
つ
い
て
自
分

で
読
ま
な
い
で
た
だ
読
ん
だ
人
の
話
を
聞
く
だ
け
で
定
ま
っ
た
意
見
を
作
る
こ
と
が
あ
る
。
今
日
或
る
人
々
は
も

と
の
論
文
や
も
と
の
作
品
を
読
ま
な
い
で
た
だ
新
聞
や
雑
誌
の
論
壇
時
評
や
文
芸
時
評
を
読
む
だ
け
で
そ
の
論
文
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評
の
生
理
と
病
理

や
そ
の
作
品
に
つ
い
て
定
ま
っ
た
意
見
を
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
固
よ
り
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
批
評
家
・
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
と
雖
も
時
に
は
同
様
の
遣
方
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
先
ず
ひ
と
つ
の
危
険
が
従
っ
て
来
る
。
即
ち
彼
等
は
著
者
に
つ
い
て
の
自
分
自
身
の
感
情
及
び
判
断
を
表

明
す
る
代
り
に
、
著
者
に
つ
い
て
の
伝
統
的
意
見
を
編
纂
す
る
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
得
る
。
言
い
換

え
る
と
、
そ
の
題
目
に
つ
い
て
従
来
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
を
も
っ
た
批
評
家
が
書
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
或
い
は

学
校
で
教
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
も
の
を
繰
り
返
す
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伝
統
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
自

身
と
し
て
非
難
さ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
伝
統
な
し
に
は
文
化
の
発
展
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
他

方
に
お
い
て
伝
統
は
批
評
が
何
よ
り
も
そ
れ
に
対
し
て
防
衛
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
精
神
の
オ
ー
ト
マ
テ

ィ
ズ
ム
を
惹
き
起
し
易
い
も
の
で
あ
る
。
自
分
の
責
任
を
回
避
し
、
な
る
だ
け
無
難
な
批
評
を
す
る
た
め
に
、
或

い
は
自
分
の
思
惟
の
怠
惰
を
佯い
つ
わり

自
分
の
無
見
識
を
隠
す
た
め
に
伝
統
に
頼
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
は
な
か
ろ

う
。
講
壇
の
批
評
が
知
ら
ず
識
ら
ず
の
間
に
如
何
に
甚
だ
し
く
伝
統
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か
は
、
そ
れ
が
そ
の
よ

う
な
伝
統
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
、
即
ち
ま
さ
に
今
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
に
対
し
て
は
殆
ど
理
解
す
る
こ
と
を

知
ら
ず
、
こ
れ
を
す
べ
て
何
か
軽
佻
浮
薄
な
も
の
と
し
て
非
難
す
る
だ
け
で
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
を
見
て

も
わ
か
る
。
講
壇
の
批
評
は
だ
い
た
い
一
世
代
遅
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
新
し
い
も
の
、
進
歩
的
な
も
の
に
対
す
る
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戦
争
の
状
態
に
お
い
て
生
き
る
よ
う
に
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
伝
統
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
伝
統
を
継
ぐ
も
の

で
あ
っ
て
伝
統
を
作
る
も
の
で
は
な
い
。
伝
統
を
作
る
も
の
は
む
し
ろ
話
さ
れ
る
批
評
、
従
っ
て
ま
た
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ズ
ム
の
批
評
で
あ
る
。
こ
の
種
類
の
批
評
に
よ
っ
て
例
え
ば
フ
ロ
ベ
ー
ル
や
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
な
ど
は
講
壇
の
批

評
に
押
し
附
け
ら
れ
、
か
く
て
古
典
の
位
置
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
過
去
の
批
評
で
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
、
講
壇
の
批
評
が
歴
史
的
相
対
主
義
に
陥
り
易
い
と
い
う
こ
と
は
ま
た
そ
れ
の
他
の
ひ
と
つ
の
危
険
で

あ
る
。
広
く
歴
史
を
見
渡
す
と
き
何
等
絶
対
的
な
も
の
は
存
し
な
い
。
或
る
立
場
、
或
る
思
想
、
或
る
形
式
を
絶

対
的
と
し
て
そ
れ
に
熱
中
し
熱
狂
す
る
が
如
き
は
子
供
ら
し
い
こ
と
、
無
知
と
無
学
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
い
う
博
識
な
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
た
ち
に
お
け
る
誤
謬
は
、
真
の
歴
史
は
過
去
の
歴
史
で
な
く
現
在
の
歴

史
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
実
際
に
理
解
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在
の
歴
史
は
行
為
に
お
い
て
行
わ
れ
、
し
か
る

に
行
為
す
る
た
め
に
は
一
方
に
決
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
て
、
相
対
主
義
の
立
場
に
お
い
て
は
行
為
す
る
こ
と

が
不
可
能
で
あ
る
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
た
ち
の
い
わ
ゆ
る
学
者
的
良
心
は
し
ば
し
ば
生
活
に
対
す
る
良
心
に
背
反

す
る
。
彼
等
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
が
性
急
な
、
尚
早
な
断
定
を
下
す
こ
と
を
非
難
す
る
。
彼
等
の
い
わ
ゆ

る
学
者
的
良
心
は
、
そ
れ
が
性
急
な
仕
事
だ
と
い
う
口
実
の
も
と
に
急
ぎ
の
仕
事
の
必
要
に
服
す
る
こ
と
を
拒
絶

し
、
そ
れ
は
決
定
的
な
仕
事
で
な
い
と
い
う
口
実
の
も
と
に
有
用
な
仕
事
に
従
う
こ
と
を
拒
絶
し
、
か
く
て
つ
ま
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り
艱
難
な
る
、
紆
余
曲
折
せ
る
生
活
の
た
め
に
尽
す
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
学
者
的
良
心
は
ペ

ダ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
終
る
。
仕
事
を
し
な
い
口
実
と
し
て
の
細
心
或
い
は
慎
重
と
い
う
も
の
ほ
ど
学
者
に
お
け
る
陰

鬱
な
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
批
評
は
、こ
の
派
の
一
頭
目
と
見
ら
れ
る
ブ
リ
ュ
ン
チ
エ
ー
ル
の
言
葉
に
依
る
と
、「
鑑
別
し
、

分
類
し
、
説
明
す
る
」
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
の
関
心
す
る
の
が
個
々
の
具
体
的
な
も
の
、
こ

の
事
件
、
こ
の
人
物
、
こ
の
作
品
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
批
評
の
関
心
す
る
の
は
或
る
一
般
的

な
も
の
、
主
義
や
流
派
、
様
式
や
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
多
様
な
も
の
の
間
の
連
鎖
と
連
続
と
を
求
め
る
こ
と
に

苦
心
す
る
。
従
っ
て
そ
の
批
評
は
構
成
に
よ
る
批
評
で
あ
る
。
批
評
す
る
こ
と
は
そ
こ
で
は
個
々
の
も
の
を
鑑
別

し
て
一
定
の
範
疇
に
入
れ
、
部
類
に
分
け
、
一
般
的
規
則
か
ら
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
ア
カ
デ
ミ

ズ
ム
の
批
評
は
飛
躍
的
な
も
の
、
非
連
続
的
な
も
の
、
革
命
的
な
も
の
に
対
し
て
自
然
的
な
嫌
悪
も
し
く
は
恐
怖

を
も
っ
て
い
る
。
新
し
い
も
の
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
に
対
し
て
少
な
く
と
も
懐
疑
の
眼
を
投
げ
か
け
る
。
こ

の
よ
う
に
し
て
そ
れ
は
現
在
の
現
実
か
ら
面
を
そ
む
け
て
過
去
の
歴
史
の
中
へ
逃
げ
込
む
。
現
在
に
対
し
て
は
真

に
批
評
す
る
の
で
な
く
、
固
定
し
た
一
般
的
規
則
や
形
式
を
無
駄
に
、
し
か
し
威
猛
高
に
命
令
し
、
教
訓
す
る
に

と
ど
ま
る
。
批
評
は
訓
戒
に
変
る
ば
か
り
で
な
く
、
批
評
は
む
し
ろ
歴
史
に
、
思
想
史
に
、
文
学
史
に
、
等
々
に



一
一
二

変
る
。
し
か
る
に
本
来
を
い
う
と
批
評
の
精
神
は
現
在
の
精
神
で
あ
る
。
そ
れ
は
過
ぎ
去
っ
た
も
の
、
完
成
し
た

も
の
に
対
す
る
感
覚
で
あ
る
よ
り
も
、
来
た
り
つ
つ
あ
る
も
の
、
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
に
対
す
る
感
覚
で
あ
る
。

し
か
も
こ
の
よ
う
な
批
評
の
精
神
な
し
に
最
上
の
歴
史
が
書
か
れ
得
る
か
、
疑
問
で
あ
る
。
固
よ
り
こ
の
頃
の
ベ

ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
批
評
家
た
ち
の
よ
う
に
歴
史
的
方
法
を
不
当
に
軽
蔑
す
る
こ
と
は
戒
し
む
べ
き
で
あ
る
。
過
去

の
歴
史
を
理
解
す
る
こ
と
な
し
に
は
現
在
の
批
評
も
的
確
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
我
々
は
歴
史
の
弁
証

法
的
発
展
の
思
想
の
上
に
立
ち
、
従
っ
て
非
連
続
と
共
に
連
続
を
、
質
的
飛
躍
と
共
に
量
的
増
大
を
考
え
る
。
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
批
評
が
そ
の
日
暮
し
の
批
評
と
し
て
無
原
理
、
無
原
則
の
弊
に
流
れ
易
い
と
い
う
こ
と
も
認
め

ね
ば
な
ら
ぬ
。
批
評
は
批
評
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
般
的
な
も
の
、普
遍
的
な
も
の
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

或
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
哲
学
的
批
評
の
本
質
に
就
い
て
』
と
い
う
論
文
の
な
か
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
デ
ー

な
し
に
は
批
評
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
普
遍
的
な
も
の
は
そ
の
も
の
と
し
て

抽
象
的
に
固
定
さ
せ
ら
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
普
遍
的
な
も
の
は
生
命
的
な
も
の
と
し
て
自
己
を
種
々
の
現
実
の
形
態

に
分
化
し
つ
つ
発
展
す
る
。
渾
沌
と
し
て
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
よ
う
に
見
え
る
現
実
の
う
ち
に
一
般
的
な
も
の
を

発
見
す
る
の
が
批
評
の
任
務
で
あ
り
、
し
か
し
ひ
と
た
び
一
般
的
な
も
の
が
樹
立
さ
れ
た
後
に
は
そ
の
硬
化
に
対

し
て
防
衛
す
る
こ
と
が
批
評
の
任
務
で
あ
る
。



一
一
三

批
評
の
生
理
と
病
理

四

右
に
述
べ
た
二
種
類
の
批
評
の
ほ
か
に
な
お
第
三
の
種
類
の
批
評
が
あ
る
。
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
は
『
批
評
の
生
理

学
』
に
お
い
て
、
自
然
生
的
批
評
、
専
門
的
批
評
及
び
大
作
家
の
批
評
と
い
う
三
種
類
を
掲
げ
て
い
る
。
文
学
に

つ
い
て
い
う
と
、
わ
が
国
で
も
創
作
家
が
批
評
を
書
く
こ
と
は
多
く
、
あ
ま
り
に
多
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で

あ
る
。
反
対
に
、
新
聞
雑
誌
で
専
門
の
文
学
史
家
に
批
評
を
書
か
せ
る
こ
と
を
も
っ
と
試
み
て
も
宜
か
ろ
う
と
思

う
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
創
作
家
の
批
評
と
は
如
何
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
我
々
は
創
作
家
の
批
評
を
種
類
に
お
い
て
批
評
家
の
批
評
と
区
別
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
問

題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
正
宗
白
鳥
氏
が
こ
の
頃
書
か
れ
る
批
評
の
如
き
は
創
作
家
の
批
評
で
な
く
む

し
ろ
批
評
家
の
批
評
と
見
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
創
作
家
の
批
評
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
自
己
の
創
作
の
見
地
か

ら
の
批
評
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
先
ず
単
な
る
趣
味
の
批
評
で
は
な
い
。
趣
味
の
批
評
は
却
っ
て
教
養
あ
る
公

衆
の
批
評
で
あ
り
、話
さ
れ
る
批
評
で
あ
る
。
創
作
家
が
最
上
の
趣
味
の
人
間
で
あ
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

趣
味
は
そ
れ
だ
け
で
は
何
物
も
創
造
し
な
い
。
あ
ま
り
に
趣
味
の
豊
か
な
芸
術
家
は
十
分
に
冒
険
的
で
あ
る
こ
と

が
で
き
ず
、泳
ぐ
た
め
に
水
の
中
へ
敢
て
飛
び
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
趣
味
は
臆
病
な
も
の
で
あ
る
。
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「
我
々
を
無
く
す
る
ひ
と
つ
の
物
、
我
々
を
束
縛
す
る
ひ
と
つ
の
馬
鹿
げ
た
物
が
あ
る
。
そ
れ
は
『
趣
味
』、
よ
い

趣
味
で
あ
る
。我
々
は
そ
れ
を
持
ち
過
ぎ
て
い
る
、我
々
は
必
要
以
上
に
そ
れ
に
構
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。」

と
フ
ロ
ベ
ー
ル
も
書
い
て
い
る
。
創
作
す
る
に
は
情
熱
が
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
マ
ニ
ア
が
、
洗
煉
さ
れ
た
も
の
よ
り

も
む
し
ろ
自
然
的
な
も
の
、
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
趣
味
は
既
に
在
る
も
の
、
実
現
さ
れ
た
作
品

の
上
で
は
た
ら
く
の
で
あ
っ
て
、
何
か
全
く
新
し
い
も
の
を
作
る
に
は
そ
れ
だ
け
で
は
無
能
力
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
創
作
家
の
批
評
が
公
平
で
あ
る
と
は
誰
も
信
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
ま
り
に
よ
く
理
解
す
る
者
は
実
践
的
で

あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
、
或
い
は
む
し
ろ
、
す
べ
て
を
理
解
す
る
者
は
何
事
も
真
に
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

創
作
家
の
批
評
に
お
け
る
偏
見
、
不
公
正
を
指
摘
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
尤
も
、
公
平
な
批
評
が
必
ず
し
も

有
力
な
批
評
で
は
な
い
。
世
の
中
に
は
無
理
の
な
い
批
評
で
し
か
も
そ
れ
か
ら
何
も
学
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
批
評

が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
創
作
家
の
批
評
は
自
分
と
反
対
の
思
想
、
傾
向
、
気
質
の
作
家
及
び
作
品
を
批
評
し

た
場
合
よ
り
も
自
分
と
同
じ
気
質
、
傾
向
、
思
想
の
作
家
及
び
作
品
を
批
評
し
た
場
合
に
面
白
い
も
の
、
有
益
な

も
の
が
多
い
。
欠
点
の
批
評
よ
り
も
長
所
の
批
評
に
美
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
批
評
の
美
し
さ
は
、
情
熱
と
感

激
、
共
感
と
共
鳴
を
も
っ
て
、
自
分
と
コ
ン
ジ
ー
ニ
ア
ル
な
も
の
に
お
い
て
そ
の
ジ
ー
ニ
ア
ス
を
発
見
し
て
ゆ
く

深
さ
で
あ
る
。
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い
ま
芸
術
家
の
場
合
に
つ
い
て
い
っ
た
こ
と
は
、
思
想
及
び
学
問
の
領
域
に
お
け
る
創
造
者
、
発
見
家
、
体
系

家
な
ど
に
つ
い
て
も
、
或
る
程
度
ま
で
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
そ
れ
ら
の
人
々
は
独
立
の
批
評
的
文
章

を
書
か
な
い
に
し
て
も
何
等
か
の
仕
方
で
批
評
し
て
い
る
。
批
評
を
含
む
こ
と
な
し
に
は
創
造
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
と
い
う
の
が
人
間
的
創
造
の
約
束
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
等
は
批
評
家
に
よ
っ
て
批
評
さ
れ
る
ば
か

り
で
な
く
、
自
分
自
身
で
も
批
評
す
る
。
彼
等
は
彼
等
の
批
評
家
を
も
批
評
す
る
、
し
か
も
批
評
的
文
章
に
よ
っ

て
で
な
く
、
む
し
ろ
自
己
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
著
作
に
よ
っ
て
批
評
す
る
。
彼
等
の
創
作
は
他
の
批
評
に
対
す
る
熱

烈
な
答
弁
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
か
く
て
要
す
る
に
、
人
間
の
世
界
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
批
評
す
る
者
で
あ
る

と
共
に
批
評
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
後
に
批
評
す
る
者
は
誰
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
歴
史
で
あ
る
、
と
答

え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
答
は
全
く
正
し
い
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
歴
史
は
ま
た
人
間
の
作
る
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
附
け
加
え
る
の
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
批
評
家
を
悉
く
気
に
す
る
者
は
馬
鹿
で
あ
る
、
し

か
し
批
評
家
を
全
く
気
に
し
な
い
者
も
馬
鹿
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
歴
史
を
動
か
す
大
勢
力
は
大
衆
で
あ
る
。
そ

れ
故
に
恐
る
べ
き
は
批
評
家
で
な
く
て
大
衆
で
あ
る
と
い
え
る
。
社
会
的
に
評
価
さ
れ
な
く
な
る
や
否
や
、
如
何

な
る
仕
事
も
忘
却
の
海
の
中
に
影
を
没
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
あ
ら
ゆ
る
批
評
す
る
者

の
用
い
得
る
最
も
恐
る
べ
き
手
段
は
最
も
簡
単
な
手
段
で
あ
る
、
即
ち
黙
殺
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
日
の
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多
く
の
批
評
家
の
欠
点
は
こ
の
有
効
な
手
段
を
用
い
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

さ
て
批
評
は
嘗
て
天
才
の
頂
上
に
達
し
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
批
評
が
批
評
と
し
て
そ
こ
に
到
達
し
た

こ
と
は
未
だ
な
く
、
ま
た
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
さ
え
思
わ
れ
る
。
批
評
家
は
身
体
の
な
い
精
神
で
あ
る

と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
身
体
的
な
も
の
、
自
然
的
な
も
の
、
物
質
的
な
も
の
な
し
に
は
天
才
は
な
い
。
天
才
と

は
行
為
し
、
生
産
し
、
創
造
す
る
者
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
身
体
の
な
い
精
神
で
あ
る
よ
う
な
批
評
家
が
天
才
的

な
も
の
に
達
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
嘗
て
存
在
す
る
最
上
の
批
評
は
単
な
る
批
評
家
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
批
評
の
傑
作
と
い
わ
れ
る
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
を
書
い
た
の
は
哲
学
者
プ
ラ
ト
ン
で

あ
っ
て
、
彼
は
単
な
る
批
評
家
で
は
な
か
っ
た
。
好
き
批
評
家
は
身
体
を
も
て
る
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し

か
る
に
批
評
家
が
真
に
身
体
を
も
つ
と
き
彼
は
批
評
家
以
上
の
も
の
と
な
る
、
彼
は
実
践
的
指
導
者
と
な
り
、
或

い
は
文
化
の
諸
領
域
に
お
け
る
創
作
家
、
創
造
者
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
他
の
方
面
か
ら
見
る
と
、
批

評
の
精
神
な
く
し
て
指
導
者
も
創
作
家
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
指
導
者
や
創
作
家
と
並
べ
て
、
批
評
家
の
位
置
は
何

を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
批
評
家
は
啓
蒙
家
で
あ
る
。
か
く
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
批
評
家
の
価
値
を
低

く
評
価
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
他
の
機
会
に
述
べ
た
如
く
、
社
会
の
転
形
期
は
一
般
に
啓
蒙
時
代
と
し
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て
特
徴
附
け
ら
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
時
代
に
お
け
る
啓
蒙
家
の
役
割
は
決
し
て
小
さ
く
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
特
に
批
評
家
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
仕
事
は
啓
蒙
家
で
あ
る
こ
と
に
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
を
通
俗
化

す
る
人
の
よ
う
に
見
る
見
方
は
間
違
っ
て
い
る
。
従
来
の
学
問
上
の
定
説
或
い
は
通
説
を
真
理
と
し
て
こ
れ
を
通

俗
化
す
る
だ
け
で
は
生
き
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
。
彼
等
は
む
し
ろ
そ
れ
を
訂
正
し
、
作
り
直
す
人
で
あ

る
。
彼
等
の
優
秀
な
者
は
、
十
八
世
紀
の
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
当
代
の
立
派
な

学
者
で
あ
る
。
し
か
し
彼
等
は
い
わ
ゆ
る
学
者
で
は
な
い
。
彼
等
に
と
っ
て
は
純
粋
に
学
究
的
な
問
題
で
は
な
く

て
社
会
の
現
実
的
な
問
題
が
関
心
の
中
心
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
本
質
は
、
学
問
を
通
俗
化
す
る
こ
と
に

あ
る
の
で
な
く
、
新
し
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
代
表
し
、
独
特
の
文
体
を
も
ち
、
そ
し
て
問
題
の
或
る
特
殊
な
取
扱

い
方
を
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
彼
等
は
学
者
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
広
義
に
お
け
る
文
学
者
で
あ
っ
て
、
十
八
世

紀
の
百
科
辞
書
家
と
同
じ
く
文
学
史
上
に
独
自
の
位
置
を
占
む
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト

も
あ
の
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
と
同
じ
く
或
る
特
殊
な
文
学
形
態
を
生
産
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
う

す
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
啓
蒙
と
は
旧
い
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る
新
し
い
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
宣
伝
及
び
普
及
を
意
味
し
て
い
る
。
転
形
期
の
社
会
に
お
い
て
は
相
対
立
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
存
在

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
啓
蒙
は
批
評
を
離
れ
て
は
行
わ
れ
得
な
い
。
そ
こ
に
批
評
家
の
批
評
家
と
し
て
の
歴
史
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に
お
け
る
役
割
が
あ
る
。
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】
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歴
史
的
自
省
へ
の
要
求

歴
史
的
自
省
へ
の
要
求

文
学
上
の
作
品
が
凡
て
何
等
か
の
仕
方
で
歴
史
的
社
会
的
な
制
約
を
受
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
先
ず
作
品
の
内
容
の
方
面
に
お
い
て
容
易
に
認
め
ら
れ
る
。
或
る
時
代
の
作
品
は
多
く

宮
廷
生
活
を
描
い
た
し
、
他
の
時
代
の
作
品
は
主
と
し
て
町
人
の
生
活
を
描
い
た
。
然
し
か
く
の
如
き
こ
と
が
あ

る
か
ら
と
云
っ
て
、
す
ぐ
さ
ま
文
学
そ
の
も
の
が
原
理
的
に
見
て
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え

ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
現
代
に
お
い
て
も
或
る
作
家
が
既
に
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
人
物
や
事
件
、
例

え
ば
武
士
の
生
活
を
描
く
と
い
う
風
な
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
文
学
の
原
理
は
そ
の
形
式
に
求
め
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
見
え
る
。
い
わ
ゆ
る
内
容
も
文
学
的
形
式
に
這
入
っ
て
い
な
い
限
り
単
に
「
素
材
」
で

あ
っ
て
、
美
学
上
の
意
味
で
は
「
内
容
」
と
も
云
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
広

く
歴
史
を
見
渡
せ
ば
、
そ
の
よ
う
な
文
学
の
形
式
と
い
う
も
の
が
ま
た
変
化
を
経
て
い
る
。
形
式
乃
至
様
式
の
変

遷
を
叙
述
す
る
と
い
う
こ
と
が
文
学
史
の
特
に
重
要
な
仕
事
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
文
学

的
諸
形
式
の
変
化
と
発
展
と
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



一
二
〇

こ
の
場
合
、
そ
れ
は
対
象
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
一
応
答
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
に
見
ら

れ
得
る
方
面
が
あ
る
。
近
代
的
都
市
の
生
活
を
描
く
た
め
に
は
、
或
は
大
衆
行
動
を
描
く
た
め
に
は
、
対
象
自
体

の
性
質
か
ら
規
定
さ
れ
て
或
る
新
し
い
形
式
が
必
要
に
な
っ
て
来
る
。
そ
う
す
れ
ば
文
学
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
る

対
象
が
歴
史
的
社
会
的
に
変
化
す
る
に
応
じ
て
、文
学
の
形
式
も
ま
た
歴
史
的
社
会
的
に
変
化
す
べ
き
筈
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
正
し
い
に
し
て
も
、
然
し
単
に
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
、
な
お
未
だ
十
分
に
文
学
そ
の
も
の
の
問
題

の
核
心
に
触
れ
た
も
の
と
は
云
わ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
云
っ
て
、
文
学
は
人
間
の
物
も
し
く
は
生
活

に
対
す
る
一
定
の
態
度
乃
至
関
係
の
仕
方
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
ま
た
主
観
的
な
方
面
が
問
題
に
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
或
は
文
学
は
広
く
創
作
と
云
わ
れ
る
。
然
る
に
創
作
と
い
う
こ
と
は
対
象
も
し
く
は
客
体
を
模
写

す
る
と
い
う
方
面
か
ら
の
み
で
は
考
え
ら
れ
ず
、
そ
こ
に
は
寧
ろ
主
体
が
自
己
を
表
現
す
る
と
い
う
方
面
が
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
文
学
に
お
け
る
形
式
は
単
に
対
象
の
形
式
で
な
く
、
何
か
主
観
も
し
く
は

主
体
の
形
式
と
い
う
意
味
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
ま
た
形
式
が
内
容
を
規
定
す
る
と
も
云
わ

れ
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
文
学
に
お
け
る
主
観
的
原
理
は
普
通
に
感
情
と
見
做
さ
れ
て
お
り
、
そ
し
て
感
情

が
文
学
の
内
的
原
理
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

然
し
な
が
ら
第
一
に
文
学
は
決
し
て
単
に
感
情
の
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
が
書
い
て
い
る
、



一
二
一

歴
史
的
自
省
へ
の
要
求

「
感
情
が
凡
て
で
あ
る
と
い
つ
で
も
信
じ
て
は
な
ら
ぬ
。
諸
芸
術
に
お
い
て
は
、形
式
な
く
し
て
は
何
物
も
な
い
。」

こ
の
言
葉
に
は
勿
論
い
わ
ゆ
る
形
式
主
義
の
響
が
あ
る
に
し
て
も
、
文
学
に
お
い
て
感
情
が
或
は
ま
た
趣
味
が

凡
て
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
云
っ
た
、「
芸
術
作
品
は
感
情
で
も
っ
て
作
ら
れ
な
い
、

そ
れ
だ
か
ら
ま
た
そ
れ
を
理
解
す
る
に
は
感
情
で
は
十
分
で
な
い
。」「
芸
術
的
に
真
で
あ
る
こ
と
は
、
意
図
の
、

意
欲
の
問
題
で
な
く
、
却
っ
て
才
能
の
、
能
力
の
問
題
で
あ
る
。」
文
学
的
活
動
は
単
に
感
情
の
事
柄
で
な
く
、

作
家
の
表
現
的
才
能
、
創
作
的
能
力
の
問
題
で
あ
る
。
文
学
的
活
動
は
喜
怒
の
感
情
が
お
の
ず
か
ら
顔
色
に
現
れ

る
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
「
表
現
」
で
な
く
、
寧
ろ
「
形
成
」
で
あ
る
。
文
学
に
お
け
る
表
現
活
動
に
は
特
定

の
表
現
手
段
即
ち
言
語
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
語
を
媒
介
と
す
る
表
現
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
言

語
は
社
会
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
且
つ
歴
史
的
に
生
成
し
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
限
り
文

学
は
歴
史
的
社
会
的
規
定
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
現
今
の
日
本
語
は
外
国
語
に
影
響
さ
れ
て
お
り
、
そ

し
て
外
国
語
の
移
入
は
社
会
的
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
文
学
的
活
動
が
形
成
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
テ

ク
ニ
イ
ク
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。然
る
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
彼
の
詩
学
に
お
い
て
示
し
た
如
く
、

文
学
も
し
く
は
或
る
文
学
種
類
の
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ニ
イ
ク
は
そ
の
統
一
性
を
た
だ
一
定
の
歴
史
的
時
代
の
文
化
の

内
容
か
ら
し
て
得
て
来
る
も
の
で
あ
る
。
悲
劇
或
は
叙
事
詩
の
普
遍
妥
当
的
な
テ
ク
ニ
イ
ク
と
い
う
も
の
は
存
し
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な
い
。
芸
術
上
の
テ
ク
ニ
イ
ク
が
歴
史
的
文
化
に
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
例
え
ば
遠
近
法
の
発
見
が

絵
画
に
与
え
た
影
響
の
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
或
は
ま
た
も
と
文
学
以
外
の
領

域
で
考
え
ら
れ
た
唯
物
弁
証
法
な
る
も
の
が
、
今
日
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
創
作
方
法
と
し
て
唱
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
作
家
は
表
現
手
段
及
び
テ
ク
ニ
イ
ク
の
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
諸
条
件
の
も
と
に
お

い
て
制
作
す
る
。
尤
も
、
偉
大
な
る
作
家
は
み
ず
か
ら
言
語
（
文
体
）
を
創
造
し
、
み
ず
か
ら
新
し
い
テ
ク
ニ
イ

ク
を
発
見
す
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
な
ど
の
主
観
主
義
的
芸
術
論
の
主
張
す
る
如
く
、
こ
の
よ
う
な
芸
術

的
創
造
的
活
動
も
人
間
の
も
の
で
あ
る
限
り
固
よ
り
純
粋
な
創
造
で
は
な
く
、
却
っ
て
与
え
ら
れ
た
素
材
、
対
象
、

内
容
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
方
面
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
形
成
の
テ
ク
ニ
イ
ク
も
表
現
の
形
式

も
、
内
容
を
生
か
す
も
の
と
し
て
真
の
テ
ク
ニ
イ
ク
で
あ
り
真
の
形
式
で
あ
ろ
う
、
然
し
な
が
ら
そ
こ
に
は
何
か

創
作
性
と
い
う
べ
き
も
の
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
こ
の
も
の
は
客
体
の
側
か
ら
で
な
し
に
主
体
の
側

か
ら
で
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
人
間
の
感
情
も
そ
の
内
容
性
に
お
い
て
は
ま
た
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
ず
感
情

は
そ
れ
自
身
だ
け
で
孤
立
し
て
い
る
も
の
で
な
く
、
表
象
や
思
惟
な
ど
の
諸
機
能
と
つ
ね
に
一
定
の
関
係
を
取
り

結
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
感
情
の
歴
史
性
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
た
だ
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
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歴
史
的
自
省
へ
の
要
求

そ
れ
は
つ
ね
に
「
誰
か
」
の
感
情
で
あ
る
。
作
品
も
誰
か
の
作
品
で
あ
る
。
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ア
ル
ベ
ル
ト
・
ラ

ン
ゲ
が
何
処
か
で
云
っ
た
、「
そ
れ
が
諸
対
立
に
お
い
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
直
線
的
に
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
己
自

身
か
ら
発
展
す
る
哲
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
た
だ
彼
等
の
教
説
も
含
め
て
彼
等
の
時
代
の
子

供
で
あ
る
と
こ
ろ
の
哲
学
す
る
諸
個
人
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。」
か
く
の
如
き
考
察
の
仕
方
は
文
学
の
場
合
に
あ

っ
て
も
甚
だ
大
切
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
然
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
特
に
そ
の
よ
う
な
人
間
の
問
題
は
「
天
才
」
の
問

題
に
お
い
て
集
中
さ
れ
、
そ
の
頂
点
に
達
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
近
来
あ
ま
り
に
無
視
さ
れ
て
い
る
天
才
論

の
新
し
き
開
拓
は
文
学
論
の
発
展
の
た
め
に
重
要
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
こ
で
立
入
る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
且
つ
複
雑
な
問
題
で
あ
る
。
然
し
単
に
個
人
的
な
も
の
は
天
才

的
な
も
の
で
な
か
ろ
う
。
天
才
も
社
会
的
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
社
会
的
に
規
定
さ
れ
る
方
面
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
け
れ
ど
も
天
才
は
単
に
時
代
の
子
供
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
時
代
に
先
駆
し
、
時
代
を
超
越
す
る
と

こ
ろ
が
あ
る
。
か
く
の
如
き
時
代
に
対
す
る
先
駆
も
し
く
は
超
越
は
如
何
に
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と

が
考
え
ら
れ
得
る
た
め
に
は
人
間
が
い
わ
ば
一
重
の
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
二
重
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
言
い
換
え

れ
ば
人
間
に
お
い
て
主
体
と
客
体
と
の
分
裂
の
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ま
た
こ
の
と
き
社
会
的
な

も
の
を
単
に
客
体
の
方
面
に
お
い
て
の
み
考
え
る
べ
き
で
な
く
、
そ
し
て
主
体
的
な
も
の
を
単
に
個
人
的
と
見
做



一
二
四

す
べ
き
で
は
な
い
。
人
間
は
単
に
個
人
で
も
な
く
、
単
に
社
会
で
も
な
く
、
却
っ
て
人
間
は
そ
の
全
き
現
実
性
に

お
い
て
は
社
会
と
個
人
と
の
弁
証
法
的
中
間
者
で
あ
る
。
中
間
者
た
る
こ
と
が
人
間
の
最
も
根
本
的
な
規
定
で
あ

る
。
か
か
る
も
の
と
し
て
人
間
は
二
重
の
意
味
に
お
け
る
歴
史
、
即
ち
私
の
い
う
存
在
と
し
て
の
歴
史
及
び
事
実

と
し
て
の
歴
史
に
属
す
る
。
文
学
上
の
作
品
が
或
る
超
時
代
的
な
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
も
、
何
か
そ
こ
に
客

観
的
に
一
定
不
変
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
説
明
さ
る
べ
き
で
な
く
、
寧
ろ
事
実
と
し
て
の
歴
史
の
存
在
と

し
て
の
歴
史
に
対
す
る
非
連
続
を
認
め
る
こ
と
を
手
懸
り
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん

主
体
的
事
実
も
客
体
的
存
在
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
然
し
客
体
も
主
体
と
の
内
的
関
係
を
離
れ

て
は
文
学
の
内
容
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
作
家
の
「
世
界
像
」
は
ど
こ
ま
で
も
客
観
的
歴
史
的
に
規
定
さ
れ

て
い
る
。
然
し
な
が
ら
そ
の
よ
う
な
芸
術
的
世
界
像
を
そ
の
根
柢
に
お
い
て
規
定
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
作
家

の
「
世
界
観
」
で
あ
る
。
世
界
観
は
そ
の
根
源
に
従
え
ば
主
体
的
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
私
が
歴
史
哲
学
に
お

い
て
論
述
し
た
如
き
歴
史
の
二
重
の
意
味
及
び
両
者
の
弁
証
法
的
対
立
及
び
統
一
の
把
握
に
よ
っ
て
文
学
の
世
界

の
構
造
の
理
解
へ
の
端
緒
も
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

【1933.4

】
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ポ
ー
ル
・
ブ
ー
ル
ジ
ェ
【Paul B

ourget, 1852-1935

】
は
小
説
を
風
俗
小
説
と
心
理
解
剖
小
説
と
に
分
け
て
い
る
。

何
か
こ
の
よ
う
な
区
別
が
認
め
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
分
類
は
形
式
的
だ
、
然
し
そ
れ

だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
は
有
益
な
の
で
あ
る
。
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
る
と
小
説
の
こ
の
よ
う
な
区
別
は
人
間
の
捉
え
方
の

相
違
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
凡
て
の
人
間
は
、
或
る
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
彼
が
そ
れ
を
代
表
す
る
環
境
及
び
階
級

の
産
物
で
あ
り
、
―
―
他
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
階
級
に
お
け
る
孤
独
の
人
物
、
こ
の
環
境
に
お
け
る
独
創

の
人
物
で
あ
る
。
風
俗
小
説
は
そ
の
一
方
の
側
面
か
ら
、
分
析
（
心
理
解
剖
）
小
説
は
そ
の
他
方
の
側
面
か
ら
人

間
を
捉
え
て
描
く
の
で
あ
る
。

小
説
を
何
か
こ
の
よ
う
に
区
別
す
る
と
し
て
、
い
ず
れ
が
本
格
的
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
い
ろ

い
ろ
議
論
の
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
近
頃
の
日
本
の
い
わ
ゆ
る
「
本
格
小
説
」
論
は
、
よ
く
バ
ル
ザ
ッ
ク
が

引
合
に
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
風
俗
小
説
を
も
っ
て
本
格
小
説
と
す
る
傾
向
が
あ
る
。
然
る
に
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
、
彼

自
身
の
作
家
的
立
場
か
ら
し
て
も
想
像
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
出
現
及
び
そ
の
影
響
を
フ
ラ
ン



一
二
六

ス
小
説
史
に
お
け
る
蝕
の
よ
う
に
見
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
最
も
フ
ラ
ン
ス
的
な
も
の
は
モ
ラ
リ
ス
ト
で

あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
中
世
以
来
の
あ
ら
ゆ
る
伝
統
に
よ
っ
て
モ
ラ
リ
ス
ト
で
コ
ン
ト
ウ
ル
で
あ
る
。
我
々
の
国

民
的
芸
術
の
凡
て
の
変
遷
に
も
拘
ら
ず
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
き
、
従
っ
て
フ
ラ
ン
ス
的
に
思
考
す
る
人
間
が
存
在

す
る
限
り
、
我
々
は
つ
ね
に
そ
れ
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
、
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
云
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
フ
ラ
ン

ス
に
と
っ
て
は
心
理
解
剖
小
説
が
寧
ろ
本
格
的
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
彼
は
風
俗
小
説
が
不

可
能
で
あ
る
と
か
、
無
価
値
で
あ
る
と
か
、
と
考
え
る
の
で
は
な
く
、
風
俗
小
説
と
解
剖
小
説
と
の
二
つ
の
形
式

は
相
並
ん
で
栄
え
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
栄
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
一
方
の
例
は
他
方
の
起
ち
上
が
る
こ
と
を
助

け
る
も
の
で
あ
る
、と
い
う
風
に
見
て
い
る
。
宇
野
浩
二
氏
で
あ
っ
た
か
が
先
達
て
強
調
し
て
云
わ
れ
た
よ
う
に
、

日
本
の
小
説
の
優
秀
な
も
の
は
伝
統
的
に
殆
ど
み
な
心
境
小
説
乃
至
私
小
説
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
本
に
と
っ
て

は
本
格
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
民
性
と
芸
術
と
の
関
係
は
多
く
の
研
究
を
要

す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
近
頃
の
本
格
小
説
論
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
風
の
風
俗
小
説
乃
至
社
会
小
説
の
要

求
に
も
全
く
重
要
な
も
の
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
、
そ
れ
が
特
に
今
日
の
文
学
の
事
情
に
痛
切
な
意
味
を
有
す
る

と
い
う
こ
と
も
疑
わ
れ
な
い
。

そ
こ
で
ブ
ー
ル
ジ
ェ
に
よ
る
と
、
人
間
は
一
方
で
は
社
会
に
属
す
る
と
共
に
、
他
方
で
は
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
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い
ま
作
家
が
、
或
る
人
間
を
そ
の
群
の
他
の
見
本
と
類
似
す
る
側
面
か
ら
描
こ
う
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
人

間
が
そ
の
群
の
な
か
で
区
別
さ
れ
る
側
面
を
描
こ
う
と
す
る
か
に
従
っ
て
、
手
続
の
上
に
大
き
な
相
違
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
第
一
の
場
合
で
は
、
作
家
は
平
均
的
な
諸
人
物
―
―
と
い
う
の
は
彼
等
は
一
の
環
境
の
習
慣
を
最
も

よ
く
代
表
す
る
か
ら
―
―
を
選
び
、
こ
れ
ら
の
人
物
を
沢
山
に
出
会
わ
れ
る
よ
う
な
境
遇
に
お
き
、
ま
た
そ
の
階

級
の
ヴ
ァ
ラ
エ
テ
ィ
を
多
様
に
す
る
た
め
に
人
物
を
殖
す
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
風
俗
小
説
の
規

則
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
『
人
間
喜
劇
』
の
総
序
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
、
と
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
考
え

る
。
即
ち
バ
ル
ザ
ッ
ク
は
ジ
ョ
フ
ロ
ワ
・
セ
ン
チ
レ
ー
ル
の
理
論
を
応
用
し
て
そ
こ
で
次
の
如
く
書
い
て
い
る
。

「
唯
一
つ
の
動
物
し
か
存
在
し
な
い
。…
…
動
物
は
、そ
こ
で
発
展
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
環
境
に
お
い
て
、

そ
の
外
的
形
態
、
或
い
は
、
一
層
正
確
に
云
う
な
ら
ば
、
そ
の
形
態
の
諸
差
異
、
を
と
る
一
原
理
で
あ
る
。
動
物

学
上
の
種
は
こ
の
よ
う
な
諸
差
異
か
ら
結
果
す
る
。
…
…
私
は
、
こ
の
関
係
の
も
と
に
、
社
会
が
自
然
に
似
て
い

る
の
を
見
る
。
自
然
は
人
間
か
ら
、
彼
の
活
動
が
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
環
境
に
従
っ
て
、
動
物
学
に
諸
々
の
ヴ
ァ

ラ
エ
テ
ィ
が
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
沢
山
の
異
な
っ
た
人
間
を
作
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。」
と
。
然
る
に
も
し
小

説
家
が
心
情
や
性
格
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
明
ら
か
に
し
、
激
情
の
生
成
に
あ
た
り
感
情
の
争
に
お
い
て
行
わ
れ
る
内

的
な
活
動
を
露
に
示
そ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
彼
は
か
か
る
内
面
的
生
活
が
最
も
豊
富
で
あ
る
よ
う
な
人
物
、
そ
の
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個
性
が
環
境
よ
り
も
つ
ね
に
強
く
あ
り
得
る
よ
う
な
人
物
を
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
彼
は
稀
な
る
情
況
、

特
殊
な
危
機
を
好
ん
で
選
ぶ
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
人
間
の
奥
底
は
そ
の
場
合
に
お
い
て
最
も
完
全
に
示
さ
れ
る

か
ら
。
彼
は
人
物
の
数
多
い
こ
と
を
避
け
る
で
あ
ろ
う
、
な
ぜ
な
ら
強
い
内
面
的
生
活
と
い
う
も
の
は
我
々
の
感

受
性
が
甚
だ
少
数
の
存
在
の
上
に
集
中
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
す
る
か
ら
。

か
く
の
如
く
ブ
ー
ル
ジ
ェ
は
、
や
や
概
括
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
風
俗
小
説
と
心
理
解
剖
小
説
と
に
お
け
る
創

作
方
法
上
の
相
違
を
説
明
し
た
。
私
は
も
ち
ろ
ん
か
よ
う
な
問
題
に
立
入
ろ
う
と
い
う
の
で
な
い
。
た
だ
ブ
ー
ル

ジ
ェ
の
説
明
か
ら
も
知
ら
れ
る
如
く
、
小
説
に
は
「
タ
イ
プ
」
を
描
こ
う
と
す
る
も
の
と
性
格
を
描
こ
う
と
す
る

も
の
と
の
区
別
が
あ
る
と
考
え
得
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
の
で
あ
る
。
風
俗
小
説
は
前
者
に
属
し
、
心
理
解
剖
小

説
は
後
者
に
属
す
る
と
見
ら
れ
て
も
よ
い
。尤
も
風
俗
小
説
と
心
理
解
剖
小
説
と
の
区
別
と
云
っ
て
も
相
対
的
だ
。

バ
ル
ザ
ッ
ク
に
モ
ラ
リ
ス
ト
の
方
面
が
な
い
と
云
え
ば
大
き
な
間
違
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
よ
う
に
、
性
格
及
び
タ

イ
プ
の
概
念
も
、
我
々
が
い
わ
ば
術
語
的
に
区
別
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
明
瞭
に
、
実
際
に
お
い
て
区
別
し
得
る
も

の
で
な
く
、寧
ろ
普
通
に
は
二
つ
の
語
は
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
云
っ
て
、

両
者
が
区
別
さ
れ
得
な
い
わ
け
で
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
が
無
益
で
あ
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
に
思

う
。
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性
格
と
タ
イ
プ

例
え
ば
こ
の
頃
の
心
理
小
説
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
タ
イ
プ
を
描
い
て
い
る
と
は
云
わ
れ
な
い
に
し
て
も
、
然

し
そ
れ
は
十
分
に
性
格
を
描
い
て
い
る
。
新
し
い
心
理
小
説
は
、
古
い
心
理
解
剖
小
説
に
お
い
て
考
え
ら
れ
た
よ

う
に
、
心
理
を
行
為
の
原
因
と
見
る
の
で
な
い
、
寧
ろ
心
理
の
根
柢
に
「
行
為
」
を
考
え
、
こ
の
行
為
は
外
的
行

為
の
こ
と
で
な
く
却
っ
て
「
無
」
と
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
―
―
「
虚
無
と
行
為
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
た
ち

は
も
う
一
度
考
え
直
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
き
が
来
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
」（
横
光
利
一
氏
）。
―
―
こ
の
行
為
は
、
云

っ
て
み
れ
ば
、
創
造
さ
れ
た
も
の
の
運
動
の
こ
と
で
な
く
、
創
造
す
る
も
の
の
行
為
、
創
造
す
る
も
の
そ
の
も
の

で
あ
る
。
心
理
を
行
為
の
原
因
と
考
え
る
の
は
正
し
く
な
い
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
の
行
為
は
意

識
的
に
行
わ
れ
る
よ
り
も
遥
か
に
多
く
「
無
意
識
」
に
お
い
て
行
わ
れ
、
従
っ
て
動
機
―
―
行
為
の
動
機
は
普
通

に
心
理
と
考
え
ら
れ
て
い
る
―
―
な
し
に
行
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
無
動
機
の
行
為
」
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
も
し
心
理
が
行
為
の
原
因
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
心
理
か
ら
行
為
が
必
ず
結
果
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、

実
際
は
そ
う
で
な
く
、
一
の
行
為
の
原
因
は
寧
ろ
他
の
行
為
で
あ
る
。
然
る
に
か
く
の
如
く
行
為
と
行
為
と
の
因

果
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
外
的
物
体
の
「
運
動
」
の
如
き
も
の
と
何
等
異
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
り
、
特
に
「
行

為
」
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
、普
通
に
い
う
行
為
即
ち
外
的
行
為
の
原
因
は
、「
無
」

と
も
云
う
べ
き
内
的
行
為
で
あ
っ
て
、
心
理
は
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
外
的
行
為
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と
い
う
の
は
客
体
的
な
も
の
、
内
的
行
為
と
い
う
の
は
主
体
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
心
理
は
客
体
を
反
映
す
る
ば

か
り
で
な
く
、
一
層
根
源
的
に
は
主
体
を
表
出
す
る
。
人
間
心
理
は
有
を
写
す
ば
か
り
で
な
く
、
寧
ろ
無
を
顕
に

す
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
心
は
深
ま
れ
ば
深
ま
る
ほ
ど
そ
こ
に
無
が
開
か
れ
て
来
る
の
で
あ
り
、
無
の
力
が
示
さ

れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
形
無
き
も
の
の
形
を
見
よ
う
と
す
る
こ
と
が
我
々
の
心
の
最
も
内
的
な
要
求
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
ブ
ー
ル
ジ
ェ
な
ど
の
よ
う
に
、
心
理
を
行
為
の
原
因
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
心
理
を
描
く
こ

と
が
タ
イ
プ
を
描
く
と
い
う
こ
と
に
な
り
得
る
に
し
て
も
、
新
し
い
心
理
小
説
に
お
い
て
の
如
く
、
心
理
が
そ
の

よ
う
に
見
ら
れ
ず
、
ま
た
心
理
を
そ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
真
で
も
な
い
と
す
れ
ば
、
心
理
を
描
く
こ
と
は
タ
イ

プ
を
描
く
こ
と
と
は
別
の
、
独
立
の
こ
と
で
あ
り
得
る
。
然
し
心
理
は
ど
こ
ま
で
も
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
純

粋
に
心
理
を
描
く
と
し
て
、
そ
の
場
合
タ
イ
プ
は
描
か
れ
は
し
な
い
が
、
性
格
は
十
分
に
描
か
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
い
な
、
純
粋
に
性
格
を
描
こ
う
と
す
れ
ば
心
理
を
描
く
こ
と
に
よ
る
ほ
か
な
い
と
も
云
え
る
。

と
こ
ろ
で
タ
イ
プ
は
如
何
で
あ
る
か
。
タ
イ
プ
は
外
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
タ
イ
プ
を
描
く
た
め

に
は
い
わ
ゆ
る「
観
察
の
美
学
」が
必
要
で
あ
る
。
タ
イ
プ
と
い
う
概
念
に
も
種
々
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
、

ブ
ー
ル
ジ
ェ
が
述
べ
た
如
き
「
平
均
人
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

タ
イ
プ
は
も
ち
ろ
ん
観
察
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
或
る
時
代
、
或
る
社
会
の
「
風
俗
」
を
描
こ
う
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と
い
う
場
合
に
は
何
か
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
が
描
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
彫
刻
は
タ
イ

プ
を
現
し
て
い
る
と
い
う
風
に
云
わ
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
平
均
人
の
如
き
も
の
で
な
く
寧
ろ
「
典
型
人
」
乃
至
理

想
的
人
間
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
れ
は
タ
イ
プ
と
し
て
決
し
て
た

だ
観
念
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
極
め
て
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
イ
デ
ー
的
な
も
の
と
云
っ
て
も
既
に
客
体

的
な
も
の
で
あ
る
。
観
察
の
美
学
を
除
い
て
タ
イ
プ
は
構
成
さ
れ
ず
、
そ
の
よ
う
な
リ
ア
リ
ズ
ム
を
離
れ
て
古
典

主
義
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
観
察
―
―
ロ
ゴ
ス
的
意
識
―
―
は
高
ま
る
に
応
じ
て
統
一
し
組
織
す
る
。
ゲ
ー
テ
の
云

っ
た
如
く
、「
我
々
は
世
界
の
う
ち
へ
注
意
深
く
眺
め
入
る
凡
て
の
場
合
に
お
い
て
既
に
理
論
し
て
い
る
」
の
で

あ
る
。
見
る
こ
と
の
意
味
は
タ
イ
プ
的
に
見
る
こ
と
で
あ
る
と
云
わ
れ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
ま
た
タ
イ
プ
は
単
に
観
察
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
な
い
。
プ
ロ
ッ
ト
の
構
成
の
如
き
も
の
は

我
々
は
こ
れ
を
「
発
見
」
と
云
い
、
然
し
タ
イ
プ
の
構
成
は
我
々
は
こ
れ
を
「
創
造
」
と
呼
ぶ
。
タ
イ
プ
は
芸
術

家
の
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
は
彼
の
グ
レ
ー
チ
ヘ
ン
【G

retchen

グ
レ
ー
ト
ヒ
ェ
ン
】
を
全
然
原
物
を
観
察

す
る
こ
と
な
し
に
自
分
で
考
え
出
し
た
と
言
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
際
、
彼
は
多
分
そ
れ
を
何

等
外
部
に
見
出
さ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
の
創
造
物
が
寧
ろ
原
物
で
あ
っ
て
、
我
々
は
時
と
し
て
グ
レ
ー
チ
ヘ

ン
に
似
た
者
を
現
実
の
少
女
の
う
ち
に
見
る
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
描
い
た
人
物
に
し
て
も
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や
は
り
単
に
観
察
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
彼
の
創
造
し
た
も
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
デ
ス
は
バ
ル
ザ

ッ
ク
を
浪
漫
主
義
者
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
方
面
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
タ
イ
プ
は
一
般
的
に
云
え
ば
芸
術
家
の
観
察
と
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
の
結
合
か
ら
生
れ

る
。
そ
の
意
味
で
タ
イ
プ
は
ど
こ
ま
で
も
「
構
成
」
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、性
格
は
「
叙
述
」
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
に
対
し
タ
イ
プ
は
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
タ
イ
プ
は
ロ
ゴ
ス
と
パ
ト
ス
と
の
結
合
か

ら
生
れ
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
タ
イ
プ
の
構
成
に
あ
っ
て
は
パ
ト
ス
は
主
体
的
意
識
で
あ
り
な
が
ら
ど
こ
ま
で

も
客
観
的
な
も
の
に
向
お
う
と
し
、
即
ち
希
求
的
に
は
た
ら
く
と
見
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
客
観
的
な
も
の
に
対
す

る
ア
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
意
識
（
パ
ト
ス
）
が
エ
ロ
ス
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
エ
ロ
ス
は
宗
教
的
な
愛
即
ち
ア

ガ
ペ
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
エ
ロ
ス
は
神
の
愛
で
な
く
、
エ
ロ
ス
は
却
っ
て
デ
モ
ン
で
あ
る
。
そ
し
て
「
デ
モ
ン

の
協
力
な
し
に
は
芸
術
作
品
は
存
し
な
い
。」（
ジ
ー
ド
）。タ
イ
プ
は
一
般
に
は
観
察
と
希
求
と
の
結
合
で
あ
る
が
、

そ
の
い
ず
れ
か
一
方
が
ま
さ
っ
て
い
る
に
応
じ
て
平
均
人
と
典
型
人
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
プ
の
区
別
が
生
ず
る
で

あ
ろ
う
。
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
が
云
っ
た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
う
ち
に
は
た
ら
く
「
組
織
」
と
「
結
晶
」

と
い
う
二
つ
の
作
用
が
人
間
の
生
の
う
ち
に
も
は
た
ら
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
観
察
（
ロ
ゴ
ス
的
意
識
）
の
は
た

ら
き
は
組
織
で
あ
り
、
―
―
ロ
ゴ
ス
は
語
原
的
に
「
集
め
る
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
―
―
エ
ロ
ス
（
パ
ト
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ス
的
意
識
）
の
は
た
ら
き
は
結
晶
で
あ
る
―
―
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
恋
愛
論
を
比
較
せ
よ
。
か
く
し
て
ま
た
タ
イ
プ

に
組
織
的
タ
イ
プ
と
結
晶
的
タ
イ
プ
と
い
う
区
別
を
考
え
て
も
よ
い
。

性
格
は
寧
ろ
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
タ
イ
プ
は
形
作
ら
れ
る
も
の
、そ
の
意
味
で
教
養
的
、

文
化
的
ま
た
歴
史
的
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
性
格
は
人
間
存
在
の
諸
々
の
可
能
性
を
表
す
、
然
る
に
タ
イ
プ
は

こ
の
よ
う
な
可
能
性
の
限
定
さ
れ
た
も
の
、も
し
く
は
実
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
性
格
は
内
的
な
も
の
で
あ
る
、

内
的
で
な
い
よ
う
な
性
格
は
な
い
。
然
る
に
単
に
内
的
で
あ
る
よ
う
な
タ
イ
プ
は
な
い
。
性
格
が
タ
イ
プ
に
限
定

さ
れ
る
に
は
、
そ
の
う
ち
に
テ
ー
ヌ
の
云
っ
た
「
主
導
的
能
力
」（
フ
ァ
ク
ュ
ル
テ
・
メ
エ
ト
レ
ス
）
の
よ
う
な

も
の
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
家
は
実
際
何
か
そ
の
よ
う
な
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
タ

イ
プ
を
構
成
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
ま
た
タ
イ
プ
は
具
体
的
に
は
環
境
に
お
い
て
、社
会
に
お
い
て
、

歴
史
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
決
し
て
タ
イ
プ
が
量
的
意
味
に
お
い
て
平
均
で
あ
る
こ

と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
も
し
人
間
が
た
だ
環
境
か
ら
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
人

間
は
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
タ
イ
プ
は
単
な
る
平
均
で
な
く
、
タ
イ
プ
自
身
が
個
性
で
あ

り
、
人
間
が
真
に
個
性
的
に
な
る
こ
と
は
タ
イ
プ
的
に
な
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
性
格
は
唯
一
つ
で
も
性
格
で

あ
る
、
そ
れ
だ
か
ら
性
格
を
描
く
た
め
に
は
た
だ
自
己
を
の
み
追
求
す
る
こ
と
で
も
足
り
る
。
然
し
個
性
は
他
の
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個
性
に
対
す
る
と
き
真
の
個
性
で
あ
る
の
で
あ
る
。「
我
々
は
未
だ
個
性
で
な
く
、個
性
た
ら
ん
と
努
め
て
い
る
。」

と
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
が
云
っ
て
い
る
。
我
々
は
既
に
性
格
で
あ
る
、
我
々
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
。
性
格
を
形
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
個
性
に
成
る
の
で
あ
る
。
タ
イ
プ
は
形
成
さ
れ
た
性
格
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
成

作
用
は
組
織
と
結
晶
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
は
た
ら
き
は
人
間
の
生
そ
の
も
の
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。

心
境
小
説
か
ら
の
脱
却
と
い
う
要
求
は
性
格
を
描
く
こ
と
か
ら
タ
イ
プ
を
描
く
こ
と
へ
の
要
求
で
あ
る
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
し
て
も
問
題
は
、
組
織
的
タ
イ
プ
か
結
晶
的
タ
イ
プ
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

【1933.11

】
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今
日
、
文
学
に
お
け
る
新
し
い
精
神
と
い
う
も
の
を
求
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
あ
の
、
特
に
若
い
世
代
に
よ
っ
て

い
わ
れ
て
い
る
人
間
性
の
探
求
と
い
う
標
語
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
性
の
問
題
は
最
初
プ
ロ
レ

タ
リ
ア
文
学
に
対
す
る
批
評
と
し
て
現
れ
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
発
展
の
停
頓
と
共
に
漸
次
普
及
し
た
。
そ
の

た
め
に
人
間
性
の
探
求
の
要
求
は
一
見
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
全
く
対
蹠
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
の
よ

う
に
見
え
た
。
事
実
そ
れ
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
け
る
社
会
的
見
方
並
び
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
方
法
の
人
間

性
に
対
す
る
重
圧
に
向
っ
て
抗
議
的
に
投
げ
掛
け
ら
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
人
間
性
の
探
求
の
問
題
は
、

こ
れ
を
テ
マ
的
に
展
開
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
必
然
的
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
通
じ
て
持
ち
出
さ
れ
た
二
つ

の
重
要
な
問
題
に
、
即
ち
一
方
で
は
社
会
性
の
問
題
、
他
方
で
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
問
題
に
面
接
せ
ざ
る
を
得

な
い
。
か
よ
う
に
し
て
先
ず
第
一
に
、
今
日
人
間
性
の
探
求
に
つ
い
て
語
る
者
は
人
間
性
と
社
会
性
と
の
関
係
を

問
題
に
す
る
こ
と
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
た
し
か
に
重
要
な
、
そ
し
て
根
本
的
な
問
題
で
あ
る
。

し
か
し
私
は
こ
こ
に
第
二
の
、
同
様
に
根
本
的
で
重
要
な
問
題
、
即
ち
文
学
に
お
け
る
人
間
性
の
探
求
と
イ
デ
オ
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ロ
ギ
ー
と
の
関
係
の
問
題
に
注
意
し
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
二
つ
の
問
題
は
相
互
に
関
聯
し
て
い
る
の
で
あ

る
。文

学
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
問
題
と
い
う
と
、
さ
し
あ
た
り
文
学
と
思
想
の
問
題
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。
思
想
は
文
学
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
、
外
部
か
ら
附
け
加
わ
っ
て
来
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

思
想
は
客
観
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と

は
、
過
去
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
多
く
に
お
い
て
は
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
の
適
用
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
あ
の

公
式
主
義
的
類
型
的
文
学
の
傾
向
を
生
じ
、
文
学
は
創
作
で
な
く
論
文
や
解
説
も
し
く
は
そ
の
代
用
物
に
堕
し
去

っ
た
と
い
う
批
評
を
行
は
せ
た
。
か
よ
う
な
文
学
が
人
間
性
の
無
視
、
喪
失
、
虐
殺
に
終
っ
た
の
は
言
う
ま
で
も

な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
与
え
ら
れ
た
思
想
に
よ
っ
て
書
く
の
で
な
し
に
、
作
家
が
み
ず
か
ら
思
考
し
て

書
く
と
し
た
ら
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
事
態
は
た
し
か
に
改
善
さ
れ
得
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
思
考
す

る
と
い
う
こ
と
は
或
る
客
観
的
な
も
の
、
一
般
的
な
理
論
に
到
達
す
る
た
め
で
は
な
い
か
。
思
想
は
か
よ
う
な
客

観
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
と
し
て
、
思
考
す
る
と
い
う
主
観
的
作
用
の
結
果
、
そ
の
生
産
物
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
従
っ
て
思
想
に
よ
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
思
考
し
て
書
く
と
い
う
こ
と
の
簡
約
化
、
経
済
化
に
過
ぎ
な

い
と
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
が
客
観
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
を
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思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
限
り
、
文
学
に
お
け
る
人
間
性
の
問
題
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
の
問
題
と
は
相
容
れ
な
い
二

つ
の
事
柄
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
人
間
性
を
問
題
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
具
体
的
な

も
の
、
性
格
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
、
主
体
的
な
も
の
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し

他
方
、
文
学
か
ら
思
考
を
除
外
し
排
斥
す
る
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
不
可
能
で
も
あ
ろ
う
。

文
学
は
言
語
の
芸
術
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語
が
言
語
を
意
味
す
る
と
共
に
思
考
を
意
味
す

る
如
く
、
言
語
と
思
考
と
は
ど
こ
ま
で
も
一
つ
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
文
学
は
思
想
の
芸
術
と
も
い
わ
れ
て
い

る
。
偉
大
な
文
学
は
つ
ね
に
偉
大
な
思
想
を
含
む
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
し
て
も
単
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
で
あ

る
と
い
う
理
由
で
芸
術
的
に
価
値
が
低
い
と
は
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
文
学
に
お
け
る
思
想
乃
至
思
考

の
問
題
は
根
本
的
な
点
に
お
い
て
困
難
に
出
会
う
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
も
し
人
間
性
の
思
考
と
い
う
よ
う
な
も

の
が
あ
り
得
な
い
と
す
れ
ば
、
人
間
性
の
探
求
と
い
う
こ
と
も
無
意
味
な
言
葉
に
な
り
終
り
は
し
な
い
で
あ
ろ
う

か
。こ

こ
に
お
い
て
我
々
は
思
考
の
両
重
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
重
性
を
現
す
た
め
に
、
我
々

は
論
理
学
（
ロ
ジ
ッ
ク
）
的
思
考
と
修
辞
学
（
レ
ト
リ
ッ
ク
）
的
思
考
と
い
う
語
を
術
語
的
に
導
入
し
よ
う
と
思

う
。
普
通
に
思
考
と
い
う
と
、
論
理
学
的
思
考
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
論
理
学
は
思
考
の
学
で
あ
り
、
そ
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の
法
則
を
研
究
す
る
。
こ
の
場
合
思
考
は
客
観
的
思
考
で
あ
り
、
一
般
的
な
も
の
、
従
っ
て
ま
た
抽
象
的
な
も
の

の
思
考
で
あ
る
。
か
よ
う
な
論
理
学
に
対
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
言
語
に
関
す

る
学
で
あ
る
が
、
言
語
と
思
考
と
が
一
つ
の
も
の
或
い
は
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
限
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
も
ま
た
思

考
の
学
の
一
種
と
見
ら
れ
て
よ
い
筈
で
あ
る
。
我
々
は
実
に
そ
の
よ
う
に
考
え
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
そ
の
本
質
に

お
い
て
単
な
る
雄
弁
術
乃
至
い
わ
ゆ
る
修
辞
学
で
な
く
、
言
語
文
章
の
上
の
単
な
る
装
飾
、
美
化
の
術
で
は
な
い
。

近
代
の
哲
学
は
レ
ト
リ
ッ
ク
の
問
題
を
殆
ど
全
く
無
視
も
し
く
は
忘
却
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
抽
象
性
と
貧

困
化
と
を
語
る
も
の
で
あ
る
。
哲
学
は
自
己
の
本
質
を
失
わ
な
い
た
め
に
こ
こ
で
も
自
己
の
端
初
、
即
ち
ギ
リ
シ

ア
哲
学
に
還
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
お
い
て
は
論
理
学
よ
り
も
レ
ト
リ
ッ
ク
が
寧
ろ
先
位
を

占
め
て
い
た
。
こ
の
事
実
は
哲
学
が
生
の
現
実
、
民
族
の
社
会
的
生
活
と
現
実
的
な
聯
関
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
そ
の
『
オ
ル
ガ
ノ
ン
』
に
よ
っ
て
論
理
学
の
父
と
呼
ば
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、こ
れ
と
並
ん
で
『
ア

ル
ス
・
レ
ト
リ
カ
』
と
い
う
極
め
て
重
要
な
著
作
を
遺
し
て
い
る
。
た
だ
こ
の
著
作
の
有
す
る
意
義
は
今
日
な
お

遺
憾
な
が
ら
一
般
に
は
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
ロ
ジ
ッ
ク
的
思
考
に
対
し
て
如
何

に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
当
面
の
問
題
に
関
係
す
る
限
り
そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

誰
か
を
相
手
に
し
て
話
す
と
き
、
我
々
は
つ
ね
に
或
る
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
全
く
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無
意
味
に
話
し
て
い
る
の
で
な
い
限
り
、
我
々
は
思
考
し
つ
つ
話
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
の
用
い
る

レ
ト
リ
ッ
ク
は
我
々
の
思
考
の
仕
方
を
現
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
も
し
如
何
な
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
も
よ
ら
な
い
で

話
す
と
す
れ
ば
、
我
々
は
自
分
を
他
人
に
十
分
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
特

殊
な
思
考
の
仕
方
で
あ
り
、
相
手
を
説
得
す
る
こ
と
に
、
そ
の
信
（
ピ
ス
テ
ィ
ス
）
を
得
る
こ
と
に
関
係
し
て
い

る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
レ
ト
リ
ッ
ク
も
特
殊
な
証
明
を
含
ま
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ト
リ
ッ
ク
に
は
レ
ト
リ

ッ
ク
の
固
有
の
論
理
が
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
証
明
は
エ
ン
テ
ュ
メ
ー
マ
と
称
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
論
理
学
的

な
証
明
即
ち
シ
ュ
ロ
ギ
ス
モ
ス
と
は
性
質
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
種
の
論
証
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
よ
る
と
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
シ
ュ
ロ
ギ
ス
モ
ス
（
推
論
）
と
看
做
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
論
理
学
的
な

証
明
が
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
に
あ
る
の
に
反
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
証
明
は
却
っ
て
パ
ト
ス
の
う
ち
に
あ
る
。
レ
ト

リ
ッ
ク
的
に
話
す
、
従
っ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
思
考
す
る
場
合
、
我
々
は
相
手
が
如
何
な
る
状
態
に
あ
る
か
、
彼

の
感
情
と
か
気
分
を
考
慮
に
入
れ
、
思
考
の
仕
方
は
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
レ
ト
リ

ッ
ク
的
に
思
考
す
る
と
き
、
我
々
は
相
手
の
ロ
ゴ
ス
（
理
性
）
よ
り
も
彼
の
パ
ト
ス
に
、
も
し
く
は
彼
自
身
の
レ

ト
リ
ッ
ク
的
思
考
に
訴
え
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
語
的
表
現
即
ち
レ
ト
リ
ッ
ク
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
聴
き
手

に
お
い
て
パ
ト
ス
が
言
葉
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
き
、
聴
き
手
自
身
が
証
明
の
道
具
と
な
る
。
し
か
し
更
に
重
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要
な
こ
と
は
、
か
よ
う
な
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
つ
ね
に
話
し
手
自
身
の
パ
ト
ス
に
結
び
附
き
、
こ
れ
に
よ
っ
て

規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
各
人
の
エ
ー
ト
ス
（
性
格
）
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
と
こ
ろ
の
性
格
的
な
思
考

で
あ
る
。
性
格
は
根
本
に
お
い
て
パ
ト
ス
的
な
も
の
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
そ
の
証
明
を
話
し
手
の
エ

ー
ト
ス
の
う
ち
に
有
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
各
個
人
に
お
い
て
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
各
々
の
国

民
、
各
々
の
社
会
、
各
々
の
世
代
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
既
に
し
ば
し
ば
述
べ
た
如
く
、
我
々
が
パ
ト
ス
と

か
主
体
と
か
い
う
場
合
、
決
し
て
単
に
個
人
的
な
も
の
を
指
す
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
ひ
と
は
ド
イ
ツ
哲
学
と
フ

ラ
ン
ス
哲
学
と
は
考
え
方
が
違
う
な
ど
と
い
う
。
こ
の
と
き
も
し
考
え
方
と
い
う
も
の
が
、
論
理
学
的
思
考
方
法

の
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
両
者
の
間
に
差
異
の
あ
る
べ
き
理
由
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
論
理
学
的
思
考
は
普
遍
妥

当
性
を
有
し
、
各
国
民
各
個
人
等
に
お
い
て
相
違
す
べ
き
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
相
違
し
特
殊
性
を

有
す
る
の
は
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
、
主
体
的
に
パ
ト
ス
的
に
規
定
さ
れ
た
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
よ

う
に
、
も
し
我
々
が
フ
ラ
ン
ス
文
学
の
精
神
と
ド
イ
ツ
文
学
の
精
神
と
は
異
な
る
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
差
異
は

主
と
し
て
両
者
に
お
け
る
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
相
違
に
も
と
づ
く
で
あ
ろ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
各
々
の
言
語
は

個
性
を
有
し
、
そ
の
国
民
の
到
達
し
た
世
界
観
の
産
物
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
。
言
語
は
単
に
論
理
的
な
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
は
、
世
界
観
と
同
じ
く
、
パ
ト
ス
的
な
も
の
の
表
現
の
方
面
を
有
し
て
い
る
。



一
四
一

レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神

レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
主
体
的
に
規
定
さ
れ
た
思
考
で
あ
り
、
そ
の
根
柢
に
は
パ
ト
ス
が
あ
る
。
そ
れ
と
の

区
別
に
お
い
て
、
ロ
ジ
ッ
ク
的
思
考
は
対
象
的
に
限
定
さ
れ
た
思
考
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の
内

容
が
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
前
者
は
個
別
的
な
も
の
に
関
わ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
論
理

学
的
思
考
は
真
理
性i W

ahrheiti

に
関
わ
る
に
対
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
関
わ
る
の
は
む
し
ろ
真
実
性i

W
ahrhaftigkeiti

で
あ
る
。
こ
れ
は
客
観
的
論
理
的
に
見
る
と
蓋
然
的
な
価
値
の
も
の
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

論
理
的
な
も
の
よ
り
も
更
に
深
い
意
味
に
お
い
て
真
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
も

思
考
と
し
て
ロ
ゴ
ス
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
と
き
ロ
ゴ
ス
は
ま
さ
に
聴
く
も
の
で
あ
っ
て
、
語
る
の

は
却
っ
て
パ
ト
ス
で
あ
る
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
ろ
も
ろ
の
パ
ト
ス
は
、
或
い
は
囁
く
も
の
、
或
い
は
話
す

も
の
、
或
い
は
叫
ぶ
も
の
で
あ
る
。
パ
ト
ス
は
声
な
き
声
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
ら
れ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
聴
か

れ
る
も
の
で
あ
る
。
思
考
は
根
源
的
に
は
見
る
こ
と
で
な
く
て
聴
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
思
考
に
と
っ
て
の
根

本
的
な
或
る
受
動
性
が
存
在
す
る
。
近
代
の
哲
学
は
思
考
作
用
を
あ
ま
り
に
一
面
的
に
能
動
的
な
も
の
と
考
え
、

そ
の
た
め
に
抽
象
的
な
主
観
主
義
に
陥
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
根
源
的
に
能
動
的
な
も
の
は
む
し
ろ
パ
ト
ス
で

あ
り
、
ロ
ゴ
ス
は
パ
ト
ス
の
囁
き
や
話
し
声
や
叫
び
に
応
じ
て
語
る
も
の
で
あ
る
。
悟
性
の
活
動
を
動
か
す
の
は

感
情
で
あ
る
。
固
よ
り
我
々
は
思
考
の
能
動
的
方
面
に
も
注
意
す
る
こ
と
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
。
思
考
の
本
性
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は
受
動
的
能
動
性
に
あ
る
。
パ
ト
ス
は
本
来
語
る
も
の
で
す
ら
な
く
、
自
然
の
如
く
沈
黙
せ
る
も
の
と
い
え
る
。

声
な
き
声
を
聴
く
と
い
う
意
味
で
す
で
に
ロ
ゴ
ス
は
或
る
能
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
思
考
の
能
動
性
は
ア

ラ
ン
が
い
っ
た
浄
化
作
用
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ラ
ン
は
悟
性
の
役
割
は
感
情
と

か
感
動
と
か
い
う
も
の
の
浄
化
作
用
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
思
考
と
の
接
触
に
よ
り
そ
の
浄
化
作
用
を
通
じ
て

パ
ト
ス
は
見
ら
れ
る
も
の
と
な
り
、
或
る
具
象
性
を
得
て
く
る
。
思
考
の
自
然
的
進
行
は
つ
ね
に
感
情
か
ら
イ
デ

ー
へ
行
く
、
と
ア
ラ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
イ
デ
ー
は
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
い
な
、
イ
デ
ー
は
見
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
と
共
に
見
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
イ
デ
ー
は
そ
の
根
源
に
お
い
て
能
動
的
な
パ
ト
ス

に
起
因
し
、絶
え
ず
こ
れ
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
こ
の
イ
デ
ー
が
芸
術
家
の
物
を
見
る
「
眼
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
し
こ
の
イ
デ
ー
を
思
想
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
文
学
に
お
け
る
思
想
と
い
う
の
は
根
本
に
お
い
て
か
く
の
如
き
も

の
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
き
思
想
は
文
学
に
と
っ
て
外
部
か
ら
附
け
加
わ
っ
て
来
る
も
の
で
な
く
、

却
っ
て
そ
れ
な
し
に
は
創
作
活
動
も
あ
り
得
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
世
界
の
概
括
乃
至
説
明

と
し
て
の
理
論
の
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
根
柢
に
は
深
い
パ
ト
ス
を
蔵
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
思
想

は
公
式
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も
の
で
な
く
て
、
性
格
的
な
も
の
で
あ
る
。
作
品
に
含
ま
れ
る
思
想
は
た
だ
そ
の
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ト
リ
ッ
ク
の
精
神

作
家
と
パ
ト
ス
を
共
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
真
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
の
如
く
パ
ト
ス
を
共

に
す
る
（
シ
ュ
ム
パ
テ
イ
ア
）
と
こ
ろ
の
、
こ
の
意
味
で
の
同
情
或
い
は
共
感
に
も
と
づ
く
思
考
で
あ
る
点
に
、

レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
性
質
が
あ
る
。
直
観
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
こ
の
意
味
に
お
け
る
同
情
的

思
考
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
同
情
と
直
観
と
を
一
つ
の
も
の
に
考
え
て
い
る
。
思
考
は
純
粋
に
な
れ
ば
な
る

ほ
ど
孤
独
に
な
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
同
情
的
に
な
る
。
同
情
と
い
う
の
は
、
単
に
対
象
と
一
つ
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
な
く
、
も
と
人
と
人
と
の
関
係
で
あ
る
。
パ
ト
ス
の
対
象
と
な
る
の
は
何
よ
り
も
人
間
で
あ
る
。
レ
ト
リ

ッ
ク
的
思
考
の
根
柢
に
は
つ
ね
に
人
と
人
と
の
関
係
が
あ
る
。
そ
れ
は
論
理
的
で
あ
る
よ
り
も
倫
理
的
で
あ
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
我
と
物
と
の
関
係
で
は
な
く
我
と
汝
と
の
関
係
に
お
い
て
成
立
し
、
か
か
る
も
の
と
し
て

本
来
最
も
具
体
的
な
意
味
に
お
い
て
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
。

私
は
イ
デ
ー
は
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
共
に
見
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
。
従
っ
て
い
ま
の
場
合
思
想
は
思

想
で
あ
る
と
共
に
思
考
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
想
が
生
命
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想

は
す
べ
て
み
ず
か
ら
ス
タ
イ
ル
を
具
え
て
い
る
。
い
な
、思
考
の
は
た
ら
き
な
し
に
は
ス
タ
イ
ル
は
あ
り
得
な
い
、

し
か
し
こ
の
思
考
の
根
柢
に
は
パ
ト
ス
が
あ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
ス
タ
イ
ル
は
パ
ト
ス
の
う
ち
に
あ
る
の

で
あ
る
。
フ
ロ
ベ
ー
ル
は
書
い
て
い
る
、「
ス
タ
イ
ル
は
言
葉
の
下
0

0

に
あ
る
と
同
様
に
言
葉
の
内
0

0

に
あ
る
。
そ
れ
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は
作
品
の
魂
で
あ
る
と
同
様
に
肉
で
あ
る
。」
言
葉
の
下
に
あ
る
も
の
、
作
品
の
肉
で
あ
る
も
の
は
パ
ト
ス
に
ほ

か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
も
の
は
ス
タ
イ
ル
の
価
値
の
も
の
で
あ
る
が
、な
お
ス
タ
イ
ル
で
は
な
い
。

ス
タ
イ
ル
は
作
家
の
思
考
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
家
が
物
を
見
る
「
眼
」
で
あ
る
。
ス
タ
イ
ル
は
装
飾
の
こ
と
で
も

な
け
れ
ば
、
単
に
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
問
題
で
も
な
い
。
ひ
と
は
レ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
ス
タ
イ
ル
が
作
ら
れ
る
と
い

う
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
レ
ト
リ
ッ
ク
は
ひ
と
の
考
え
る

如
く
単
な
る
修
辞
学
、
文
章
の
美
化
の
術
の
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
ス
タ
イ
ル
を
作
る
の
は
我
々
の
い
う
レ
ト

リ
ッ
ク
的
思
考
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

か
よ
う
に
し
て
人
間
性
の
探
求
と
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
と
の
結
合
は
も
は
や
明
瞭
で
あ
る
。
我
々
の
日
常
の
言

語
に
お
い
て
さ
え
我
々
の
用
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
相
手
の
人
間
性
、
彼
の
性
格
、
気
質
、
感
情
、
気
分
等
の
理
解

と
結
び
附
い
て
い
る
。
人
間
性
の
理
解
な
し
に
用
い
ら
れ
る
レ
ト
リ
ッ
ク
は
無
駄
で
あ
り
、
無
意
味
で
あ
る
。
レ

ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
人
間
学
的
思
考
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
性
の
探
求
は
、
か
か
る
探

求
者
即
ち
モ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
る
者
を
定
義
し
つ
つ
ヴ
ィ
ネ
ェ
が
述
べ
た
如
く
、
人
間
性
を
ド
ク
ト
リ
ン
化
す

る
こ
と
で
な
く
、
人
間
性
に
つ
い
て
の
イ
デ
ー
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
性
を
ド
ク
ト
リ
ン
化
す
る
こ
と
は

心
理
学
、
生
物
学
、
社
会
学
な
ど
、
種
々
の
客
観
的
科
学
に
属
し
て
い
る
。
人
間
性
に
つ
い
て
の
イ
デ
ー
、
上
に
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リ
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ク
の
精
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い
っ
た
意
味
で
の
思
想
を
与
え
る
の
は
文
学
が
第
一
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
人
間
性
の
探
求
に
お
け
る
思
考
は
概

念
的
論
理
的
思
考
で
は
な
く
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
で
あ
る
。
論
理
学
的
思
考
が
客
観
的
な
も
の
の
思
考
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
主
体
的
な
も
の
の
思
考
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
考
は
或
る
直
観
的
な
も
の

で
あ
り
、芸
術
家
の
根
本
能
力
と
さ
れ
る
想
像
力
或
い
は
構
想
力
は
こ
の
よ
う
な
思
考
を
離
れ
て
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
間
性
の
探
求
に
お
い
て
は
、
科
学
の
二
本
の
松
葉
杖
と
い
わ
れ
る
観
察
と
帰
納
の
方
法
も
こ
の
よ
う
な
想
像
力

の
生
命
的
な
力
に
生
か
さ
れ
る
の
で
な
い
と
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ひ
と
は
し
ば
し
ば
人
間
性
の
探
求
は

モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
な
ど
の
場
合
の
よ
う
に
懐
疑
に
よ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
懐
疑
の
固
有
の
立
場
は
ロ

ジ
ッ
ク
的
思
考
の
立
場
で
は
な
い
。
論
理
主
義
の
哲
学
者
は
懐
疑
論
は
自
己
矛
盾
に
陥
り
、
論
理
的
に
不
可
能
で

あ
る
と
論
じ
て
い
る
。
懐
疑
の
立
場
は
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
即
ち
主
体
的
に
規
定
さ
れ
た
パ
ト
ス
的
な
思
考
に
と

っ
て
の
み
真
実
性
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
今
日
文
学
の
再
建
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
き
要
求
さ
れ
る
の
は
、
懐

疑
と
か
不
安
と
か
と
は
反
対
に
、
意
欲
の
確
立
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
意
欲
は
如
何
に
し
て
確
立
さ
れ

得
る
か
。
思
考
す
る
こ
と
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
作
家
が
一
定
の
ド
ク
ト
リ
ン
を
確
立
す
る

こ
と
で
は
な
く
、
ま
さ
に
意
欲
を
確
立
す
る
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
思
考
が
パ
ト
ス
か
ら
イ
デ
ー
へ
行
く
こ
と
、
作

家
の
眼
が
、
思
考
の
ス
タ
イ
ル
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
意
欲
は
燃
焼
す
る
も
、
そ
れ
を
見
ゆ
る
ま
た
物
を
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見
え
し
め
る
火
と
す
る
の
は
思
考
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。

ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
は
こ
う
書
い
て
い
る
、「
文
学
に
お
い
て
自
己
を
怖
れ
る
と
は
何
と
い
う
馬
鹿
げ
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
自
己
を
語
る
こ
と
、
自
己
に
関
心
を
も
つ
こ
と
、
自
己
を
示
す
こ
と
を
怖
れ
る
と
は
。（
フ
ロ
ベ
ー

ル
の
苦
難
の
行
の
必
要
は
、
彼
に
こ
の
偽
れ
る
悲
し
む
べ
き
効
果
を
考
え
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。）」
レ
ト
リ
ッ
ク

的
思
考
は
、
如
何
な
る
場
合
に
も
自
己
を
語
り
、
自
己
を
示
し
て
い
る
。
文
学
に
お
い
て
自
己
を
語
る
と
い
う
の

は
、
例
え
ば
私
小
説
に
お
い
て
の
よ
う
に
、
単
に
自
分
に
関
す
る
こ
と
を
描
く
こ
と
で
は
な
い
。
文
学
の
言
葉
に

お
い
て
は
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
に
向
っ
て
告
白
す
る
の
で
あ
る
。
上
に
い
っ
た
よ
う
に
、
ロ
ゴ
ス
は
パ
ト
ス
の
声
を

聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
語
る
、そ
こ
に
最
も
深
い
意
味
で
の
告
白
が
あ
る
。
か
よ
う
な
言
葉
が
真
に
表
現
的
で
あ
る
。

ジ
ー
ド
は
続
け
て
書
い
て
い
る
。「
パ
ス
カ
ル
は
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
、
己
を
語
る
と
い
っ
て
叱
責
し
た
。
そ
し
て

そ
れ
を
滑
稽
な
痒
が
り
だ
と
し
た
。
し
か
し
彼
み
ず
か
ら
、
自
分
の
意
に
反
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
と
き

ほ
ど
、
彼
が
偉
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
な
い
。
彼
が
こ
う
書
く
と
す
る
。『
キ
リ
ス
ト
は
人
の
た
め
に
自
分
の
血
を

流
し
た
』
と
。
そ
の
彼
の
言
葉
は
何
等
の
効
果
を
も
も
た
ず
し
て
落
ち
る
。
だ
が
、『
私
は
』
と
い
う
言
葉
が
は

い
っ
て
来
る
や
否
や
、
す
べ
て
は
生
き
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
神
が
彼
の
許
に
来
る
な
ら
ば
、
彼
は
君
僕
で
呼
ぶ

で
あ
ろ
う
。『
僕
は
君
の
た
め
に
こ
ん
な
に
血
を
流
し
た
』
と
。
こ
の
特
別
の
血
を
、
君
の
た
め
に
、
ブ
レ
ー
ズ
・
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パ
ス
カ
ル
よ
…
…
そ
う
す
れ
ば
、
我
々
の
誰
で
も
が
、
こ
の
讃
ふ
べ
き
君
僕
の
言
葉
使
い
に
、
己
が
理
解
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。」
い
っ
た
い
自
己
を
語
る
と
い
う
こ
と
は
現
実
的
な
意
味
に
お
い
て
は
他
の
自

己
に
対
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
私
が
私
を
語
り
得
る
の
は
汝
に
対
し
て
の
み
で
あ
る
。
物
に
対
し
て
は
私
は
私

を
真
に
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
豊
島
与
志
雄
氏
は
右
の
文
章
を
引
い
た
後
、
書
い
て
い
る
。「
こ
の
君
僕
の
言

葉
使
い
は
、
文
学
の
上
で
は
直
接
に
は
為
さ
れ
な
い
。
然
し
な
が
ら
、
そ
う
い
う
言
葉
使
い
が
為
さ
れ
て
る
か
ど

う
か
は
、
読
者
の
胸
に
伝
わ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
読
者
は
、
作
者
の
意
欲
の
性
質
を
感
ず
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
学
の
深
奥
な
道
で
あ
る
。
然
し
、
感
性
に
訴
え
る
こ
の
道
は
、
理
性
に
訴
え
る
論
説
や
説

教
の
道
よ
り
も
、
案
外
短
距
離
で
あ
る
。」
こ
の
君
僕
の
言
葉
使
い
こ
そ
レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
を
示
す
も
の
で
あ

る
。
こ
の
精
神
に
よ
っ
て
作
家
は
真
に
読
者
に
呼
び
掛
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
思
考
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
作
家
は
自
己
の
意
欲
、
自
己
の
思
想
を
読
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
と
き
作
家
は
理
性
や
論

理
に
訴
え
る
の
で
な
く
、
パ
ト
ス
に
、
こ
の
感
性
的
な
も
の
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
レ
ト
リ
ッ
ク
的
な
思

考
は
つ
ね
に
我
々
の
現
実
の
生
活
の
う
ち
に
含
ま
れ
、
生
き
て
い
る
具
体
的
な
思
考
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
よ
う
な
君
僕
の
言
葉
使
い
は
文
学
の
上
で
直
接
に
な
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
レ
ト
リ

ッ
ク
の
精
神
は
生
か
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
問
題
は
単
に
修
辞
上
の
こ
と
で
な
く
、思
考
方
法
の
こ
と
で
あ
り
、



一
四
八

単
に
表
現
の
仕
方
に
関
す
る
こ
と
で
な
く
、
文
学
の
精
神
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク
は
元
来
社
会
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て
法
廷
、
民
衆
議
会
、
市
場
等
、
国

民
の
社
会
生
活
の
中
か
ら
生
れ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
と
、レ
ト
リ
ッ
ク
は
弁
証
論
の
孫
で
あ
る
と
共
に
、

倫
理
学
の
孫
で
あ
る
、
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
は
倫
理
学
と
政
治
学
と
は
別
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は

単
に
会
話
の
術
で
な
い
に
し
て
も
、
決
し
て
独
語
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
自
分
を
相
手
に
、
社
会

に
説
得
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
論
理
学
に
よ
っ
て
論
証
し
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手
の
パ
ト
ス
に
訴

え
、
相
手
の
信
（
ピ
ス
テ
ィ
ス
）
を
得
る
こ
と
に
努
め
る
。
け
れ
ど
も
思
考
な
し
に
は
説
得
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
真
の
文
学
は
固
有
の
論
理
に
よ
っ
て
説
得
す
る
。
そ
れ
は
理
論
に
よ
っ
て
で
な
く
レ
ト
リ
ッ
ク
的

思
考
に
よ
っ
て
説
得
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
説
得
す
る
と
い
う
意
味
で
如
何
な
る
文
学
に
も
宣
伝
的
意
義
が
含

ま
れ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
文
学
が
宣
伝
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
文
学
に
議
論
や
説
教
を
勧
め
る
こ
と
で

は
な
く
、
真
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
思
考
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
パ
ト
ス
的
な
思
考
が
レ
ト
リ
ッ
ク

的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
パ
ト
ス
の
根
本
的
な
社
会
性
を
現
し
て
い
る
。
文
学
上
の
迫
真
力
と
い
う
も
の
も
、

こ
の
よ
う
な
思
考
と
そ
の
固
有
の
論
理
の
説
得
力
を
除
い
て
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
物
を
忠
実
に
描
く

と
い
う
よ
う
な
単
な
る
客
観
主
義
か
ら
は
迫
真
力
は
生
じ
て
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
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レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神

が
は
た
ら
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
レ
ト
リ
ッ
ク
は
独
語
で
な
く
、
相
手
に
向
っ
て
の
思
考
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
レ
ト

リ
ッ
ク
と
一
緒
に
考
え
ら
れ
る
種
々
の
悪
弊
、例
え
ば
単
に
読
者
に
お
け
る
心
理
的
効
果
を
の
み
あ
て
こ
ん
だ
り
、

ま
た
そ
の
た
め
に
徒
ら
に
装
飾
や
美
化
を
行
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
り
易
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
レ

ト
リ
ッ
ク
的
思
考
の
本
性
は
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
思
考
も
思
考
と
し
て
厳
密
を
要
求

す
る
。
自
己
の
パ
ト
ス
に
お
け
る
真
実
、
主
体
的
真
実
性
な
し
に
真
の
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
は
あ
り
得
な
い
。
思

考
の
主
体
的
真
実
性
を
求
め
る
の
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
で
あ
る
。
文
学
の
社
会
的
機
能
を
考
え
る
と
同
時
に
自

己
に
お
け
る
主
体
的
真
実
性
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
が
レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神
で
あ
ろ
う
。
論
理
学
的
思
考
に
お
い

て
厳
密
で
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
容
易
で
あ
り
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
に
お
い
て
厳
密
で
あ
る
こ
と
は
極
め
て
困
難

で
あ
る
。
孤
独
な
思
考
は
真
実
で
あ
り
得
て
も
、
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
に
は
虚
偽
が
混
入
し
易
い
も
の
で
あ
る
。

現
実
的
な
言
葉
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
い
っ
た
よ
う
に
、
話
す
人
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
さ
れ
る
物
、
聴
く
人

と
い
う
三
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
応
じ
て
レ
ト
リ
ッ
ク
的
証
明
も
具
体
的
に
は
三
つ
の
要
素
か
ら
成

り
立
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
上
に
述
べ
た
話
し
手
の
エ
ー
ト
ス
に
よ
る
証
明
、
聴
き
手
の
パ
ト
ス

に
よ
る
証
明
、
そ
し
て
話
さ
れ
る
物
に
つ
い
て
の
客
観
的
証
明
で
あ
る
。
初
め
の
二
つ
は
広
い
意
味
で
は
パ
ト
ス

に
お
け
る
証
明
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
に
反
し
て
最
後
の
も
の
は
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
証
明
で
あ
る
。
従
っ
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て
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
も
完
全
で
あ
る
た
め
に
は
論
理
学
的
思
考
の
要
素
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
対
象
的
な

も
の
、
客
観
的
な
も
の
の
思
考
は
論
理
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
な
論
理
学
的
思
考
の
生
産
物
を
普
通

い
わ
れ
る
よ
う
に
思
想
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
思
想
は
文
学
に
と
っ
て
何
等
不
必
要
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の

よ
う
な
思
想
の
乏
し
さ
が
我
が
国
の
従
来
の
文
学
に
お
け
る
欠
点
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
日
本
の
文
学
に
は
局

部
的
な
直
観
の
深
さ
や
思
考
の
細
か
さ
は
あ
る
に
し
て
も
、
西
欧
の
文
学
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
綜
合
、
構
成
、
外

延
に
欠
け
て
い
た
。
我
が
国
の
作
家
は
思
想
に
対
し
て
余
り
に
甚
だ
し
い
軽
蔑
、
反
感
を
懐
い
て
い
る
の
が
つ
ね

で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
重
要
性
を
力
説
し
た
こ
と
に

は
意
義
が
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
れ
る
印
象
を
何
等
の
思
考
も
加
え
な
い
で
綴
り
合
わ
せ

る
こ
と
が
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
い
。
個
々
の
印
象
を
概
括
し
、
統
一
し
、
普
遍
化
し
、
か
く
し
て
偶
然
的
な
も
の

を
除
き
、
本
質
的
な
も
の
、
必
然
的
な
も
の
を
引
き
出
し
て
来
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
を
展
望
す
る
客
観
性
は

得
ら
れ
る
。
芸
術
は
具
象
性
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
象
を
無
差
別
に
描
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
な

く
、
却
っ
て
そ
れ
を
整
理
し
、
そ
の
間
の
聯
関
を
認
識
し
、
統
一
し
て
再
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
論

理
学
的
に
思
考
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
場
合
、
論
理
学
的
な
思
考
は
た
だ
そ
れ
だ
け

独
立
に
進
行
す
る
の
で
な
く
、
つ
ね
に
レ
ト
リ
ッ
ク
的
思
考
と
結
び
附
き
、
む
し
ろ
こ
の
も
の
の
一
要
素
、
一
側
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面
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
想
は
こ
の
よ
う
に
し
て
生
き
た
思
想
と
な
り
、
そ
れ
自
身
が
或
る
直
観
性
を
得
て
く

る
。
作
家
が
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
取
り
入
れ
る
こ
と
、
経
済
思
想
、
社
会
思
想
、
哲
学
思
想
等
を
勉
強
す
る
こ
と
は

必
要
で
あ
り
、
我
が
国
の
作
家
に
は
も
っ
と
勧
め
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
理
論
は
何
よ
り
も
客
観

の
整
理
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
文
学
が
何
か
そ
の
よ
う
な
理
論
の
応
用
と
い
う
如
き
も
の
で
あ
り
得
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
作
家
に
お
い
て
レ
ト
リ
ッ
ク
的
に
思
考
さ
れ
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
れ
は
単
に
理
論
を
個
別
化
し
、
特
殊
化
す
る
と
い
う
の
と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
自
己

の
パ
ト
ス
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
、
性
格
化
さ
れ
、
内
的
に
必
然
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
作
家
の
眼
を
養
う
こ
と
が
で
き
、
真
の
思
想
と
も
真
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
も
な
り
得

る
の
で
あ
る
。

【1934.1

】
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詩
と
散
文
と
の
相
違
に
つ
い
て
ア
ラ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
散
文
は
詩
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味

は
、
律
動
に
乏
し
く
、
心
像
に
乏
し
く
、
勢
に
乏
し
い
散
文
が
、
何
か
劣
っ
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
た

だ
そ
れ
が
詩
に
属
す
べ
き
も
の
を
全
然
も
た
ず
、
ま
た
詩
に
固
有
な
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
否
定
し
、
排
除
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
己
を
確
立
す
る
と
、
い
い
た
い
の
で
あ
る
。
詩
は
時
間
の
法
則
に
従
う
、
だ
か
ら
そ
れ
は
読
ま
れ

る
よ
り
も
、
む
し
ろ
聞
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
詩
に
あ
っ
て
は
、
諧
調
が
あ
ら
か
じ
め
空
虚
な
形
式
を
決
定
し
、

語
が
そ
こ
へ
来
た
っ
て
位
置
を
占
め
る
。
も
ろ
も
ろ
の
語
と
律
動
と
の
間
の
応
和
【accord

調
和
】、
不
応
和
、
そ

し
て
究
極
に
お
け
る
応
和
が
諧
調
を
確
保
し
て
、
注
意
力
を
そ
こ
へ
惹
き
つ
け
る
。
後
戻
り
の
な
い
動
き
が
、
聴

く
者
を
詩
人
ぐ
る
み
運
び
去
る
の
だ
。
真
の
散
文
は
全
く
こ
れ
に
反
し
眼
で
読
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
諧
調
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
諧
調
を
排
除
す
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
散
文
は
同
時
に
詩
と
雄
弁
と
に

対
立
す
る
。」
詩
は
、演
説
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、も
と
、耳
で
聞
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
散
文
は
、



一
五
三

詩
歌
の
考
察

本
来
、
印
刷
さ
れ
て
、
眼
で
読
ま
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
相
違
は
決
し
て
些
細
な
こ
と
で
は
な
い
。
散
文

に
お
い
て
は
演
説
口
調
は
却
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
少
し
で
も
句
の
調
子
づ
く
の
が
見
越
さ
れ

る
と
、
読
者
は
す
ぐ
不
快
を
感
じ
始
め
る
。
そ
し
て
も
し
語
が
一
つ
の
調
子
を
充
た
す
た
め
に
選
ば
れ
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
我
慢
の
な
ら
ぬ
悪
趣
味
で
あ
る
。
散
文
芸
術
は
か
か
る
誘
引
に
抵
抗
す

る
。
そ
こ
で
は
語
尾
は
絶
え
ず
耳
を
欺
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
注
意
力
が
時
間
に
惹
か
れ
る
こ
と
な
く
、
い
つ
で
も

自
由
に
停
止
し
、
ま
た
歩
み
返
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
絶
え
間
な
く
調
子
が
破
ら
れ
る
こ
と
を
、
句
の
平
衡

が
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
散
文
の
目
標
は
印
刷
に
あ
る
。
散
文
の
大
建
築
家
バ
ル
ザ
ッ
ク
が
つ
ね
に
校
正
刷
に
よ

っ
て
作
品
に
手
を
加
え
、
一
校
ご
と
に
語
や
句
、
時
に
は
長
い
記
述
ま
で
を
附
加
し
て
印
刷
屋
を
泣
か
せ
た
と
い

う
、
あ
の
有
名
な
話
は
、
散
文
の
原
理
に
と
っ
て
偶
然
な
こ
と
で
は
な
い
。
詩
は
す
べ
て
人
々
を
誘
っ
て
一
緒
に

運
び
去
る
。
し
か
る
に
散
文
は
誘
引
せ
ず
、
反
対
に
引
留
め
、
ま
た
連
れ
返
る
。
詩
や
雄
弁
は
時
間
の
法
則
に
従

い
、
そ
れ
故
に
継
起
の
秩
序
は
雄
弁
に
お
い
て
、
殊
に
詩
に
お
い
て
形
式
上
の
一
法
則
と
し
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

散
文
は
語
ら
れ
る
言
葉
を
支
配
す
る
こ
の
継
起
の
秩
序
に
打
ち
克
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
し
て
、
詩
と
雄
弁

と
は
諸
芸
術
の
う
ち
む
し
ろ
音
楽
に
類
似
し
、
散
文
は
む
し
ろ
建
築
、
彫
刻
、
絵
画
に
類
似
す
る
、
と
ア
ラ
ン
は

述
べ
て
い
る
。
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か
く
の
如
き
ア
ラ
ン
の
見
解
は
、
近
代
に
至
っ
て
大
な
る
発
達
を
遂
げ
た
散
文
を
詩
に
対
し
て
特
色
づ
け
る
こ

と
に
お
い
て
ま
こ
と
に
鋭
い
も
の
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
ま
た
詩
歌
の
芸
術
的
特
性
の
理
解
に
と
っ
て
若
干
の
手
が

か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
散
文
は
、
元
来
声
に
出
さ
ず
に
眼
で
読
む
も
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
散
文
の
発
達

は
近
代
に
お
け
る
印
刷
術
の
発
達
と
大
き
な
関
係
が
あ
ろ
う
。印
刷
さ
れ
た
散
文
の
一
頁
は
全
体
と
し
て
映
ず
る
。

訓
練
さ
れ
た
眼
は
そ
こ
に
も
ろ
も
ろ
の
集
団
、
中
心
、
ま
た
附
属
物
を
分
析
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
観
念
が
現
れ
、

す
ぐ
に
限
定
さ
れ
る
。
散
文
の
秘
密
の
一
つ
は
、
語
の
結
合
と
観
念
の
細
心
な
吟
味
と
の
間
の
思
い
も
う
け
ぬ
一

致
、
た
だ
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
喜
ば
す
こ
と
に
あ
る
、
と
ア
ラ
ン
は
い
う
。
美
し
い
散
文
に
は
も
と
よ
り
鋭
い
筆

致
と
か
、
表
現
の
う
ま
さ
と
か
、
思
い
が
け
な
い
驚
き
と
か
が
含
ま
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
こ
れ
ら
を

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
示
す
も
の
が
つ
ね
に
観
念
で
あ
る
、
と
い
う
条
件
が
存
在
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
散
文
の

美
の
秘
密
は
あ
た
か
も
そ
れ
を
捜
す
と
き
に
現
れ
て
来
る
。
従
っ
て
散
文
は
引
き
留
め
、
連
れ
戻
し
て
、
読
者
を

文
章
の
間
に
停
止
さ
せ
、
往
復
さ
せ
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
調
子
を
破
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る

に
詩
は
後
戻
り
の
な
い
運
動
に
よ
っ
て
聴
く
者
を
誘
い
、
引
き
連
れ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
い
わ
ば
ひ
と
を
ま
ず
喜
ば

せ
て
お
い
て
、
そ
の
喜
び
を
通
じ
て
観
念
に
導
く
の
で
あ
る
。
時
間
の
法
則
に
従
う
詩
に
お
い
て
は
リ
ズ
ム
が
大

切
な
要
素
で
あ
っ
て
、
詩
は
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
ま
ず
ひ
と
を
喜
ば
せ
る
。
詩
の
美
し
さ
は
何
よ
り
も
言
葉
の
リ
ズ
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詩
歌
の
考
察

ム
の
う
ち
に
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
、
よ
し
内
面
的
に
せ
よ
発
声
し
て
読
む
の
で
な
け
れ
ば
理
解
さ
れ
ぬ
も
の
で

あ
る
。

リ
ズ
ム
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
多
数
の
人
間
を
一
緒
に
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
、
散
文
の
美
し
さ
が
、
あ
た
か

も
ひ
と
つ
の
彫
刻
に
対
し
て
の
よ
う
に
、
つ
ね
に
各
人
の
立
つ
各
種
の
立
場
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
と
異
な
っ
て
い

る
。
詩
は
音
と
ア
ク
セ
ン
ト
の
規
則
に
よ
っ
て
我
々
を
共
々
に
運
び
去
る
。
け
れ
ど
も
詩
の
真
の
美
し
さ
は
、
た

だ
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
単
に
形
式
的
に
リ
ズ
ム
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
語
を
附

け
加
え
た
り
、
置
き
換
え
た
り
し
た
も
の
ほ
ど
醜
い
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
丁
度
調
子
に
合
せ
る
た
め

に
急
い
だ
り
、
よ
ろ
め
い
た
り
、
の
た
く
っ
た
り
す
る
舞
踏
家
の
場
合
に
似
て
い
る
。
詩
の
真
の
美
し
さ
は
そ
の

リ
ズ
ム
と
そ
の
意
味
も
し
く
は
イ
デ
ー
と
の
調
和
に
あ
る
。
そ
こ
で
ま
た
逆
に
、
言
葉
の
リ
ズ
ム
を
詩
の
意
味
も

し
く
は
イ
デ
ー
に
曲
げ
て
従
わ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
悪
し
き
詩
人
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
に
詩
を
誦
す
る

者
の
忘
れ
が
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
の
法
則
を
犠
牲
に
し
て
た
だ
意
味
を
模
倣
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
リ
ズ

ム
は
美
し
い
と
は
い
わ
れ
な
い
。
イ
デ
ー
だ
け
で
は
詩
は
出
来
ぬ
。
或
る
と
き
ド
ガ
は
マ
ラ
ル
メ
に
向
っ
て
ソ
ン

ネ
ッ
ト
に
成
功
す
る
こ
と
の
困
難
を
訴
え
、「
と
こ
ろ
が
私
は
こ
ん
な
に
沢
山
の
イ
デ
ー
を
も
っ
て
い
る
の
に
。」

と
書
き
添
え
た
。
そ
れ
に
対
し
て
マ
ラ
ル
メ
は
、「
だ
が
ド
ガ
君
、
ひ
と
が
詩
を
作
る
の
は
イ
デ
ー
を
も
っ
て
で
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は
な
い
、
語
を
も
っ
て
な
の
で
あ
る
。」
と
答
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
語
だ
け
で
も
詩
は
出
来
な
い
。
ひ
と
が
詩

を
作
る
の
は
語
と
イ
デ
ー
と
を
も
っ
て
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
が
意
味
に
譲
っ
て
も
な
ら
ず
、
意
味
が
リ
ズ
ム
に
譲
っ

て
も
な
ら
ぬ
、
リ
ズ
ム
と
意
味
と
の
不
思
議
な
調
和
の
う
ち
に
詩
の
真
の
美
し
さ
が
あ
る
。

詩
は
言
葉
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
す
べ
て
の
言
葉
は
或
る
意
味
を
、
観
念
を
、
思
想
を
表
現
す
る
。

言
葉
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
詩
の
世
界
は
イ
デ
ー
の
世
界
で
あ
る
。「
私
の
無
限
の
国
は
思
想
で
あ
る
、
そ
し
て
私

の
翼
あ
る
道
具
は
言
葉
で
あ
る
」（
シ
ラ
ー
）。
詩
に
お
け
る
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
は
も
と
よ
り
概
念
的
な
、
抽

象
的
な
思
想
の
こ
と
で
あ
り
得
な
い
。
言
葉
は
思
想
の
伝
達
器
官
に
過
ぎ
ぬ
が
如
き
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
思
想

の
形
成
器
官
そ
の
も
の
で
あ
る
。
言
葉
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
も
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
思
想

は
言
葉
と
一
緒
に
生
れ
る
。
言
葉
の
、
そ
し
て
思
想
の
本
性
は
、「
よ
ろ
め
く
現
象
の
中
に
漂
う
も
の
を
永
続
す

る
思
想
で
繋
ぎ
と
め
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
は
書
い
て
い
る
、「
思
想
が
、
電
光
や
衝
撃
に
似

て
、
全
表
象
力
を
一
点
に
集
め
、
あ
ら
ゆ
る
同
時
的
な
も
の
を
除
外
す
る
よ
う
に
、
音
声
は
截
断
さ
れ
た
鋭
さ
と

統
一
と
に
お
い
て
響
き
わ
た
る
。
思
想
が
全
心
情
を
捉
え
る
よ
う
に
、
音
声
は
特
に
迫
り
入
る
、
す
べ
て
の
神
経

を
揺
り
動
か
す
力
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
音
声
を
あ
ら
ゆ
る
他
の
感
覚
的
印
象
か
ら
区
別
す
る
と
こ
ろ
の

も
の
は
、
明
ら
か
に
、
耳
が
ひ
と
つ
の
運
動
の
、
声
か
ら
響
い
て
来
る
音
に
あ
っ
て
は
ひ
と
つ
の
現
実
的
な
活
動
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詩
歌
の
考
察

の
印
象
を
受
け
、
そ
し
て
こ
の
活
動
が
こ
の
場
合
生
命
あ
る
も
の
の
内
部
か
ら
出
て
来
る
と
い
う
こ
と
に
も
と
づ

い
て
い
る
。」
ギ
リ
シ
ア
人
が
同
じ
ロ
ゴ
ス
と
い
う
語
で
表
し
た
思
想
と
言
葉
と
の
根
本
的
な
作
用
は
、
統
一
し
、

そ
し
て
限
定
し
、
或
る
意
味
で
は
ま
た
固
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
ー
と
は
限
定
さ
れ
た
も
の
、
ま
た

限
定
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
音
声
は
、
そ
れ
が
人
間
の
内
部
か
ら
発
す
る
生
命
的
な
運
動
の
印
象
を

与
え
る
と
い
う
こ
と
で
、
他
の
感
覚
的
印
象
か
ら
区
別
さ
れ
る
。

こ
こ
に
我
々
は
哲
学
的
な
美
学
者
が
、
詩
を
音
楽
と
彫
刻
と
の
統
一
と
し
て
考
え
た
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
造
形
美
術
に
お
い
て
我
々
は
、
空
間
的
諸
形
式
に
お
い
て
、
動
か
ぬ
作
品
に
お
い
て
、「
存
在
」
の
美

を
も
ち
、
音
楽
が
我
々
に
、
時
間
の
流
に
お
け
る
、
そ
れ
自
身
生
じ
つ
つ
あ
り
響
き
止
み
つ
つ
あ
る
律
動
に
お
け

る
多
様
な
る
も
の
の
統
一
に
よ
っ
て
、「
生
成
」
及
び
発
展
の
美
を
示
す
と
す
れ
ば
、
詩
は
持
続
的
な
も
の
と
生

成
的
な
も
の
と
を
結
合
し
、
か
く
て
彫
刻
と
音
楽
と
の
統
一
と
な
る
、
も
と
よ
り
そ
れ
は
外
的
な
作
品
に
お
い
て

で
な
く
、
却
っ
て
表
象
の
、
想
像
力
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
る
。
芸
術
心
理
学
の
著
者
ア
ン
リ
・
ド
ラ
ク
ロ
ア
の

ご
と
き
も
、
詩
は
ち
ょ
う
ど
彫
刻
と
音
楽
と
の
間
に
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
多
く
の
詩
は
彫
刻
と
音
楽
と
の
間

を
動
き
、
種
々
な
る
緊
張
の
程
度
を
示
し
て
い
る
、
或
る
も
の
は
よ
り
流
動
的
で
あ
り
、
或
る
も
の
は
よ
り
固
定

的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
あ
ま
り
に
音
楽
的
な
も
し
く
は
あ
ま
り
に
彫
刻
的
な
詩
は
、
詩
と
し
て
十
分
な
高
さ
に
な
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く
、
詩
の
目
標
は
音
楽
的
と
彫
刻
的
と
の
統
一
に
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
分
離
し
て
い
う
と
、
詩
の
音

楽
性
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
あ
る
、そ
し
て
詩
の
彫
刻
性
は
そ
の
意
味
的
、思
想
的
乃
至
イ
デ
ー
的
の
限
定
性
、統
一
性
、

固
定
性
、
持
続
性
に
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
如
何
に
し
て
そ
の
よ
う
な
二
要
素
が
内
面
的
に
統
一
さ
れ
得
る
か
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
詩
の
彫
刻
性
と
い
う
こ
と
は
も
と
よ
り
、
詩
の
音
楽
性
と
い
う
こ
と
に
し
て
も
、
或
る
程

度
ま
で
比
喩
的
意
味
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
よ
う
な
問
題
を
特
に
抒
情
詩
―
―
詩
歌
と
い
わ
れ
る
も
の

は
抒
情
詩
に
属
す
る
―
―
の
場
合
に
つ
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

二

詩
と
音
楽
と
の
類
似
は
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
と
き
詩
に
つ
い
て
特
に
強
調
さ
れ
る
も

の
が
そ
の
言
葉
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
は
い
う
を
俟
た
な
い
。
リ
ズ
ム
は
な
か
ん
づ
く
人
間
の
身
体
的
運
動
と
結

び
附
い
て
い
る
。
長
く
継
続
す
る
労
働
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
る
運
動
は
、
休
止
と
努
力
と
の
交
替
の
リ
ズ
ム
に

従
っ
て
規
則
的
に
行
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
多
人
数
の
共
同
動
作
は
、
努
力
の
後
に
休
止
の
時
間
を
、
劇
し
い
時
間

に
先
だ
つ
予
告
的
な
、
或
い
は
緩
か
な
時
間
を
つ
ね
に
含
む
、
歌
に
つ
れ
て
の
リ
ズ
ム
を
要
求
す
る
よ
う
で
あ
る
。

多
勢
で
綱
を
ひ
く
場
合
を
見
る
が
よ
い
。ま
た
鍛
冶
屋
は
そ
の
作
業
に
お
い
て
こ
れ
と
同
じ
種
類
の
規
則
に
従
い
、
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詩
歌
の
考
察

同
じ
法
則
に
従
っ
て
時
間
を
分
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
音
楽
の
精
神
は
生
れ
た
、
と
ア
ラ
ン
は
い
っ
て
い
る
。
ア

ラ
ン
も
認
め
た
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
す
で
に
カ
ー
ル
・
ビ
ュ
ッ
ヘ
ル
に
よ
っ
て
突
込
ん
で
、
且
つ
体
系
化
さ
れ

て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
『
労
働
と
リ
ズ
ム
』
と
い
う
著
名
な
書
物
の
な
か
で
、
詩
の
起
原
も
同
様
に
労
働
の

う
ち
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
説
を
述
べ
た
。
彼
は
自
然
民
族
に
つ
い
て
の
広
汎
な
研
究
に
よ
っ
て
、
身
体

の
運
動
と
音
楽
と
詩
と
が
最
も
密
接
に
相
互
的
に
結
合
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
そ
れ
ら
は
元
来
如
何
に
し
て

結
び
附
い
た
の
で
あ
る
か
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
要
素
は
以
前
、
我
々
の
今
日
の
文
化
的
世
界
に
お
い
て
の
如
く
、

す
で
に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
に
存
在
し
、
た
だ
こ
こ
で
は
偶
然
的
に
互
い
に
結
合
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

と
も
、
三
者
は
す
べ
て
一
緒
に
生
い
立
ち
、
た
だ
後
に
至
っ
て
徐
々
の
分
化
過
程
を
通
じ
て
互
い
に
別
れ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
三
つ
の
要
素
の
う
ち
い
ず
れ
が
、
そ
の
原
始
的
な
結
合
に
お
い
て
核
心

を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
。
人
々
が
認
め
る
よ
う
に
、
詩
と
音
楽
と
は
端
緒
に
お
い
て
は
つ
ね
に
決
し
て
分

離
さ
れ
ず
に
現
れ
て
い
る
。
詩
は
こ
こ
で
は
歌
謡
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
文
句
と
節
と
が
互
い
に
同
時
に
生
れ
る
。

そ
し
て
歌
謡
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
は
自
然
民
族
に
は
そ
の
リ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
リ
ズ
ム
は
そ
も
そ
も
ど
こ
か

ら
生
じ
た
の
で
あ
る
か
。
ビ
ュ
ッ
ヘ
ル
の
見
解
に
よ
る
と
、
ど
の
よ
う
な
言
語
も
そ
れ
自
身
で
そ
の
語
や
章
を
リ

ズ
ム
的
に
組
立
て
る
も
の
で
な
い
。
単
な
る
言
語
観
察
の
道
に
お
い
て
、
人
間
が
語
や
シ
ラ
ブ
ル
を
音
の
量
や
強
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度
に
従
っ
て
測
り
、
数
え
、
抑
揚
を
一
定
の
間
隔
に
秩
序
づ
け
る
こ
と
、
簡
単
に
い
う
と
、
言
葉
を
一
定
の
リ
ズ

ム
の
法
則
に
従
っ
て
組
立
て
る
こ
と
に
達
し
た
と
い
う
の
は
、甚
だ
ま
こ
と
ら
し
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

詩
の
言
葉
が
も
と
リ
ズ
ム
を
自
分
自
身
か
ら
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
外
部
か
ら
も
た
ら

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
即
ち
リ
ズ
ム
的
に
編
制
さ
れ
た
身
体
的
運
動
が
、
言
葉
に
そ
れ
の
リ
ズ
ム
的

過
程
の
法
則
を
与
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
自
然
民
族
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
運
動
が
歌

謡
と
規
則
的
に
結
び
附
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
身
体
的
運
動
の
中
で
も
、
舞
踏
や
運

動
遊
戯
に
お
い
て
は
リ
ズ
ム
は
固
定
的
な
も
の
、
自
然
必
然
的
な
も
の
を
示
さ
な
い
け
れ
ど
も
、
労
働
に
お
い
て

は
リ
ズ
ム
は
技
術
的
に
も
要
求
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
運
動
は
リ
ズ
ム
の
法
則
を
自
分
の
う
ち
に
含
ん
で
い
る
。
尤

も
今
日
労
働
と
い
え
ば
、
そ
の
外
部
に
横
た
わ
る
経
済
的
な
目
的
を
追
求
す
る
身
体
的
運
動
を
い
う
が
、
自
然
民

族
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
他
の
種
類
の
運
動
、
自
己
目
的
で
あ
る
よ
う
な
運
動
と
も
合
致
し
て
い
た
。
そ

の
発
展
の
原
始
的
な
段
階
に
お
い
て
労
働
と
音
楽
と
詩
と
が
一
つ
に
融
合
し
て
い
る
と
き
、
か
か
る
三
位
一
体
の

根
本
要
素
は
労
働
で
あ
る
、
と
ビ
ュ
ッ
ヘ
ル
は
考
え
た
。
そ
れ
ら
を
結
合
す
る
も
の
は
リ
ズ
ム
と
い
う
共
通
な
特

徴
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
詩
の
起
原
を
労
働
の
う
ち
に
求
め
る
見
解
は
、
芸
術
の
始
原
を
人
間
の
遊
戯
本
能
か
ら
説
明
す
る
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説
に
対
し
て
、
興
味
深
く
、
ま
た
意
味
深
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
こ
の
労
働
の
概
念
を
い
ま
少
し
広
く
考
え

て
人
間
の
現
実
的
生
活
と
解
し
て
よ
い
。
ビ
ュ
ッ
ヘ
ル
に
と
っ
て
も
労
働
は
、
今
日
普
通
に
い
う
よ
う
な
狭
い
意

味
の
も
の
で
な
か
っ
た
。
そ
う
す
る
と
き
、
詩
の
リ
ズ
ム
は
た
し
か
に
現
実
の
生
活
の
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
規
定
さ

れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
人
間
の
生
活
の
リ
ズ
ム
乃
至
テ
ン
ポ
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
、
ま
た
あ
ら
ゆ
る
時
に
お
い
て

同
一
で
あ
る
の
で
な
い
。
都
会
人
の
歩
行
は
田
舎
者
に
比
し
て
速
い
よ
う
に
、
都
会
人
は
よ
り
速
く
、
田
舎
者
は

よ
り
緩
か
に
話
す
。
現
実
の
生
活
の
テ
ン
ポ
は
時
代
に
よ
っ
て
も
異
な
る
。
ひ
と
は
時
代
の
テ
ン
ポ
と
い
う
。
そ

し
て
現
代
は
テ
ン
ポ
の
速
い
時
代
で
あ
る
。
こ
の
時
代
の
特
徴
は
、
速
度
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
現
さ
れ
る
。
こ

の
速
度
に
つ
い
て
ス
ト
ロ
ウ
ス
キ
ー
は『
現
代
人
』と
い
う
書
物
の
中
で
面
白
い
観
察
を
し
て
い
る
。
速
度
は
我
々

に
と
っ
て
世
界
の
相
貌
を
全
く
新
た
に
し
た
。
そ
れ
は
、
他
の
諸
芸
術
に
著
し
く
影
響
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、
詩

に
対
し
て
も
影
響
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。
抒
情
詩
は
外
界
の
リ
ズ
ム
に
従
う
の
で
な
く
、
感
情
の
リ
ズ
ム
を
表
現

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
な
感
情
の
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
も
現
実
の
生
活
の
リ
ズ
ム
、
時
代
の
テ

ン
ポ
の
影
響
を
受
け
ず
に
は
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
的
に
見
て
、
古
代
か
ら
近
代
に
な
る
に
つ
れ
て
詩
歌
の
リ

ズ
ム
も
急
速
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
言
葉
は
伝
統
的
な
も
の
で
あ
る
。
我
々
は
我
々
の
民
族
の
歴
史
に
お
い
て
生
産
さ
れ
伝
承
さ
れ
た
言
葉
の
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中
に
産
み
落
さ
れ
る
。「
詩
人
の
職
業
は
心
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
運
動
を
伝
統
に
よ
っ
て
規
則
づ
け
ら
れ
た
リ
ズ
ム

の
う
ち
に
表
現
す
る
こ
と
に
存
す
る
。」
詩
人
は
彼
の
前
に
、
そ
の
価
値
を
時
の
流
に
お
い
て
確
か
め
ら
れ
、
か

か
る
価
値
の
た
め
に
生
き
な
が
ら
え
て
い
る
一
定
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
短
歌
に
お
け
る
定
型
の
如
き
も
の
は

そ
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
定
型
律
は
そ
の
価
値
を
長
い
間
の
歴
史
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
と
は

い
え
、
た
だ
そ
れ
を
模
倣
す
る
だ
け
で
詩
歌
の
価
値
が
生
ず
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
詩
人

は
伝
統
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
言
葉
の
形
式
に
彼
の
思
想
や
感
情
を
調
和
さ
せ
よ
う
と
考
え
る
。
か

く
す
る
こ
と
が
必
ず
し
も
無
意
味
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
渾
沌
曖
昧
な
思
想
や

感
情
が
秩
序
と
統
一
を
得
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
伝
統
に
は
伝
統
の
厳
し
さ
、
深
さ
が
あ
る
。
我
が
国
に
お

い
て
は
詩
歌
は
特
に
作
者
の
「
心
境
」
を
現
す
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
心
境
と
は
何
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

私
は
心
境
と
い
う
も
の
は
い
わ
ゆ
る
「
心
の
技
術
」（
ゼ
ー
レ
ン
テ
ク
ニ
ク
）
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
る
。

由
来
東
洋
に
お
い
て
は
倫
理
の
問
題
が
主
と
し
て
心
の
技
術
、
言
い
換
え
る
と
修
行
と
か
修
養
と
か
の
問
題
と
し

て
捉
え
ら
れ
た
。
心
境
と
は
こ
の
よ
う
な
心
の
技
術
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
短
歌
は
心
境
の
文
学

と
し
て
、
と
り
わ
け
東
洋
的
な
世
界
観
、
倫
理
観
と
関
係
を
有
す
る
で
あ
ろ
う
。
歌
人
は
心
の
技
術
或
い
は
心
の

鍛
錬
に
よ
っ
て
或
る
一
定
の
心
境
に
至
ろ
う
と
努
力
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
は
自
己
の
心
の
動
き
を
言
葉
の
伝
統
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的
な
形
式
に
調
和
さ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
こ
と
は
し
ば
し
ば
自
己
の
生
活
を
現
実

の
社
会
か
ら
游
離
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。
素
樸
な
感
受
性
と
直
接
的
な
感

動
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
欲
し
な
い
た
め
に
、
む
し
ろ
伝
統
に
よ
っ
て
規
則
づ
け
ら
れ
た
定

型
律
を
棄
て
て
自
由
に
自
己
の
感
動
の
リ
ズ
ム
の
ま
ま
に
歌
お
う
と
す
る
者
が
出
て
来
る
。
そ
の
根
柢
に
は
倫
理

の
変
化
が
あ
ろ
う
。
種
々
な
る
自
由
詩
が
現
れ
る
。
自
由
詩
と
は
、
グ
ル
モ
ン
の
定
義
に
よ
る
と
、
感
動
的
イ
デ

ー
の
モ
デ
ル
に
従
っ
て
描
か
れ
、
も
は
や
調
子
の
固
定
則
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
音
楽
的
フ
ラ
グ
メ

ン
ト
で
あ
る
。
新
し
い
言
葉
が
作
ら
れ
る
。
言
葉
は
伝
統
で
あ
る
の
み
で
な
く
ま
た
創
造
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト

の
い
っ
た
よ
う
に
、
言
葉
は
エ
ル
ゴ
ン
で
は
な
く
て
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
で
あ
る
。
そ
れ
は
出
来
上
っ
て
し
ま
っ
た
も

の
で
な
く
、
絶
え
ず
生
成
し
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
自
由
詩
の
場
合
に
し
て
も
完
全
な
自
由
と
い
う

も
の
は
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
も
自
由
な
詩
歌
の
美
も
、
よ
り
微
妙
な
、
し
か
し
つ
ね
に
厳
密

な
数
学
に
依
存
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
調
子
と
思
想
と
の
正
確
な
調
和
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

そ
れ
の
み
で
な
く
、
言
葉
は
音
声
と
し
て
或
る
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
音
律
は
人
間
の
発
声
器
官
の
構
造
、

呼
吸
、
心
臓
の
搏
動
等
に
も
と
づ
き
、
一
定
の
限
度
を
越
え
て
速
め
、
ま
た
緩
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
詩
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は
言
葉
の
音
声
学
的
構
造
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
音
声
に
は
言
語
学
者
が
示
す
よ
う
な
音
声
法
則
と
い
う

も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
言
葉
は
人
間
の
生
産
物
と
し
て
単
に
感
性
的
な
も
の
で
な
く
同
時
に
精
神
的

な
も
の
で
あ
る
。
言
葉
の
生
産
に
あ
た
っ
て
精
神
の
活
動
は
そ
の
形
式
を
言
葉
に
与
え
、
か
よ
う
に
し
て
す
べ
て

の
言
葉
は
フ
ン
ボ
ル
ト
の
い
う
如
き
「
内
面
的
言
語
形
式
」
を
含
ん
で
い
る
。
言
葉
は
単
に
音
声
形
式
を
有
す
る

の
み
で
な
い
。
そ
れ
故
に
、
言
葉
の
完
全
を
形
作
る
も
の
は
、
音
声
形
式
と
内
面
的
言
語
形
式
と
の
結
合
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
き
完
成
の
最
高
点
は
、
こ
の
結
合
が
つ
ね
に
言
語
生
産
的
な
精
神
の
同
時
的
作
用
に
お

い
て
行
わ
れ
、
真
の
、
純
粋
な
滲
透
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
言
葉
の
生
産
は
ひ
と
つ
の
綜

合
的
な
は
た
ら
き
で
あ
っ
て
、
し
か
も
結
合
さ
れ
た
い
ず
れ
の
部
分
も
そ
れ
だ
け
で
は
含
ん
で
い
な
い
或
る
も
の

を
作
り
出
す
と
い
う
、
綜
合
の
最
も
純
粋
な
意
味
に
お
い
て
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
目
的
は
音
声
形
式
と
内
面
的
言

語
形
式
と
の
全
体
の
構
造
が
し
っ
か
り
と
そ
し
て
同
時
に
融
合
し
た
場
合
に
達
せ
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
二
つ
の
要

素
は
完
全
に
適
合
し
合
い
、
一
方
が
他
方
を
踏
み
越
え
る
こ
と
が
な
い
。
詩
は
か
く
の
如
き
完
成
を
目
ざ
し
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
詩
は
言
語
の
完
成
で
あ
り
、
言
葉
の
純
粋
な
る
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
言
語
芸
術
が
そ
れ
を
目

標
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
詩
は
少
な
く
と
も
そ
れ
の
原
型
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ

う
。
ま
た
言
葉
が
一
般
に
内
面
的
言
語
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
は
コ
ー
ヘ
ン
の
い
う
よ
う
に
「
第
二
の
内
面
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的
言
語
形
式
」
で
あ
る
。
そ
の
言
葉
は
日
常
の
言
葉
の
概
念
性
或
い
は
実
用
性
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
る
。
詩
が
純

粋
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
面
的
に
理
解
さ
れ
て
、
詩
が
ひ
た
す
ら
に
リ
ズ
ム
の
法
則
に
従
わ
ね
ば
な

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
リ
ズ
ム
的
な
く
ぎ
り
は
そ
れ
自
身
で
表
現
的
な
の
で
は
な
い
。
リ
ズ
ム
は

イ
デ
ー
が
そ
れ
に
応
ず
る
と
き
表
現
的
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
言
葉
の
技
術
家
が
あ
た
か
も
そ
れ
自
身
で
表
現
的

で
あ
る
か
の
如
く
見
え
る
よ
う
に
巧
み
に
作
っ
た
く
ぎ
り
も
、
そ
れ
に
或
る
意
味
が
聯
想
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば

表
現
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。

三

「
詩
は
そ
こ
で
は
イ
デ
ー
が
感
情
に
な
っ
た
音
楽
で
あ
る
、」
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
イ
デ
ー
を
思
想
と
い
う
意
味

に
解
す
る
な
ら
ば
、
た
し
か
に
詩
に
お
い
て
は
思
想
は
感
情
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
、
思
想
は
感
情
に
ま
で
な
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
け
れ
ど
も
、
よ
り
重
要
な
こ
と
は
、
イ
デ
ー
が
感
情
か
ら
生
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
深
い
思
想

は
す
べ
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
思
想
が
創
造
さ
れ
る
と
い
う
場
合
、
か
よ
う
な
創
造
の
根
源
は
感
情
で
あ

る
。
詩
歌
の
イ
デ
ー
は
、
本
来
、
感
情
か
ら
生
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
詩
歌
は
心
の
感
動
か
ら
発
す
る
。

「
何
故
に
私
は
書
く
の
で
あ
る
か
。
―
―
私
が
心
臓
の
う
ち
に
も
つ
も
の
、
こ
の
も
の
が
外
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
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ぬ
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
私
は
書
く
の
で
あ
る
。」
と
い
う
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
言
葉
は
、
や
が
て
詩
人
や
歌
人

の
心
を
表
す
で
あ
ろ
う
。
詩
歌
の
根
源
は
思
想
に
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
パ
ト
ス
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
の
イ
デ

ー
は
感
情
が
そ
れ
に
先
だ
ち
、
感
情
が
そ
れ
の
原
因
で
あ
る
よ
う
な
思
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
の
感
情
は

表
象
の
結
果
で
あ
る
よ
う
な
感
情
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
パ
ト
ス
と
は
主
体
的
な
も
の
の
意
識
で
あ
る
。
主
体
的

な
も
の
は
あ
た
か
も
主
体
的
な
も
の
と
し
て
真
に
動
的
な
も
の
、
活
動
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
パ
ト
ス
は
内

面
的
な
運
動
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
。
詩
歌
の
リ
ズ
ム
は
本
質
的
に
パ
ト
ス
の
運
動
に
依
存
す
る
。
か
く
の
如

き
内
面
的
な
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
活
か
さ
れ
て
い
な
い
詩
歌
は
す
べ
て
空
虚
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
詩
歌
が
時
間
の
法

則
に
従
う
と
い
う
場
合
、
そ
の
時
間
は
本
質
的
に
内
面
的
な
時
間
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
心
の
感

動
は
い
ま
だ
詩
歌
で
は
な
く
、そ
こ
に
は
言
葉
に
よ
る
表
現
が
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
葉
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
り
、

上
に
述
べ
た
よ
う
に
イ
デ
ー
的
性
質
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
具
え
て
い
る
。
言
葉
と
思
考
と
は
そ
の
本
性
上
ど
こ

ま
で
も
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
詩
歌
が
言
葉
に
よ
る
芸
術
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
か
ら
思
考
的
要
素

を
全
く
除
き
去
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
無
駄
な
企
て
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
感
情
の
言
葉
に
し
て
も
思
考
的
要
素
を

も
っ
て
い
る
。
思
考
に
は
直
観
的
な
思
考
も
あ
る
。
思
考
対
象
と
考
え
ら
れ
る
イ
デ
ー
は
も
と「
見
ら
れ
た
も
の
」

を
意
味
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
ロ
ゴ
ス
の
は
た
ら
き
は
根
源
的
に
は
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
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の
哲
学
は
ロ
ゴ
ス
の
直
観
的
な
作
用
を
「
見
る
」
と
い
う
風
に
規
定
し
て
来
た
が
、
我
々
の
見
解
に
よ
る
と
、
そ

こ
に
そ
れ
の
ひ
と
つ
の
根
本
的
な
限
界
が
あ
る
。
も
し
も
ロ
ゴ
ス
の
作
用
が
見
る
こ
と
で
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、

詩
歌
と
い
う
も
の
は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
る
に
ロ
ゴ
ス
は
も
と
も
と
「
語
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
、
従
っ
て
ま
た
「
聴
く
」
と
い
う
作
用
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ゴ
ス
が
根
源
的
に
聴
く
も
の
は
パ
ト
ス
の
声

で
あ
る
。
い
な
、
パ
ト
ス
は
そ
れ
自
身
声
で
あ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
、
パ
ト
ス
を
声
あ
ら
し
め
る
も
の
は
む
し

ろ
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
。
人
間
の
ロ
ゴ
ス
は
自
分
自
身
か
ら
語
り
出
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
パ
ト
ス
の
声
を
聴
く
こ
と

に
よ
っ
て
語
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
詩
歌
の
誕
生
が
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
我
々
は
詩
歌
の
本
質
を
最
も
深
い
意
味
に
お
け
る
「
告
白
」
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ゲ
ー
テ
は
彼
の
自
叙
伝
た
る
『
詩
と
真
実
』
の
中
で
、
彼
の
詩
は
一
種
の
一
般
的
な
懺
悔
で
あ
る
と
述
べ
た
。
詩

歌
に
お
い
て
ひ
と
は
誰
に
向
っ
て
告
白
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
読
者
に
向
っ
て
で
あ
る
か
。
ひ
と
は
他
に
向

っ
て
、
神
に
向
っ
て
さ
え
、
告
白
す
る
場
合
、
真
実
さ
や
素
樸
さ
を
失
い
易
い
も
の
で
あ
る
。
も
し
詩
歌
が
他
の

誰
か
に
向
っ
て
の
告
白
で
あ
る
な
ら
ば
、
詩
歌
に
と
っ
て
本
質
的
な
真
実
性
や
素
樸
性
は
如
何
に
失
わ
れ
易
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
詩
歌
に
お
い
て
ひ
と
は
自
己
自
身
に
向
っ
て
さ
え
告
白
す
る
の
で
は
な
い
。
お
の
ず
か
ら

歌
い
出
で
た
る
詩
歌
も
詩
歌
と
し
て
す
で
に
告
白
で
あ
る
。
詩
歌
に
お
い
て
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
に
向
っ
て
告
白
す
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る
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
は
パ
ト
ス
の
声
を
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
語
る
、そ
こ
に
最
も
深
い
意
味
で
の
告
白
が
あ
る
。

ひ
と
は
他
に
向
っ
て
告
白
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。
美
し
い
詩
歌
は
そ
れ
自
身
で
足
り
る
、
そ
れ
は
た
だ
ち
に
反

響
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
リ
ズ
ム
の
力
が
そ
こ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
詩
歌
が
い
わ
ゆ
る
告
白
文
学

の
如
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。

抒
情
詩
が
他
の
種
類
の
詩
に
対
す
る
特
性
は
、
そ
れ
が
個
人
中
心
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。
民
謡
や
叙
事
詩
な
ど
は
そ
の
起
原
に
お
い
て
集
団
的
も
し
く
は
民
族
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に

抒
情
詩
の
発
生
は
個
人
の
自
覚
と
一
致
す
る
。
抒
情
詩
は
個
性
的
な
、
人
格
的
な
詩
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の

こ
と
は
詩
歌
が
い
わ
ゆ
る
個
人
主
義
的
な
文
学
で
あ
る
と
い
う
が
如
き
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。例
え
ば
、

小
説
家
が
自
己
を
探
求
す
る
場
合
、彼
は
必
ず
し
も
「
自
己
」
を
目
的
と
し
て
そ
れ
に
関
心
し
て
い
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
自
己
を
探
求
す
る
と
い
う
道
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
人
間
の
真
に
「
主
体
的
な
も
の
」
を
捉
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
主
体
的
な
も
の
は
決
し
て
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
い
。
し
か
し
人
間
の
主
体
的
な
も

の
を
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
我
々
は
自
己
を
探
求
す
る
と
い
う
道
に
よ
る
こ
と
を
い
わ
ば
方
法
論
的
に
要
求
さ
れ

る
、
自
己
の
探
求
と
い
う
こ
と
は
方
法
論
的
意
味
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
道
に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
も
の
は
単
な

る
「
自
己
」
で
は
な
い
。
あ
た
か
も
そ
の
よ
う
に
、
詩
歌
が
自
己
を
通
ず
る
場
合
、
そ
こ
に
現
れ
る
も
の
は
単
に
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個
人
的
な
も
の
で
な
い
。
し
か
し
主
体
的
な
も
の
は
た
だ
個
性
的
な
も
の
、
人
格
的
な
も
の
の
意
識
に
お
い
て
深

ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
底
に
お
い
て
顕
に
な
る
。
己
を
通
ず
る
詩
歌
に
お
い
て
、
パ
ト
ス
が
純
粋
で
あ
れ
ば

あ
る
ほ
ど
、
顕
に
な
る
の
は
人
間
の
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
も
は
や
単
に
「
人
間
性
」
と
さ
え
も

い
う
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
で
あ
ろ
う
。

詩
歌
が
感
情
に
発
す
る
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、
我
々
は
ま
た
他
方
に
お
い
て
言
葉
が
物
質
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
か
か
る
物
質
的
な
も
の
と
し
て
言
葉
は
、
詩
歌
に
と
っ
て
手
段
と
い
う
意
味
を
離

れ
る
も
の
で
な
い
。
言
葉
の
外
的
な
リ
ズ
ム
が
詩
歌
に
と
っ
て
目
的
で
あ
る
の
で
な
く
、
そ
れ
は
心
の
感
動
を
表

現
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
詩
人
や
歌
人
は
こ
の
物
質
的
な
も
の
を
支
配
し
、
駆
使
し
得
る
た
め
に
一
定
の
テ

ク
ニ
ッ
ク
を
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
他
の
芸
術
に
お
い
て
と
同
じ
よ
う
に
、
詩
歌
に
と
っ
て
も
テ
ク
ニ
ッ
ク

は
大
切
で
あ
る
。
ホ
イ
ッ
ス
ラ
ー
は
い
っ
て
い
る
、「
一
枚
の
絵
は
、
結
果
を
得
る
た
め
に
使
用
さ
れ
た
手
段
の

あ
ら
ゆ
る
痕
跡
が
消
え
失
せ
た
と
き
に
完
成
さ
れ
る
。」
言
葉
の
外
面
的
な
リ
ズ
ム
が
心
の
感
動
の
内
面
的
な
リ

ズ
ム
と
応
和
し
統
一
さ
れ
て
そ
の
外
面
性
を
失
っ
た
と
き
詩
歌
は
完
成
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
の
つ
な
が
り
も
し
く

は
リ
ズ
ム
と
言
葉
の
つ
な
が
り
も
し
く
は
リ
ズ
ム
と
が
一
致
し
た
と
き
詩
歌
は
完
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
意
味
が
リ

ズ
ム
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
意
味
が
概
念
的
意
味
で
は
な
く
て
、
感
情
に
活
か
さ
れ
た
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も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
パ
ト
ス
の
重
要
な
作
用
の
一
つ
は
い
わ
ゆ
る
結
晶
化
の
作
用
で
あ
る
。
結
晶
作
用
と
組
織
作
用
と
は

自
然
界
に
行
わ
れ
る
二
つ
の
大
き
な
作
用
で
あ
る
が
、
我
々
は
そ
れ
を
人
間
の
心
の
う
ち
に
も
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
の
作
用
の
本
質
的
な
も
の
が
、
普
通
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
内
容
を
組
織
化
す
る

こ
と
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
パ
ト
ス
の
作
用
の
根
本
的
な
も
の
は
そ
の
内
容
を
結
晶
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
タ
ン

ダ
ー
ル
は
愛
の
パ
ト
ス
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
結
晶
作
用
を
見
出
し
た
。
そ
し
て
、私
が
結
晶
作
用
と
呼
ぶ
の
は
、

そ
こ
に
現
れ
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
か
ら
、
愛
す
る
も
の
の
何
で
も
新
し
い
完
全
性
を
発
見
し
て
来
る
心
の
は
た

ら
き
で
あ
る
、
と
書
い
て
い
る
。
か
よ
う
に
結
晶
化
す
る
こ
と
は
そ
の
内
容
を
イ
デ
ー
化
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

で
あ
ろ
う
、
イ
デ
ー
と
は
、
そ
の
優
越
な
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
完
全
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
。
こ
の

よ
う
な
イ
デ
ー
が
論
理
的
イ
デ
ー
と
異
な
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
抒
情
詩
、従
っ
て
ま
た
詩
歌
の
本
質
は
、

そ
こ
に
は
か
く
の
如
き
感
情
の
内
容
に
つ
い
て
の
結
晶
作
用
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
。
言
葉
の
組
み
立
て

を
通
じ
て
現
れ
る
も
の
は
か
よ
う
な
結
晶
作
用
で
あ
る
。
言
葉
は
そ
の
性
質
に
よ
っ
て
こ
の
結
晶
作
用
を
助
け
る

ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
言
葉
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
初
め
て
こ
の
結
晶
作
用
は
完
成
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
か
か
る
結
晶
作
用
こ
そ
詩
歌
の
彫
刻
性
の
本
来
的
な
も
の
、
或
い
は
そ
れ
の
本
源
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
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抒
情
詩
は
他
の
言
語
芸
術
、詩
の
他
の
種
類
に
対
し
て
も
特
殊
性
を
も
っ
て
い
る
。
他
の
も
の
が
或
い
は
建
築
的
、

或
い
は
絵
画
的
性
質
を
す
ぐ
れ
て
有
す
る
と
き
、
抒
情
詩
は
彫
刻
的
性
質
を
す
ぐ
れ
て
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
る
に
か
よ
う
な
結
晶
作
用
が
純
粋
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
一
定
の
心
的
状
態
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
プ
レ
モ
ン

は
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
イ
と
の
対
話
の
中
で
記
し
て
い
る
、「
感
受
性
で
あ
れ
、
想
像
力
で
あ
れ
、
或
い
は
知
性

で
あ
れ
、
詩
人
が
そ
れ
に
あ
ま
り
構
い
過
ぎ
、
我
々
の
能
力
の
い
ず
れ
か
一
つ
に
あ
ま
り
多
く
の
喜
び
を
与
え
る

や
否
や
、
彼
は
我
々
に
お
い
て
詩
的
な
優
美
の
状
態
に
必
要
な
静
け
さ
を
乱
す
。
か
よ
う
に
し
て
彼
等
の
あ
ま
り

に
も
多
数
が
、
彼
等
の
偉
大
な
者
で
す
ら
、
我
々
を
散
文
に
戻
し
、
我
々
を
散
文
の
う
ち
に
閉
じ
込
め
る
、
或
る

者
は
我
々
を
動
揺
さ
せ
る
た
め
に
、
他
の
者
は
絵
画
的
な
も
の
に
よ
っ
て
我
々
の
趣
味
を
興
ぜ
さ
せ
る
た
め
に
、

ま
た
他
の
者
は
我
々
の
精
神
の
好
奇
心
を
喚
び
起
す
た
め
に
。」
我
々
の
心
的
能
力
が
調
和
し
た
状
態
に
お
い
て

結
晶
作
用
は
純
粋
に
行
わ
れ
易
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
の
心
に
お
い
て
も
ろ
も
ろ
の
体
験
は
す
べ
て
感
情
の

床
の
中
に
あ
る
。
感
情
は
も
ろ
も
ろ
の
体
験
を
包
ん
で
、
そ
れ
に
全
体
性
の
構
造
を
与
え
る
。
諸
体
験
の
調
和
を

支
え
る
も
の
も
ま
た
感
情
で
あ
る
。
か
か
る
調
和
が
決
し
て
単
な
る
静
で
あ
り
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か

ろ
う
。

【1934.3

】
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わ
れ
わ
れ
の
学
校
時
代
に
は
国
語
の
時
間
に
朗
読
を
課
せ
ら
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
っ
た
。
子
供
の
あ
る
家
の
前

を
通
る
と
、
そ
こ
の
子
供
の
朗
読
の
声
が
垣
根
か
ら
漏
れ
て
来
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
。
こ
の
ご
ろ
で
は
散

歩
に
出
て
も
ラ
ヂ
オ
の
音
が
聞
え
て
来
る
こ
と
の
み
多
く
な
っ
て
、
読
本
の
朗
読
の
声
は
あ
ま
り
耳
に
入
ら
な
く

な
っ
た
が
、
学
校
で
朗
読
が
課
せ
ら
れ
る
の
は
、
今
も
昔
と
変
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

漢
文
は
こ
と
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
文
章
の
う
ま
み
は
朗
読
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
て

い
た
。
私
が
第
一
高
等
学
校
に
は
い
っ
た
時
、
漢
文
の
先
生
は
塩
谷
青
山
先
生
で
あ
っ
た
が
、
先
生
は
生
徒
に
朗

読
さ
せ
て
そ
の
平
常
点
を
附
け
ら
れ
た
。
先
生
御
自
身
た
い
へ
ん
朗
読
が
好
き
で
ま
た
得
意
で
も
あ
っ
た
の
で
、

生
徒
が
心
得
て
、
先
へ
進
む
こ
と
が
嫌
な
ば
あ
い
先
生
に
朗
読
を
お
願
い
し
、
折
々
失
礼
な
話
だ
が
ア
ン
コ
ー
ル

を
叫
ん
で
、
幾
度
も
繰
り
返
し
て
お
な
じ
文
章
を
朗
読
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
で
あ
る
。

子
供
に
朗
読
を
授
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
発
声
器
官
を
整
調
し
、
そ
の
発
音
を
正
し
く
す
る
上
に
有
意
義

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
た
演
説
や
講
義
や
説
教
の
調
子
を
覚
え
る
た
め
に
も
役
立
ち
得
る
に
相
違
な
い
。
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ド
イ
ツ
人
は
と
り
わ
け
朗
読
が
好
き
で
朗
読
の
技
巧
の
習
得
を
教
養
の
一
つ
と
考
え
て
い
る
ら
し
い
が
、
私
の
留

学
中
或
る
牧
師
の
家
に
寄
寓
し
た
時
、
主
人
は
同
じ
職
業
に
準
備
し
よ
う
と
い
う
そ
の
子
供
に
毎
日
詩
の
朗
読
を

さ
せ
て
、
私
な
ど
も
し
ば
し
ば
そ
の
聴
き
手
と
し
て
呼
び
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
大
人
に
と
っ
て
も
朗
読
は
最

も
手
軽
に
出
来
る
芸
術
的
享
楽
の
ひ
と
つ
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
ラ
ヂ
オ
を
聴
く
ひ
ま
が
あ
れ
ば
、
自
分
で
朗

読
す
る
が
よ
い
。
眼
で
読
む
こ
と
が
次
第
に
多
く
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
は
、
時
々
朗
読
の
楽
し
み
を
想
い
起
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

朗
読
に
適
す
る
の
は
何
よ
り
も
詩
で
あ
り
、
も
し
く
は
詩
の
要
素
の
、
あ
る
い
は
雄
弁
の
要
素
の
多
い
文
章
で

あ
る
。
現
在
の
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
な
い
が
、
わ
れ
わ
れ
の
習
っ
た
読
本
の
文
章
は
た
い
て
い
朗
読
に
適
す
る
、

従
っ
て
口
調
の
好
い
文
章
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
教
科
書
の
文
章
は
名
文
と
さ
れ
て
お
り
、
学
校
の
作
文
の
時

間
に
も
努
め
て
そ
ん
な
調
子
の
文
章
を
書
く
よ
う
に
し
た
も
の
だ
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
文
章
が
現
代
の
散
文
の

模
範
で
あ
り
得
る
か
ど
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
の
芸
術
論
集
の
中
の
散
文
論
を
見
る
と
、
ア
ラ
ン
は
散
文
を
詩
お
よ
び
雄
弁
に
対
立
さ
せ
、
真
の
散
文

は
こ
れ
ら
の
も
の
に
固
有
な
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
否
定
し
、排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
る
と
書
い
て
い
る
。

詩
や
雄
弁
が
も
と
耳
で
聞
か
れ
る
も
の
で
あ
る
に
反
し
、
散
文
は
本
来
声
を
出
さ
な
い
で
眼
で
読
ま
る
べ
き
も
の
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で
あ
る
。
文
章
の
中
に
演
説
口
調
、
説
教
口
調
、
あ
る
い
は
講
義
口
調
の
出
る
の
は
散
文
が
ま
だ
若
く
、
十
分
純

粋
に
な
り
切
っ
て
い
な
い
証
拠
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
立
派
な
散
文
は
音
読
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
得
る
、
す
な

わ
ち
読
み
手
の
技
巧
は
何
一
つ
そ
こ
に
附
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
彼
は
お
の
ず
と
停
頓
し
、
ま
た
読
み
は
じ

め
、
も
と
へ
戻
る
。
か
く
の
如
く
ア
ラ
ン
が
云
う
通
り
で
あ
れ
ば
、
立
派
な
散
文
は
も
と
朗
読
に
適
し
な
い
も
の

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。そ
こ
で
も
し
散
文
の
う
ま
さ
、面
白
さ
を
教
え
、味
わ
わ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

学
校
に
お
け
る
文
章
の
朗
読
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
考
え
直
し
て
み
る
べ
き
問
題
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
散
文

芸
術
は
近
代
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
発
達
は
わ
れ
わ
れ
の
黙
読
の
習
慣
と
も
関
係
が
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
漢
文
口
調
と
か
文
語
体
と
か
い
わ
れ
る
文
章
は
朗
読
に
適
し
た
も
の
で
あ
る
。
文
章
が
上
手
に
な
る

に
は
漢
文
を
し
っ
か
り
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
わ
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
も
今
で
は
ど
れ
ほ
ど
正
し
い
か
。
尤
も
他

方
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
詩
的
乃
至
雄
弁
的
要
素
の
多
い
文
章
を
習
う
こ
と
は
、
ち
ょ
う
ど
デ
ッ
サ
ン
を
習

う
よ
う
な
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
得
る
。
詩
は
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
基
礎
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
よ
う
。
し
か
し
換
骨

奪
胎
と
い
う
こ
と
が
ぜ
ひ
必
要
で
あ
る
。
プ
ロ
フ
ェ
ッ
サ
ー
の
文
章
に
そ
の
職
業
的
習
慣
か
ら
演
説
口
調
、
講
義

口
調
が
出
た
も
の
の
多
い
の
は
散
文
と
し
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
の
先
生
で
は
深
田
康
算
博

士
の
文
体
の
ご
と
き
敬
服
す
べ
く
、
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。i

【1934.5

】
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技
術
の
精
神
と
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム

技
術
の
精
神
と
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム

近
代
自
然
主
義
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
標
語
は
、
文
学
に
お
い
て
自
然
科
学
者
の
如
く
忠
実
な
観
察
者
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。然
し
、芸
術
家
の
目
的
は
単
に
知
る
こ
と
で
な
く
、却
っ
て
作
る
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
の
点
に
お
い
て
芸
術
家
は
自
然
科
学
者
よ
り
も
寧
ろ
技
術
家
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
精
神

と
文
学
の
精
神
と
は
如
何
に
類
似
し
、
ま
た
如
何
に
相
違
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
文
学

の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
問
題
に
対
し
て
或
る
洞
見
を
与
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

技
術
の
精
神
と
云
え
ば
、
普
通
に
、
そ
の
合
理
性
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
技
術
は
先
ず
自
然
法
則
的
合

理
性
を
有
す
る
。
そ
れ
は
無
制
約
的
に
自
然
法
則
に
依
存
し
、
少
し
で
も
こ
の
秩
序
か
ら
そ
れ
た
場
合
に
は
自
然

は
破
壊
を
も
っ
て
復
讐
す
る
。
技
術
の
合
理
性
は
次
に
目
的
論
的
合
理
性
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
全
体
と
部
分
と
が

密
接
な
相
互
関
係
に
立
ち
、
そ
の
隅
々
に
至
る
ま
で
構
成
し
尽
さ
れ
、
内
的
必
然
性
に
よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
。

精
巧
な
機
械
を
始
め
凡
て
の
完
全
な
技
術
的
形
態
が
我
々
に
美
を
感
ぜ
し
め
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
技
術
の

有
す
る
合
理
性
は
更
に
経
済
的
合
理
性
で
あ
る
。
そ
の
理
想
は
あ
ら
ゆ
る
無
駄
を
省
い
て
、
最
小
の
消
費
を
も
っ
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て
最
大
の
効
果
を
挙
げ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
経
済
的
合
理
性
を
有
し
な
い
機
械
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
技

術
的
合
理
性
に
欠
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
技
術
の
精
神
が
合
理
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
然
し
な
が
ら
、
技
術
に
関
す
る
考

察
が
従
来
多
く
技
術
の
こ
の
方
面
を
の
み
力
説
し
て
来
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
進
ん
で
そ
の
よ
う
な
合
理
性
、
も

し
く
は
「
技
術
的
知
性
」
の
根
源
に
ま
で
溯
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
我
々
は
、
工
場
に
お
い
て

繰
り
返
さ
れ
て
い
る
技
術
の
観
察
に
と
ど
ま
ら
ず
、
技
術
が
最
初
に
或
る
新
し
い
形
態
を
作
り
出
し
た
所
に
ま
で

行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
先
ず
、
技
術
が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
た
だ
合
理
的
な
道
で
作
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
技
術
の
歴
史
も
ま
た
大
い
な
る
直
観
の
歴
史
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
中
心
は「
発

明
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
我
々
の
注
意
を
、
工
場
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
技
術
の
過
程
か
ら
、
そ
れ
の

根
源
へ
向
け
る
な
ら
ば
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
技
術
の
う
ち
い
と
小
さ
き
も
の
も
、
も
と
発
明
で
あ
っ
た
。
然

る
に
自
然
法
則
か
ら
合
理
的
に
推
理
し
得
、
帰
結
し
得
る
こ
と
は
発
明
と
は
云
わ
れ
な
い
。
そ
の
限
り
技
術
は
自

然
科
学
の
単
純
な
応
用
と
い
う
が
如
き
も
の
で
は
な
い
。
技
術
は
も
と
よ
り
つ
ね
に
自
然
法
則
の
遂
行
で
あ
る
け

れ
ど
も
、
唯
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
自
然
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
て
も
自
己
の
諸
法
則
を
遂
行
し

は
す
る
が
、
回
転
す
る
車
輪
の
如
き
も
の
を
生
ぜ
し
め
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
技
術
の
存
在
に
は
人
間
の
意
欲
が
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技
術
の
精
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と
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の
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加
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
技
術
家
は
自
然
法
則
と
彼
の
意
欲
と
の
綜
合
を
求
め
る
。
こ
の
殆
ど
凡
て
の
場
合
極

め
て
困
難
な
、
辛
苦
を
要
す
る
仕
事
の
中
か
ら
出
て
来
る
も
の
は
、
つ
ね
に
意
想
外
の
も
の
、
ひ
と
を
驚
か
す
よ

う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
発
明
だ
と
い
う
こ
と
を
知
ら
し
め
る
。
自
然
法
則
は
「
発
明
」
さ
れ
は
し
な
い
、
そ

れ
は
「
発
見
」
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
蔽
わ
れ
て
い
る
の
を
の
ぞ
い
て
顕
に
す
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
技
術
は

単
に
知
る
こ
と
で
な
く
、
作
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
発
明
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
新
し
い

性
質
の
獲
得
で
あ
る
。
そ
れ
は
地
上
を
豊
富
な
ら
し
め
る
。
そ
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
既
知
の
自
然
法
則
で

あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
発
明
は
つ
ね
に
意
想
外
の
も
の
、
ひ
と
を
驚
か
す
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
技
術
は
発
明
と

し
て
す
で
に
或
る
創
造
的
性
質
を
具
え
て
い
る
。
問
題
は
先
ず
、
か
く
の
如
き
技
術
に
お
け
る
創
造
の
性
質
が
如

何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

技
術
は
屡
々
そ
の
目
的
設
定
に
お
い
て
創
造
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
が
こ
れ
ま
で
普
通
に
し
て
来
た
こ
と
を

引
受
け
て
、
そ
の
代
り
を
す
る
と
い
う
こ
と
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
屡
々
そ
れ
を
越
え
て
創
造
的
な
目
的
を

達
し
よ
う
と
し
、
ま
た
達
す
る
。
か
よ
う
な
目
的
は
日
常
の
人
間
に
と
っ
て
は
屡
々
「
超
人
的
」
と
感
ぜ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。
即
ち
技
術
は
人
間
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
意
欲
か
ら
生
れ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
単
に
我
々
の
実
際
生

活
の
諸
欲
望
の
満
足
の
必
要
か
ら
の
み
生
れ
る
も
の
で
な
い
。
最
初
の
技
術
家
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
の
神
話
は
、
技
術
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の
か
く
の
如
き
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
、
そ
し
て
ま
た
か
か
る
性
格
に
必
然
的
な
悲
劇
を
象
徴
し
て
い
る
。
技

術
は
も
と
魔
術
と
結
び
付
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
単
に
技
術
の
端
初
の
状
態
を
現
す
の
み
で
な
く
、
技
術
に
と

っ
て
或
る
本
質
的
な
も
の
を
現
す
よ
う
に
見
え
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
あ
の
知
的
技
術
で
す
ら
、
彼
の
デ
モ
ー
ニ
ッ

シ
ュ
な
性
格
を
離
れ
て
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

或
る
人
々
に
従
え
ば
、
人
間
が
知
性
を
有
し
、
技
術
を
有
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
具
（
機
械
）
を
有
す
る
の
は
、

人
間
の
生
物
学
的
優
越
に
も
と
づ
く
の
で
な
く
、
却
っ
て
そ
の
生
物
学
的
無
力
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
見

方
が
ど
う
あ
る
に
し
て
も
、
技
術
の
発
生
は
生
の
窮
迫
に
も
と
づ
く
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
窮
迫
は
、
そ
の

本
質
に
お
い
て
は
決
し
て
単
に
い
わ
ゆ
る
外
的
生
活
の
窮
迫
を
の
み
意
味
し
な
い
。
発
明
に
お
け
る
創
造
的
な
意

欲
は
単
に
実
際
的
欲
望
の
満
足
と
い
う
が
如
き
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
窮
迫
は
寧
ろ
人
間
の
主
体
的
実
存
に
お
け

る
根
源
的
な
窮
迫
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間
の
創
造
的
な
意
欲
、
こ
の
デ
ー
モ
ン
は
、
ま
さ
に
人
間
の
主
体
的
な

生
の
窮
迫
を
現
す
も
の
で
あ
る
。

技
術
に
お
け
る
か
か
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
、
我
々
は
そ
れ
を
発
明
の
根
源
、
発
明
家
の
心
理
、
そ
の

悲
劇
に
溯
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
技
術
及
び
そ
の
生
産
物
の
一
般
的
な
存
在
形
式
の
う
ち
に

は
現
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
第
一
に
、
技
術
は
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
係



一
七
九

技
術
の
精
神
と
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム

す
る
。
発
明
は
一
回
的
で
な
く
、
工
場
に
お
い
て
繰
り
返
さ
れ
得
る
技
術
と
し
て
、
か
く
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
そ
の
こ
と
が
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
第
二
に
、
技
術
は
或
る
創
造
的
な
性
質
を
有
す
る
に

し
て
も
、
な
お
ど
こ
ま
で
も
「
発
明
」
で
あ
っ
て
、
本
来
の
「
創
造
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
。
発

明
家
の
意
識
は
、
私
が
そ
れ
を
作
っ
た
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
私
が
そ
れ
を
見
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私

は
そ
れ
を
探
し
た
、そ
し
て
や
っ
と
そ
れ
に
出
逢
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
発
明
は
な
お
ど
こ
ま
で
も「
発

見
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

芸
術
も
制
作
と
し
て
技
術
に
類
似
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
技
術
は
知
的
な
も
の
で
あ
る
。「
詩
は
知
性
の
祝
祭
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
ヴ
ァ
レ
リ
イ
は
云
っ
た
。
然
し
技
術
は
既
に
云
っ
た
よ
う
に
科
学
的
理
論
の
単
純
な
応
用
で

な
い
。
芸
術
家
が
諸
科
学
を
用
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
単
な
る
適
用
と
い
う
が
如
き
こ
と
で
な
く
、
そ
こ
に
は

発
明
家
の
場
合
に
お
け
る
と
同
様
の
、
寧
ろ
そ
れ
以
上
の
苦
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
家
の
活
動
は
発
明

さ
れ
た
技
術
を
繰
り
返
す
職
人
や
職
工
よ
り
も
、
却
っ
て
発
明
家
の
活
動
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
固
よ

り
発
明
家
も
職
工
の
一
面
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
芸
術
家
も
職
人
の
一
面
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た

だ
職
工
が
既
に
あ
る
イ
デ
ー
に
従
っ
て
制
作
を
繰
り
返
す
に
反
し
て
、
発
明
家
は
そ
の
イ
デ
ー
に
お
い
て
創
造
的

で
あ
る
。
更
に
芸
術
は
発
明
以
上
の
創
造
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
創
造
は
一
回
的
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
芸
術
的
意
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欲
の
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
性
格
は
一
層
顕
で
あ
る
。

技
術
は
生
の
窮
迫
か
ら
生
れ
た
と
云
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
窮
迫
は
、
工
学
的
技
術
の
場
合
に
あ
っ
て
す
ら
、

単
に
外
的
窮
迫
の
み
で
な
く
、
却
っ
て
人
間
の
主
体
的
実
存
の
窮
迫
を
意
味
す
る
。
ま
た
窮
迫
は
い
わ
ゆ
る
窮
乏

の
感
情
と
し
て
の
み
で
な
く
、
希
求
そ
の
他
、
種
々
な
る
感
情
及
び
意
欲
と
し
て
感
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
凡

て
根
本
的
な
窮
迫
の
諸
形
態
に
過
ぎ
な
い
。
技
術
に
お
け
る
創
造
的
な
意
欲
は
或
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で

あ
る
。
た
だ
工
学
的
技
術
は
「
発
明
」
で
あ
っ
て
も
本
来
の
「
創
造
」
で
な
く
、
そ
の
制
作
は
客
観
的
生
産
過
程

で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
こ
で
は
技
術
と
か
か
る
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
の
関
係
は
内
面
的
で
な
い
に
反
し

て
、
芸
術
家
の
創
作
に
お
い
て
は
こ
の
関
係
は
内
面
的
必
然
的
で
あ
る
。

デ
ー
モ
ン
の
協
力
な
し
に
は
芸
術
作
品
は
な
い
と
云
わ
れ
る
と
き
、
か
か
る
創
作
家
の
デ
ー
モ
ン
も
生
の
根
本

的
な
窮
迫
の
現
れ
で
あ
ろ
う
。
芸
術
の
技
術
は
か
く
の
如
き
窮
迫
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
窮
迫
か
ら

生
れ
た
技
術
に
し
て
初
め
て
、
真
に
表
現
的
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
技
術
は
性
格
的
で
あ
り
、
ま

た
運
命
的
で
あ
る
。
単
に
ス
タ
イ
ル
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
技
術
が
芸
術
家
に
と
っ
て
は
運
命
的
な
も
の
で
あ

ろ
う
。
芸
術
に
お
い
て
技
術
が
真
の
技
術
で
あ
る
か
否
か
を
定
め
る
の
は
、
そ
れ
が
芸
術
家
の
根
本
的
な
窮
迫
か

ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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技
術
の
精
神
と
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム

科
学
的
知
識
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
そ
の
「
真
理
性
」、
即
ち
そ
れ
が
対
象
も
し
く
は
客
体
と
一
致
し
て

い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
の
「
純
粋
性
」
の
問
題
は
そ
こ
に
は
存
し
な
い
。
同
じ
よ
う
に
工
学
的

技
術
の
場
合
に
も
、
問
題
に
な
る
の
は
そ
れ
が
成
功
す
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
純
粋
性
の

問
題
は
存
し
な
い
。
然
る
に
芸
術
の
場
合
に
お
い
て
は
純
粋
性
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
偽
作
は
技
術
的
に

は
甚
だ
成
功
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
純
粋
で
な
い
、
真
物
で
な
い
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
芸

術
的
に
評
価
さ
れ
な
い
。
芸
術
に
お
け
る
技
術
は
純
粋
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
の
純
粋
性
は
、
そ
れ
が
芸
術

家
の
根
本
的
な
窮
迫
か
ら
生
れ
た
か
否
か
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
が
話
す
よ
う
に
話
す
、
ひ
と

が
す
る
よ
う
に
す
る
、
す
べ
て
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
モ
ラ
ル
に
従
う
こ
と
は
生
活
の
技
術
と
し
て
は
成
功
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
そ
の
よ
う
な
「
ひ
と
」
は
純
粋
な
、
真
物
の
、
本
来
的
な
人
間
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

芸
術
家
の
モ
ラ
ル
は
純
粋
性
に
あ
る
。
す
べ
て
の
技
術
は
固
よ
り
成
功
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
芸
術
に
お
い

て
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
純
粋
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
芸
術
に
お
い
て
純
粋
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
聖
者
の
如
く

な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
聖
者
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
で
な
く
、
制
作
の
人
間
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
科
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
如
く
、単
に
客
観
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。

そ
れ
は
寧
ろ
技
術
の
リ
ア
リ
ズ
ム
に
比
較
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
技
術
を
離
れ
て
芸
術
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
考
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え
ら
れ
ず
、
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
保
証
す
る
も
の
は
技
術
で
あ
る
。
芸
術
家
に
と
っ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
は
単
な
る
物

の
見
方
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
技
術
で
あ
る
。
然
し
こ
こ
で
は
技
術
は
純
粋
性
を
離
れ
て
は
真
の
技
術

で
な
く
、
か
か
る
純
粋
性
を
除
い
て
芸
術
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
我
々
は
、
文
学
の
リ
ア

リ
ズ
ム
は
「
身
を
も
っ
て
描
く
」
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
な
い
、
と
い
う
言
葉
の
真
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
身
を
も
っ
て
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
技
術
が
根
源
的
な
窮
迫
か
ら
生
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か

よ
う
な
技
術
が
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
保
証
す
る
の
で
あ
る
。

【1934.7

】
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創
作
と
作
家
の
体
験

創
作
と
作
家
の
体
験

こ
の
時
代
の
我
が
国
の
文
学
に
つ
い
て
、
作
家
の
生
活
の
狭
さ
、
体
験
の
浅
さ
が
、
し
ば
し
ば
い
わ
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
今
日
初
め
て
い
わ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
従
来
と
て
も
い
わ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
場
合
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
つ
ね
に
現
在
の
文
学
に
対
す
る
種
々
の
要

求
に
結
び
つ
い
て
、
そ
の
見
地
か
ら
い
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
要
求
の
一
、二
を
挙
げ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
先
ず
、
我
々
の
文
学
が
な
か
な
か
脱
却
し
得
な
い
私
小
説

的
或
い
は
心
境
文
学
的
傾
向
の
超
克
に
対
す
る
要
求
に
関
聯
し
て
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
私
小
説
や
心
境
文
学

を
踏
み
越
え
る
た
め
に
は
、
作
家
が
生
活
経
験
を
広
く
し
、
人
生
及
び
社
会
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
る
必
要
が

あ
る
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
作
家
の
生
活
の
狭
さ
、
ま
た
勉
強
の
浅
さ
は
、
次
に
、

文
学
の
好
き
意
味
に
お
け
る
通
俗
性
に
対
す
る
要
求
に
関
聯
し
て
、
我
々
の
文
学
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
通
俗
文
学
も
し
く
は
大
衆
文
学
の
こ
と
は
措
い
て
、
純
粋
文
学
と
通
俗
性
の
問
題

は
、
こ
れ
ま
で
に
も
と
き
ど
き
議
論
さ
れ
た
が
、
最
近
で
は
ま
た
横
光
利
一
氏
の
如
き
作
家
も
通
俗
性
の
要
求
を
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み
ず
か
ら
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
我
が
国
の
今
日
の
純
粋
文
学
に
は
よ
き
意
味
に
お
け
る
通
俗
性
が
欠
け

て
お
り
、
そ
こ
で
文
学
に
対
す
る
一
般
社
会
の
関
心
も
し
ぜ
ん
局
限
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
作
品
が
通
俗
性
を
も

つ
た
め
に
は
、
作
家
が
も
っ
と
広
い
社
会
の
多
種
多
様
な
生
活
に
つ
い
て
の
経
験
と
知
識
と
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
要
求
に
関
聯
し
て
語
ら
れ
る
に
せ
よ
、
現
に
作
家
の
生
活
の
狭
さ
、
ま
た
勉
強
の
浅
さ
が

感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
手
近
な
こ
と
か
ら
い
っ
て
も
、
今
日
の
比
較
的
若
い
文
学
者
の
経
験
と
知
識

と
は
、
芸
術
の
範
囲
に
お
い
て
も
、
多
く
は
た
だ
文
学
の
こ
と
に
の
み
限
ら
れ
て
、
こ
れ
と
関
係
し
て
音
楽
と
か

演
劇
と
か
美
術
と
か
を
研
究
し
て
自
分
を
大
き
く
し
て
行
く
と
い
う
よ
う
な
態
度
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で

あ
る
。
尤
も
、
か
か
る
こ
と
は
、
今
日
で
は
、
単
に
作
家
の
場
合
の
み
で
な
く
、
学
問
の
領
域
に
お
い
て
も
認
め

ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
学
者
の
如
き
に
し
て
も
だ
ん
だ
ん
型
が
小
さ
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。か

よ
う
な
現
象
が
文
化
の
諸
領
域
に
お
い
て
広
汎
に
認
め
ら
れ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
何
か
一
般
的
な
社
会
的
原

因
が
存
す
る
に
相
違
な
く
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
明
瞭
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
然
し
こ
こ

で
は
そ
の
よ
う
な
一
般
論
は
抜
き
に
し
て
、
文
学
だ
け
に
限
っ
て
い
え
ば
、
私
は
そ
の
一
つ
の
原
因
を
さ
し
あ
た
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創
作
と
作
家
の
体
験

り
、
我
が
国
に
お
い
て
は
現
在
殆
ど
凡
て
の
場
合
、
文
学
者
が
い
わ
ば
「
文
学
青
年
」
の
道
を
通
っ
て
出
て
来
る

と
い
う
と
こ
ろ
に
認
め
得
る
よ
う
に
思
う
。
文
学
以
外
の
こ
と
を
し
て
い
た
者
が
中
途
か
ら
作
家
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
諸
外
国
に
お
い
て
は
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
も
明
治
時
代
の
大
作
家
鴎

外
や
漱
石
な
ど
の
例
が
あ
る
。
然
る
に
今
日
で
は
、
殆
ど
す
べ
て
の
作
家
が
最
初
か
ら
現
存
の
文
壇
を
唯
一
の
目

標
と
し
て
修
業
す
る
。
そ
の
こ
と
自
体
が
悪
い
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
け
れ
ど
も
文
壇
内
部
の
事
情
に

あ
ま
り
に
通
じ
、
そ
こ
に
存
す
る
諸
因
襲
―
―
そ
れ
は
外
部
で
想
像
さ
れ
る
よ
り
も
遥
に
多
く
ま
た
遥
に
固
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
―
―
を
あ
ま
り
に
よ
く
心
得
、
そ
れ
に
調
子
を
合
せ
て
ゆ
く
こ
と
に
努
め
る
結
果
、
お
の
ず
か

ら
生
活
も
物
の
見
方
も
制
限
さ
れ
て
来
る
こ
と
は
決
し
て
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
今
日
特
に
作
家
の
生
活
の
狭
さ
、
ま
た
勉
強
の
浅
さ
が
作
品
そ
の
も
の
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
に
は
、
一
層
内
面
的
な
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
何
よ
り
第
一
に
、
我
が
国
の
現
在
の
真
面
目
な
若
い

作
家
の
多
く
が
最
も
苦
し
ん
で
い
る
問
題
で
あ
っ
て
、
思
想
と
人
間
と
の
あ
い
だ
の
乖
離
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
切
実
な
問
題
で
あ
っ
て
、
今
日
或
る
若
い
批
評
家
を
し
て
「
思
想
と
人
間
と
の

も
っ
と
も
荒
々
し
く
交
渉
す
る
場
所
に
小
説
典
型
を
見
出
す
こ
と
は
現
代
小
説
家
の
義
務
で
あ
る
」
と
ま
で
い
わ

し
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
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文
学
の
思
想
性
は
以
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
お
い
て
力
強
く
叫
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
が
今
で

は
い
わ
ゆ
る
芸
術
派
の
内
部
に
も
起
っ
て
い
る
。
こ
の
ご
ろ
の
能
動
精
神
の
提
唱
に
し
て
も
こ
れ
と
関
聯
し
て

い
る
で
あ
ろ
う
。
作
家
は
も
は
や
思
想
な
し
に
は
小
説
が
書
け
な
く
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
る
に
今
日
思
想
そ
の

も
の
は
作
家
に
と
っ
て
あ
り
あ
ま
る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
た
だ
思
想
だ
け
で
小
説

が
書
け
な
い
こ
と
は
文
学
に
お
け
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
あ
ん
な
に
強
調
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
頓
挫
に
よ
っ

て
、
と
り
わ
け
芸
術
派
の
作
家
に
は
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
転
向
作
家
に
も
、
甚
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

真
の
文
学
作
品
が
作
ら
れ
る
た
め
に
は
思
想
が
人
間
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思
想
は
如
何
に
し
て
人
間

化
さ
れ
得
る
か
。
思
想
は
固
よ
り
人
間
の
生
産
物
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ひ
と
た
び
思
想
と
し
て
形
成
さ
れ
て
し
ま

う
と
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
人
間
生
産
物
と
同
じ
く
、
弁
証
法
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら
ば
「
疎
外
」
が
行
わ
れ
る
。
即

ち
思
想
は
非
人
格
的
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
人
間
に
対
立
す
る
思
想
は
、
し
か
も
我
々
が
そ
れ
を
客
観
的
真

理
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
場
合
、
如
何
に
し
て
人
間
化
（
主
体
化
）
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
そ
れ
を
受
け
容

れ
、
そ
れ
に
服
従
す
る
こ
と
は
人
間
の
自
由
、
生
命
性
、
人
間
の
「
人
間
性
」
を
束
縛
し
、
圧
殺
す
る
こ
と
に
な

り
は
し
な
い
か
。
特
に
そ
れ
は
作
家
の
創
作
的
活
動
、
根
源
的
な
自
由
を
予
想
す
る
こ
の
活
動
を
圧
迫
し
、
固
定

化
し
、
硬
化
さ
せ
は
し
な
い
か
。
作
家
は
も
は
や
思
想
な
く
し
て
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
感
じ
て
い
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創
作
と
作
家
の
体
験

る
。
し
か
る
に
思
想
は
思
想
と
し
て
つ
ね
に
人
間
を
「
強
要
す
る
」
性
質
を
具
え
て
い
る
。
人
間
は
如
何
に
し
て

か
か
る
思
想
を
、
人
間
性
を
殺
す
こ
と
な
く
し
て
人
間
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
我
々
は
こ
こ
に
新
世
代
の
作

家
の
深
い
悩
み
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
シ
ェ
ス
ト
フ
の
如
き
が
特
に
若
い
作
家
に
熱
心
に
読
ま
れ
た
と
い
う
こ
と

は
、
決
し
て
単
に
い
わ
ゆ
る
洞
窟
哲
学
の
流
行
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
ま
さ
に
右
の
如
き
問
題
が
現
在
の
作

家
の
根
本
的
な
悩
み
で
あ
る
こ
と
を
現
し
て
い
る
。
蓋
し
シ
ェ
ス
ト
フ
の
問
題
は
ま
さ
に
、
人
間
が
客
観
的
な
必

然
的
な
真
理
を
人
間
化
す
る
こ
と
が
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
我
々
は
今
日
、
我
が
国
の
最
も
す
ぐ
れ
た
、
ま
た
最
も
真
面
目
な
作
家
が
い
ず
れ
も
、
思
想
と
人
間

と
の
激
し
い
交
渉
の
場
所
に
身
を
お
い
て
い
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
が
十
分
に
解
決
さ

れ
て
い
な
い
場
合
、
或
い
は
そ
の
解
決
が
十
分
に
円
熟
し
て
い
な
い
場
合
、
一
方
で
は
作
家
の
勉
強
の
浅
さ
即
ち

思
想
の
理
解
の
不
足
が
非
難
さ
れ
、
他
方
で
は
ま
た
生
活
の
狭
さ
即
ち
体
験
が
思
想
に
負
け
て
作
品
に
生
命
が
乏

し
い
と
い
っ
て
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
非
難
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
、
そ
う
い
う
欠

陥
が
今
日
作
家
の
如
何
な
る
創
作
的
情
況
か
ら
生
れ
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。

生
活
と
か
経
験
と
か
は
作
家
に
と
っ
て
ど
こ
ま
で
も
「
文
学
以
前
」
の
も
の
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
の
よ
う
な
文
学
以
前
の
も
の
は
決
し
て
文
学
に
無
関
係
で
あ
る
の
で
な
く
、
厚
み
の
あ
る
、
幅
の
あ
る
、
大
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き
な
文
学
の
作
ら
れ
る
た
め
に
は
欠
く
こ
と
の
で
き
ぬ
地
盤
で
あ
る
。
い
な
作
家
に
と
っ
て
真
に
経
験
と
い
わ
る

べ
き
も
の
は
、
創
作
の
外
部
に
あ
る
、
そ
の
以
前
の
も
の
で
な
く
て
、
創
作
活
動
と
内
面
的
に
結
び
つ
い
た
も
の

に
し
て
、
は
じ
め
て
真
に
「
作
家
的
経
験
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
経
験
は
性
格
化
さ
れ
、
運
命
化
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
外
的
な
経
験
を
も
性
格
化
し
、
運
命
化
す
る
と
こ
ろ
に
作
家
の
真
の
能
力
が

あ
る
。
思
想
も
ま
た
も
と
よ
り
文
学
以
前
の
も
の
で
あ
る
に
し
て
も
、決
し
て
文
学
に
無
関
係
な
も
の
で
な
い
が
、

し
か
し
真
の
文
学
的
思
想
と
い
わ
る
べ
き
も
の
は
、
作
家
に
お
い
て
肉
体
化
さ
れ
、
運
命
化
さ
れ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
う
し
た
思
想
は
作
家
の
体
験
と
内
面
的
に
統
一
さ
れ
、
融
合
さ
れ
て
お
り
、
む
し
ろ
作
家
的
体

験
そ
の
も
の
に
属
し
、
我
々
は
唯
あ
と
か
ら
抽
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
と
し
て
分
離
し
得
る
の
み
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
古
典
主
義
と
彼
の
イ
タ
リ
ー
旅
行
と
は
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
が
、
ゲ
ー
テ
の
内
面
的
発
展
か
ら

見
る
と
き
、
両
者
は
い
ず
れ
が
原
因
で
い
ず
れ
が
結
果
で
あ
る
か
定
め
る
こ
と
の
で
き
ぬ
ほ
ど
緊
密
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
思
想
と
経
験
と
の
幸
福
な
遭
遇
が
あ
り
、
こ
の
遭
遇
に
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
が
は
た

ら
い
て
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
体
験
だ
け
で
は
文
学
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
技
術
が
要
求
さ
れ
る
。
こ
の

ご
ろ
一
方
で
は
文
学
の
思
想
性
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
「
芸
」
の
問
題
が
川
端
康
成
氏
な
ど
に
よ
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創
作
と
作
家
の
体
験

っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
こ
れ
に
関
聯
し
て
い
る
。
尤
も
、
芸
と
い
う
も
の
は
恐
ら
く
単
に
技
術
の
み
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
芸
は
智
的
な
技
術
―
―
こ
こ
に
智
性
と
い
う
の
は
科
学
と
同
じ
で
な
く
、
或
る
特

殊
な
智
性
で
あ
る
―
―
の
意
味
だ
け
で
な
く
、
そ
の
よ
う
な
技
術
が
生
活
体
験
と
融
け
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
芸

と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
芸
は
そ
れ
だ
け
で
な
く
ま
た
好
き
意
味
に
お
け
る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
の
要
素
を
含
ん
で

い
る
。
芸
が
「
遊
び
」
と
い
わ
れ
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
ほ
ん
と
に
面
白
い
作
品
は
、
伝
統
的

な
日
本
文
学
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
外
国
の
文
学
に
お
い
て
も
、
作
家
が
好
き
意
味
に
お
け
る
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム

に
陥
っ
た
場
合
に
作
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
場
合
に
体
験
と
技
術
と
の
あ
い
だ
に
間
隙
の
な
い
作

品
が
出
来
上
る
。

然
る
に
今
日
の
若
い
作
家
の
不
幸
は
、
こ
う
し
た
体
験
と
技
術
と
の
融
合
に
達
し
得
る
見
込
が
殆
ど
な
い
と
い

う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
家
の
恵
ま
れ
な
い
生
活
条
件
と
か
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
現
状
と
か
に
依
存
す
る

こ
と
も
多
い
が
、
し
か
し
も
っ
と
内
部
的
な
問
題
と
し
て
、
今
日
我
が
国
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
文
学
傾
向
を
克

服
す
る
た
め
に
新
し
い
技
術
を
新
た
に
修
得
す
る
も
し
く
は
発
見
す
る
と
い
う
容
易
な
ら
ぬ
苦
心
が
あ
る
。
そ
の

こ
と
は
ま
た
同
時
に
我
々
に
と
っ
て
生
活
と
い
わ
れ
体
験
と
い
わ
れ
る
も
の
が
そ
の
本
質
的
な
規
定
に
お
い
て
変

化
し
て
来
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
従
来
の
文
学
に
お
い
て
生
活
と
い
わ
れ
る
も
の
は
主
と
し
て
「
日
常
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生
活
」
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
日
常
性
が
そ
の
根
本
的
性
質
で
あ
っ
た
。
然
る
に
現
在
に
お
い
て
は
生
活
と
い
う
も

の
を
歴
史
の
方
面
か
ら
、
も
っ
と
正
確
に
い
え
ば
、「
世
界
歴
史
性
」
の
方
面
か
ら
考
え
る
こ
と
が
次
第
に
一
般

化
し
て
来
た
。
作
家
に
お
い
て
も
生
活
の
概
念
が
変
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
に
応
じ
て
新
し
い
技
術
を
獲
得
す
る
こ

と
が
い
よ
い
よ
必
要
に
な
っ
て
来
る
。
今
日
の
文
学
に
お
い
て
作
家
の
生
活
の
狭
さ
、
そ
の
勉
強
の
浅
さ
が
感
ぜ

ら
れ
る
の
は
、
か
か
る
創
作
的
情
況
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

【1935.5

】



一
九
一

作
品
の
倫
理
性

作
品
の
倫
理
性

ち
ょ
う
ど
こ
の
十
一
月
二
十
日
が
没
後
二
十
五
年
に
あ
た
っ
た
ト
ル
ス
ト
イ
は
、
そ
の
芸
術
論
の
中
で
、
世
界

文
学
の
諸
作
品
を
倫
理
の
立
場
か
ら
、
彼
自
身
が
理
解
し
た
キ
リ
ス
ト
教
的
倫
理
の
立
場
か
ら
、
激
し
い
言
葉
を

も
っ
て
批
評
し
た
。
求
道
者
ト
ル
ス
ト
イ
の
人
道
主
義
的
情
熱
に
は
我
々
の
心
を
強
く
打
つ
も
の
が
あ
る
。
し
か

し
多
く
の
人
々
は
彼
の
そ
の
よ
う
な
芸
術
批
評
の
立
場
に
は
同
意
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
倫
理
は
芸
術
に
と
っ
て
外

在
的
で
あ
り
、
こ
の
も
の
か
ら
作
品
を
評
価
す
る
こ
と
は
正
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
に
お
い
て

作
品
の
倫
理
的
批
評
が
何
を
意
味
し
た
か
は
今
私
の
問
題
で
な
い
が
、
と
も
か
く
か
よ
う
に
作
品
を
倫
理
的
に
評

価
す
る
と
い
う
こ
と
は
彼
の
場
合
に
限
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
一
般
の
読
者
が
作
品
に
対
す
る
と
き
極
め
て
普
通
に
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

私
は
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
外
在
批
評
、
内
在
批
評
の
問
題
に
立
入
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
作
品

は
一
箇
の
独
立
の
生
命
を
有
す
る
も
の
と
し
て
社
会
の
う
ち
に
産
れ
落
ち
る
。
そ
れ
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
読

者
に
働
き
掛
け
、
一
定
の
仕
方
で
彼
等
に
作
用
す
る
。
こ
の
関
係
は
あ
る
意
味
に
お
い
て
人
と
人
と
の
行
為
的
関
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係
に
異
な
ら
な
い
、
人
間
そ
の
も
の
も
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
表
現
的
な
も
の
と
し
て
他
の
人
間
に
働
き
掛
け

る
の
で
あ
る
。
も
し
後
の
関
係
、
即
ち
人
と
人
と
の
関
係
を
倫
理
的
と
い
う
な
ら
ば
、
前
の
関
係
、
即
ち
作
品
と

読
者
と
の
関
係
も
ま
た
倫
理
的
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
際
、
或
る
作
品
に
出
会
う
こ
と
は
我
々
生
涯
に
と

っ
て
一
人
の
人
間
に
出
会
う
よ
り
時
に
は
重
大
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
は
、そ
の
芸
術
論
の
中
で
、

芸
術
の
意
味
は
人
と
人
と
を
結
合
す
る
こ
と
に
あ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
作
用
す
る
と
き
作
品
が
全
く
ひ

と
つ
の
倫
理
的
力
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
く
て
作
品
の
倫
理
性
は
ま
ず
、
そ
れ
が
歴
史
的
世
界
の
う
ち
に
産
れ
落
ち
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
働
く
一
箇

の
独
立
の
生
命
を
有
す
る
歴
史
的
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

歴
史
的
世
界
は
ド
ロ
イ
セ
ン
の
い
っ
た
よ
う
に
「
倫
理
的
世
界
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
芸
術
も
ひ

と
つ
の
倫
理
的
力
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
は
行
為
の
世
界
と
し
て
本
来
倫
理
的
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
は
デ
ィ

ル
タ
イ
以
来
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
表
現
の
世
界
で
あ
る
。
歴
史
的
な
も
の
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
歴

史
的
行
為
は
す
べ
て
表
現
的
行
為
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
我
々
の
行
為
は
表
現
的
な
も
の
に
対
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
喚
び
起
さ
れ
、
表
現
的
な
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
る
。
芸
術
作
品
は
表
現
的
な
も
の
と
し
て
働
く
人
と
人

と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
い
っ
た
よ
う
に
人
と
人
と
を
結
合
す
る
。
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作
品
の
倫
理
性

作
品
の
倫
理
性
は
根
本
に
お
い
て
は
か
か
る
見
地
か
ら
、
繰
り
返
し
て
い
え
ば
、
作
品
が
つ
ね
に
た
だ
歴
史
的

世
界
の
う
ち
に
産
れ
落
ち
、
し
か
も
こ
の
世
界
に
お
い
て
働
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
作
品
が
表
現

的
な
も
の
と
し
て
そ
の
一
員
で
あ
る
歴
史
的
世
界
が
倫
理
的
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
理
解
さ
れ
る
こ
と
が

重
要
で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
作
品
の
倫
理
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
芸
術
に
と
っ
て
、
し
か
し
倫
理
に
と
っ

て
も
外
面
的
な
事
柄
で
し
か
な
い
道
学
者
的
談
義
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
倫
理
の
問
題
を
通
俗
倫
理
の
修

養
論
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。

そ
こ
で
次
に
創
作
作
用
の
立
場
か
ら
見
る
と
き
、
作
品
と
倫
理
と
の
間
に
は
普
通
に
考
え
ら
れ
る
よ
り
も
遥
か

に
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
出
来
上
っ
た
作
品
を
単
に
美
的
に
享
受
す
る
立
場
か
ら
い
え
ば
、
倫

理
は
作
品
に
と
っ
て
外
在
的
な
も
の
と
考
え
る
ほ
か
な
い
に
し
て
も
、
作
品
が
生
産
さ
れ
る
過
程
か
ら
見
れ
ば
、

倫
理
は
む
し
ろ
作
家
の
創
作
活
動
の
一
つ
の
内
面
的
な
動
力
原
理
で
あ
る
。
従
っ
て
作
品
を
倫
理
的
に
批
評
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
単
に
作
品
の
心
理
的
効
果
を
考
え
る
こ
と
と
は
異
な
り
、
作
品
の
生
成
の
根
柢
を
突
詰
め
る
こ

と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
作
品
を
た
だ
美
的
に
評
価
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
作
家
の
秘
密
に
達
す
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
ろ
う
。
却
っ
て
我
々
は
批
評
の
う
ち
作
家
の
秘
密
を
深
く
捉
え
た
も
の
が
多
く
は
倫
理
的
批
評
で
あ
る

こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
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小
説
の
構
成
に
お
い
て
人
物
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
倫
理
な
く
し
て
作
家
は
人

物
を
作
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
倫
理
な
く
し
て
作
家
は
人
物
を
働
か
せ
一
の
人
物
と
他
の
人
物
と
を
関
係
さ
せ
得

る
で
あ
ろ
う
か
。
倫
理
を
意
味
す
る
エ
ー
ト
ス
と
い
う
語
が
も
と
性
格
を
意
味
す
る
よ
う
に
、
倫
理
は
人
間
を
内

か
ら
作
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
人
と
人
と
の
関
係
す
る
行
為
の
世
界
は
倫
理
的
世
界
で
あ
る
。
小
説
的
世
界
と

い
っ
て
も
、
人
間
が
そ
の
う
ち
に
お
い
て
生
れ
、
そ
し
て
働
く
世
界
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
倫
理
は
小
説
の
構
成
に

と
っ
て
内
面
的
な
原
理
で
あ
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
作
家
は
性
格
批
評
と
か
人
間
批
評
と
か
い
う
も
の
を
行

う
こ
と
な
し
に
は
人
物
を
描
く
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
そ
の
よ
う
な
性
格
批
評
や
人
間
批
評
に

は
、
特
別
に
か
か
る
研
究
に
関
心
し
た
思
想
家
、
文
学
者
が
フ
ラ
ン
ス
で
は
モ
ラ
リ
ス
ト
と
呼
ば
れ
て
い
る
如
く
、

つ
ね
に
倫
理
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
如
何
な
る
作
家
も
モ
ラ
リ
ス
ト
即
ち
人
性
批
評
家
の
要
素
を
も
っ
て
い
る
。

モ
ラ
リ
ス
ト
の
研
究
は
今
日
い
う
人
間
学
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、
如
何
な
る
作
品
も
か
か
る
人
間
学
的
な
も
の

を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
同
時
に
倫
理
的
な
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
作
品
は
芸
術
的
活
動
に
お
い
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
我
々
人
間
の
存
在
も
す
べ
て
表
現

的
行
為
の
意
味
を
有
す
る
行
為
に
お
い
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
作
家
の
人
間
と
い
う
も
の
も
作
品
と
別
個
に

存
在
す
る
の
で
な
く
彼
の
芸
術
的
活
動
そ
の
も
の
に
お
い
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
彼
の
人
間
は
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作
品
の
倫
理
性

彼
の
作
品
の
う
ち
に
お
の
ず
か
ら
表
現
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
作
家
の
倫
理
と
い
っ
て
も
、
作
品
に
お
い
て

作
ら
れ
る
人
物
と
別
個
に
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
作
品
と
内
面
的
な
関
係
に
あ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

私
は
現
在
我
国
の
多
く
の
作
家
に
と
っ
て
恐
ら
く
最
も
深
い
苦
悶
は
、
彼
等
に
と
っ
て
確
立
さ
れ
た
倫
理
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。
倫
理
が
確
立
し
て
お
れ
ば
、
人
物
を
作
る
こ
と
、
そ
の
行
動
を
構
成
す
る

こ
と
も
容
易
で
あ
ろ
う
。
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
小
説
が
出
来
な
い
と
い
わ
れ
る
の
も
、
倫
理
が
確
立
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
原
因
が
存
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
日
の
作
家
の
困
難
は
、
旧
い
倫
理
は
も
は
や
用
を
な
さ
ず
、

し
か
も
新
し
い
倫
理
が
社
会
的
に
も
作
家
自
身
に
お
い
て
も
未
だ
確
立
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ

る
。作

品
の
倫
理
性
に
関
聯
し
て
考
え
る
べ
き
第
三
の
点
は
、
文
学
の
通
俗
性
の
問
題
で
あ
る
。
本
年
の
文
壇
に
お

い
て
も
し
ば
し
ば
論
ぜ
ら
れ
た
文
学
の
通
俗
性
の
要
求
は
、
作
家
に
と
っ
て
倫
理
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
生
ず
る
苦
悶
の
一
つ
の
現
れ
で
あ
る
と
見
ら
れ
得
る
。
文
学
の
通
俗
性
は
倫
理
の
問
題
を
除
い
て
考
え
ら
れ
な

い
。
通
俗
性
の
あ
る
作
品
と
は
倫
理
を
も
っ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
い
わ
ゆ
る
通
俗
文
学
乃
至
大
衆
文
学

を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。
漱
石
な
ど
が
或
る
通
俗
性
を
も
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
作
品
の
倫
理
性
に
よ
る
で
あ
ろ
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う
。
大
衆
文
学
と
純
文
学
と
の
差
異
は
、
一
方
が
倫
理
的
で
あ
る
に
反
し
他
方
は
倫
理
と
没
交
渉
で
あ
る
と
い
う

風
に
考
え
ら
る
べ
き
で
な
く
、
そ
の
根
柢
と
す
る
倫
理
の
種
類
の
相
違
に
、
或
い
は
倫
理
に
対
す
る
態
度
の
相
違

に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

大
衆
文
学
は
通
俗
文
学
と
し
て
倫
理
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
勧
善
懲
悪
の
文
学
で
あ
る
。
こ
の
種
の
文

学
に
お
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
徳
目
ま
た
不
徳
目
が
前
提
さ
れ
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
人
物
が
構
成
さ
れ
、
従
っ

て
そ
の
人
物
は
多
く
類
型
化
さ
れ
て
い
る
。
馬
琴
の
八
犬
伝
の
如
き
は
模
範
的
な
場
合
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
徳

目
が
挙
げ
ら
れ
得
る
の
は
、
そ
の
倫
理
が
、
あ
る
こ
と
を
せ
よ
、
あ
る
こ
と
を
す
る
な
と
命
令
す
る
諸
格
率
か
ら

形
作
ら
れ
て
い
る
倫
理
で
あ
る
故
で
あ
る
。
通
俗
倫
理
は
か
く
の
如
き
格
率
的
倫
理
で
あ
っ
て
、
大
衆
文
学
の
通

俗
性
は
そ
の
倫
理
が
通
俗
倫
理
で
あ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

純
文
学
は
も
ち
ろ
ん
か
よ
う
な
通
俗
倫
理
を
根
柢
と
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
に
対
し
て
批
判
的
反

抗
的
で
あ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
殊
に
今
日
の
如
く
社
会
の
危
機
に
遭
遇
す
る
と
き
、
従
来
習
慣
的
に
な
っ
て
い

た
倫
理
も
動
揺
す
る
。
大
衆
文
学
的
通
俗
性
に
満
足
し
な
い
作
家
は
新
し
い
倫
理
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
危

機
の
文
学
と
か
不
安
の
文
学
と
か
叫
ば
れ
る
も
の
は
、
か
く
て
倫
理
の
探
求
と
い
う
こ
と
を
重
要
な
特
色
と
し
て

い
る
。
そ
こ
で
は
格
率
的
に
固
定
さ
れ
た
倫
理
が
外
に
見
出
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
倫
理
は
勢
い
自
己
の
う
ち
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作
品
の
倫
理
性

に
、
主
観
性
も
し
く
は
内
面
性
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
倫
理
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
も
論
じ
た
よ
う
に
、

主
観
的
倫
理
に
留
ま
る
限
り
抽
象
的
で
あ
り
、
客
観
的
倫
理
に
ま
で
発
展
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
行
為
す
る
と
は

内
面
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
の
行
為
は
本
来
社
会
的
で
あ
る
。
従
っ
て
倫
理
的
な
不
安
の
文

学
に
お
い
て
も
真
の
倫
理
は
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
だ
か
ら
ま
さ
に
不
安
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
文
学
は
却
っ
て
倫
理
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
ま
た
通
俗
性
を
も
っ
て
い
る

と
も
い
え
る
。
こ
の
文
学
が
倫
理
的
で
な
い
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
か
つ
て
善
玉
悪
玉
の
文
学
、
勧
善
懲

悪
の
文
学
の
如
き
に
堕
し
て
い
る
と
非
難
さ
れ
た
の
も
、
そ
の
作
品
の
倫
理
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
し
こ
の
非
難
の
意
味
す
る
如
く
、
そ
こ
に
人
物
の
類
型
化
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
倫
理
は
却
っ
て
文
学
に
と
っ
て

外
面
的
な
も
の
と
な
り
、
倫
理
の
本
質
的
な
一
面
で
あ
る
べ
き
主
体
的
真
実
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
横
光
氏
の
い
わ
ゆ
る
純
粋
小
説
で
通
俗
小
説
で
あ
る
よ
う
な
作
品
の
要
求
は
、
倫
理
に
関
し
て
い
え
ば
、

内
面
的
に
し
て
同
時
に
社
会
的
な
倫
理
に
対
す
る
要
求
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
倫
理
の
確
立
は
作
品
の
生

産
の
条
件
で
あ
ろ
う
。

【1935.12

】
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哲
学
と
文
芸

哲
学
と
文
学
と
は
根
本
に
お
い
て
同
じ
問
題
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
は
、
例
え
ば
、
運
命
の
問
題

で
あ
る
、
自
由
と
必
然
の
問
題
、
道
徳
と
感
性
と
の
対
立
の
問
題
で
あ
る
。
或
い
は
神
と
人
間
の
問
題
、
ま
た
人

間
と
自
然
と
の
交
渉
の
問
題
で
あ
る
。
或
い
は
死
の
問
題
、
愛
の
問
題
、
そ
し
て
家
族
、
国
家
、
社
会
等
に
関
す

る
問
題
で
あ
る
。
文
学
作
品
を
分
析
す
る
場
合
、
我
々
は
つ
ね
に
こ
の
種
の
問
題
を
見
出
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
問
題
は
ま
た
哲
学
に
と
っ
て
の
問
題
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
文
学
の
取
扱
う
問
題
は
そ
の
実
体
か
ら
す
れ
ば
哲
学

の
問
題
と
同
じ
で
あ
る
。
か
よ
う
な
見
地
に
お
い
て
文
学
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
云
っ
た
如
く
「
生
の
解
釈
」
と
見
ら

れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
は
現
実
的
な
生
の
、
そ
の
諸
問
題
に
従
っ
て
の
解
釈
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
文
学
作
品

は
特
殊
な
も
の
、
限
定
さ
れ
た
も
の
を
描
き
つ
つ
、
い
わ
ば
そ
の
地
平
線
に
お
い
て
無
限
な
も
の
、
一
般
的
な
も

の
の
う
ち
へ
流
れ
入
る
。
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
状
況
か
ら
生
じ
た
も
の
、
特
定
の
生
活
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
も

の
は
、
作
家
的
体
験
に
お
い
て
生
の
一
般
的
意
味
と
の
関
係
に
お
か
れ
る
。
文
学
は
「
生
の
理
解
の
器
官
」
と
な

る
。
す
べ
て
の
偉
大
な
作
家
の
発
展
の
う
ち
に
は
、
生
を
そ
の
一
般
性
に
お
い
て
理
解
し
、
個
々
の
具
体
的
な
経
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哲
学
と
文
芸

験
を
人
間
の
一
般
的
運
命
、
事
物
の
一
般
的
聯
関
と
の
つ
な
が
り
に
お
い
て
眺
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
存
在
し
て

い
る
。
か
く
し
て
文
学
は
我
々
に
世
界
の
解
釈
を
与
え
る
。

も
と
よ
り
、
文
学
と
哲
学
と
は
そ
の
問
題
が
同
じ
で
あ
り
、
共
に
人
生
及
び
世
界
の
解
釈
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、

そ
の
取
扱
い
の
仕
方
、そ
の
手
段
は
同
じ
で
な
い
。
哲
学
が
生
の
問
題
の
論
理
的
解
釈
で
あ
る
の
と
は
異
な
っ
て
、

文
学
は
そ
の
形
成
的
解
釈
も
し
く
は
解
釈
的
形
成
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
哲
学
が
概
念
的
で
あ
る
に
反
し
、

文
学
は
ど
こ
ま
で
も
具
象
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
は
思
惟
の
純
粋
な
抽
象
性
の
う
ち
に
運
動
し
得
る
と
し

て
も
、
文
学
は
具
体
的
な
形
象
と
体
験
の
世
界
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
は
決
し

て
文
学
が
単
に
個
々
の
も
の
、
特
殊
な
も
の
の
う
ち
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
却
っ
て
す
ぐ
れ
た

文
学
作
品
に
あ
っ
て
は
、
個
々
の
も
の
に
お
い
て
そ
れ
を
越
え
た
関
係
が
見
ら
れ
、
個
々
の
も
の
が
生
の
う
ち
に

捉
え
ら
れ
た
聯
関
の
象
徴
と
な
り
、
個
々
の
も
の
が
生
の
本
質
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
文
学
は
言
語
を
手
段
と

す
る
芸
術
と
し
て
絵
画
や
音
楽
な
ど
に
比
し
て
特
に
か
く
の
如
き
こ
と
に
適
合
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
言
語
は
感

覚
的
な
も
の
に
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
実
在
と
観
念
と
の
全
領
域
に
亙
っ
て
自
由
に
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
く
て
文
学
は
多
く
の
場
合
思
想
と
事
件
と
の
綜
合
を
企
て
て
い
る
。
物
語
に
お
い
て
事
件
が
突
然
進
行
す
る
こ

と
を
や
め
る
か
の
よ
う
に
見
え
、
思
索
が
代
る
、
人
物
の
独
白
や
会
話
が
事
件
の
意
味
を
照
ら
し
出
す
。
ま
た
事
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件
の
進
行
の
中
で
人
物
が
自
分
自
身
や
事
件
そ
の
も
の
に
つ
い
て
な
す
反
省
が
現
れ
て
来
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の

結
合
を
通
じ
て
作
家
の
人
生
観
世
界
観
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

言
語
の
芸
術
で
あ
る
文
学
は
他
の
種
類
の
芸
術
に
対
し
て
「
思
想
芸
術
」
と
称
せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、

文
学
と
哲
学
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
は
先
ず
多
く
の
哲
学
的
文
学
の
存
在
に
よ
っ
て
明

瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
者
は
し
ば
し
ば
自
己
の
思
想
を
文
学
的
形
式
を
も
っ
て
表
現
し
た
。
詩
の

形
式
、
対
話
の
形
式
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
の
初
期
哲
学
者
た
ち
の
箴
言
詩
を
始
め
、
ル
ク
レ
テ
ィ

ウ
ス
の
有
名
な
「
物
の
本
性
に
つ
い
て
」
と
い
う
六
脚
韻
の
詩
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
哲
学
的
対
話
は
、
プ
ラ

ト
ン
、
ブ
ル
ー
ノ
や
バ
ー
ク
リ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
そ
の
他
が
試
み
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
或
る
も
の
に
お
い
て
は

文
学
的
表
現
が
哲
学
的
思
想
の
単
な
る
外
衣
に
過
ぎ
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
く
つ
か
の
対
詩
篇
の

如
く
、
文
学
作
品
と
し
て
も
世
界
文
学
の
傑
作
に
数
え
ら
れ
得
る
も
の
が
あ
る
。
ま
た
或
る
種
の
哲
学
者
は
、
そ

の
思
想
の
特
異
性
の
た
め
に
、
或
い
は
そ
の
取
扱
お
う
と
欲
す
る
対
象
の
特
殊
性
の
た
め
に
、
概
念
的
構
成
を
斥

け
、文
学
的
形
式
に
そ
の
表
現
を
求
め
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
な
ど
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
特
に
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
、

パ
ス
カ
ル
等
、
フ
ラ
ン
ス
の
す
ぐ
れ
た
モ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
の
哲
学
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
等
の
著
作
に
あ
っ
て
は
そ

の
思
想
と
文
学
的
表
現
と
が
全
く
内
面
的
に
結
び
付
い
て
い
て
、
ひ
と
は
彼
等
を
哲
学
者
と
見
る
べ
き
か
文
学
者
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哲
学
と
文
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と
見
る
べ
き
か
に
迷
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
で
あ
る
。
更
に
文
学
者
が
具
体
的
な
体
験
を
次
第
に
離
れ
て
一
般
的
観

念
の
領
域
の
中
へ
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
か
く
し
て
文
学
者
自
身
に
よ
っ
て
も
哲
学
詩
、

哲
学
的
対
話
、
哲
学
的
小
説
な
ど
が
作
ら
れ
た
。
シ
ラ
ー
の
「
理
想
と
人
生
」、
テ
ニ
ス
ン
の
「
イ
ン
・
メ
モ
リ

ア
ム
」
そ
の
他
、
無
数
の
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
し
ま
た
ラ
ス
キ
ン
、
ペ
ー
タ
ー
、
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ヴ

等
の
エ
セ
ー
を
取
上
げ
る
な
ら
ば
、
哲
学
的
文
学
の
領
域
は
限
り
な
く
拡
が
る
で
あ
ろ
う
。
エ
セ
ー
は
哲
学
的
文

学
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
文
学
も
し
く
は
文
学
的
哲
学
は
哲
学
と
文
学
と
の
密
接
な
関
係
を
端
的
に
示
す

に
足
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
哲
学
と
し
て
は
本
格
的
な
も
の
で
な
く
、
ま
た
文
学
と
し
て
も
純
文
学
に
属
せ
ず
、

い
わ
ば
文
学
と
哲
学
と
の
「
中
間
領
域
」
に
横
た
わ
る
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
、
哲
学
と
文
学
と
の
関
係
は
一
層
内
面
的
な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
根
源
的

に
は
作
家
が
そ
の
取
扱
う
個
々
の
具
体
的
な
経
験
を
一
般
的
な
聯
関
に
結
合
し
、
一
般
的
な
意
味
に
関
係
づ
け
よ

う
と
す
る
内
面
的
要
求
そ
の
も
の
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
か
か
る
内
面
的
要
求
の
う
ち
に

は
人
生
観
世
界
観
に
向
う
傾
向
が
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
家
の
有
す
る
こ
の
内
的
傾
向
に
対
し
て
、
彼
の

周
囲
か
ら
種
々
の
哲
学
が
や
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
彼
は
或
る
場
合
に
は
そ
の
い
ず
れ
か
を
取
上
げ
て
自
己
の
目
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的
に
役
立
て
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
と
哲
学
と
は
根
本
に
お
い
て
そ
の
問
題
が
同
じ
で
あ
る
故
に
、
文
学
者
の
哲
学

研
究
は
彼
等
に
と
っ
て
つ
ね
に
有
益
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
し
て
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
研
究

し
た
し
、
ダ
ン
テ
は
ト
マ
ス
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
研
究
し
た
。
ゲ
ー
テ
は
ス
ピ
ノ
ザ
を
、
シ
ラ
ー
は
カ
ン
ト
を

研
究
し
た
。
そ
の
研
究
は
彼
等
の
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

し
か
し
な
が
ら
文
学
は
も
と
よ
り
哲
学
的
世
界
観
の
単
な
る
応
用
と
い
う
が
如
き
も
の
で
あ
り
得
な
い
。
も
し

作
家
が
そ
の
世
界
観
を
た
だ
外
部
か
ら
得
る
こ
と
で
す
ま
せ
る
な
ら
ば
、
彼
の
作
品
は
真
の
文
学
作
品
で
な
く
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
世
界
観
は
彼
の
作
品
の
全
体
と
の
内
面
的
な
関
聯
を
有
す
る
こ
と
な
く
た
だ

個
々
の
箇
所
か
ら
拾
い
出
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
作
家
は
そ
の
世
界
観
を
哲
学
乃
至
科
学

的
に
見
て
不
十
分
な
言
葉
を
も
っ
て
語
る
こ
と
に
満
足
す
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
作
家
の
真
の
世
界
観
は
、
彼

の
取
扱
う
多
様
な
も
の
を
統
一
し
、
複
雑
な
部
分
を
結
合
し
て
一
つ
の
有
機
的
全
体
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
存
す

る
の
で
あ
る
。
か
か
る
統
一
、
結
合
、
聯
関
を
作
家
は
そ
の
制
作
活
動
を
通
じ
て
形
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ

と
に
お
い
て
ま
た
彼
は
み
ず
か
ら
一
個
の
世
界
観
を
作
り
出
す
者
で
あ
る
。
文
学
は
世
界
の
解
釈
と
し
て
そ
れ
自

身
の
仕
方
で
し
ば
し
ば
新
し
い
世
界
観
を
作
り
出
し
た
。
作
家
に
と
っ
て
世
界
観
が
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
た
場
合

に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
作
品
形
成
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
す
る
た
め
に
、
彼
に
は
無
限
の
文
学
的
努
力
が
必
要
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哲
学
と
文
芸

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

文
学
が
哲
学
か
ら
影
響
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
哲
学
も
ま
た
文
学
か
ら
影
響
さ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
に
お
い
て

詩
は
科
学
的
哲
学
の
成
立
を
準
備
し
た
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
に
お
い
て
も
文
学
の
復
興
は
哲
学
の
復
興
を
準

備
し
た
。
哲
学
者
は
文
学
作
品
を
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
代
の
新
し
い
問
題
が
ど
こ
に
あ
り
、
ま
た
問
題
の

新
し
い
解
決
の
仕
方
が
如
何
な
る
方
向
に
存
す
る
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
し
、ま
た
知
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
文
学
に
と
っ
て
も
哲
学
に
と
っ
て
も
そ
の
問
題
は
ま
さ
に
現
実
の
生
そ
の
も
の
の
う
ち
か

ら
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
意
識
的
な
移
入
・
依
存
の
関
係
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、

同
時
代
の
文
学
と
哲
学
と
の
間
に
は
構
造
の
類
似
関
係
が
含
ま
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
か
く
て
一
定
の
時
代
の

研
究
者
に
と
っ
て
文
学
は
哲
学
の
注
釈
と
し
て
役
立
ち
、
哲
学
は
ま
た
文
学
の
注
釈
と
し
て
役
立
つ
と
い
う
関
係

が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

【1935.12

】
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肉
体
の
問
題

最
近
ま
た
文
学
の
社
会
性
と
か
思
想
性
と
か
い
う
こ
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
以
前
の
、
そ
し
て
も

は
や
自
明
な
問
題
の
蒸
し
返
し
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
軽
視
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
実
際
我
が
国
の
文
学
の
前
進
が

主
と
し
て
そ
の
点
に
懸
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
問
題
は
幾
度
繰
り
返
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
も
よ
い
筈
で
あ

る
。そ

の
上
、
最
近
諸
種
の
事
情
は
我
が
国
の
作
家
た
ち
に
文
学
の
社
会
性
と
か
思
想
性
と
か
い
う
問
題
を
現
実
的

に
課
し
与
え
て
い
る
。
例
え
ば
、
純
文
学
作
家
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
心
境
小
説
乃
至

私
小
説
か
ら
の
転
回
の
ひ
と
つ
の
好
機
会
に
相
違
な
い
。新
聞
小
説
に
つ
い
て
作
品
の
通
俗
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
本
質
的
に
は
社
会
性
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
作
品
の
通
俗
性
に
と
っ
て
倫
理
の
問
題
は
重
要
な
関

係
を
も
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
学
の
思
想
性
の
問
題
で
あ
る
。
次
に
新
聞
小
説
に
限
ら
ず
最
近
の
文
壇
に
お
い

て
は
一
般
に
長
篇
小
説
へ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
純
文
学
即
短
篇
小
説
と
い
っ
た
従
来
の
状
態
に
対
す

る
飛
躍
的
努
力
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
長
篇
小
説
に
お
い
て
は
差
当
り
構
成
が
問
題
で
あ
り
、
こ
れ
は
作
品
構



二
〇
五

肉
体
の
問
題

成
の
内
面
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
の
思
想
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
今
度
の
事
件
は
一
般
人
の
政
治
的
関
心
を

高
め
、
従
来
政
治
に
対
し
て
殆
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
文
学
者
た
ち
の
間
に
も
そ
の
関
心
が
著
し
く
喚
び
起
さ
れ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
機
会
と
し
て
今
後
文
学
者
た
ち
も
「
憂
国
精
神
」
と
い
う
が
如
き
浪
漫
的
感
情
か
ら
進
ん

で
政
治
の
問
題
に
つ
い
て
思
想
的
な
把
握
を
要
求
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
近
頃
の
時
世
に
相
応
し
て
諷
刺
文

学
と
か
岸
田
国
士
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
風
俗
時
評
」
の
文
学
と
か
の
必
要
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
種
の
文
学

に
お
い
て
社
会
性
や
思
想
性
が
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
基
礎
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
は
芸
術
的
創
作
に
と
っ
て
外
的
な
事
情
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
作
品
の
社
会
性
或
い
は
思

想
性
は
以
前
主
と
し
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
は
政
治
的
思
想
的
立
場
は

別
に
し
て
も
文
学
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
不
満
が
感
ぜ
ら
れ
、
周
囲
の
社
会
的
政
治
的
情
勢
の
変
化
に
も
制
約
さ

れ
て
、
反
対
の
傾
向
の
文
学
が
多
く
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
て
最
近
に
お
け
る
文
学
の
社
会
性
乃
至
思
想

性
の
問
題
は
二
つ
の
極
端
な
傾
向
の
間
の
平
衡
作
用
の
現
象
で
あ
る
と
も
解
釈
さ
れ
て
い
る
（
谷
川
徹
三
氏
）。

作
品
の
社
会
性
及
び
思
想
性
に
対
す
る
も
の
は
作
品
の
肉
体
性
も
し
く
は
身
体
性
で
あ
る
。
肉
体
が
思
想
に
対
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
、
社
会
に
対
す
る
も
の
も
或
る
意
味
で
は
肉
体
で
あ
る
と
云
え
る
。
古
来
哲
学
に
お

い
て
物
質
は
個
別
化
の
原
理
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
人
間
の
個
別
化
の
問
題
は
肉
体
の
問
題
で
あ
る
。
一
般
的
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抽
象
的
な
思
想
の
個
別
化
の
問
題
も
肉
体
の
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
以
前
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
つ
い
て
非
難
さ

れ
た
の
も
、
人
間
の
類
型
化
と
か
作
品
の
肉
体
性
の
稀
薄
と
か
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
肉
体
の
問
題
の
反
面
に
つ

ね
に
含
ま
れ
る
問
題
で
あ
り
、
前
の
問
題
を
無
視
し
た
後
の
問
題
の
考
察
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。

こ
の
頃
正
宗
小
林
両
氏
の
間
の
ト
ル
ス
ト
イ
に
関
す
る
論
争
も
、
思
想
と
実
生
活
の
問
題
と
し
て
か
か
る
問
題
の

提
出
の
ひ
と
つ
の
場
合
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
肉
体
の
問
題
を
正
し
く
把
握
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
作
品

の
社
会
性
や
思
想
性
の
問
題
も
十
分
に
解
決
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
文
学
に
お
け
る
肉
体
の
問
題
は
単
な
る
技
巧
の
問
題
と
い
う
が
如
き
も
の
で
な
く
、
そ
れ
自
身
が
実

は
一
個
の
思
想
的
問
題
で
あ
る
。
或
い
は
、
肉
体
の
問
題
が
思
想
的
問
題
で
あ
る
こ
と
を
明
瞭
に
理
解
す
る
こ
と

が
今
日
そ
の
問
題
の
正
し
い
把
握
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
我
が
国
の
自
然
主
義
作
家
の
作
品
が
そ
の
肉

体
性
に
お
い
て
欠
く
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
し
て
も
、
我
々
は
今
日
そ
れ
と
同
じ
意
味
で
の
肉
体
性
を
作
品
に
対
し

て
要
求
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
肉
体
性
に
執
着
す
る
限
り
、
作
品
は
依
然
と
し
て
伝
統

的
な
私
小
説
の
如
き
も
の
に
な
る
の
ほ
か
な
く
、
社
会
性
と
肉
体
性
と
の
結
合
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
文

学
に
は
新
し
い
肉
体
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
既
に
我
々
は
、
肉
体
と
い
う
一
見
原
始
的
な
問
題
が
一
個

の
思
想
的
問
題
で
あ
り
、
身
体
と
い
う
一
見
全
く
自
然
的
な
も
の
が
歴
史
的
社
会
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
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肉
体
の
問
題

見
出
す
の
で
あ
る
。

ア
ラ
ン
は
そ
の
芸
術
論
の
初
め
に
創
造
的
想
像
の
問
題
を
論
じ
、
人
間
の
身
体
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。「
人

間
の
身
体
は
神
々
の
墓
で
あ
る
。」
人
々
は
永
い
間
、
彼
等
の
夢
、
彼
等
の
情
緒
、
彼
等
の
衝
動
、
そ
し
て
ま
た

俄
か
の
上
機
嫌
、
気
軽
さ
や
放
た
れ
た
気
持
が
何
処
か
ら
来
る
か
を
、
目
を
覚
ま
し
、
激
昂
し
、
興
奮
し
、
自
分

で
息
詰
り
、
そ
し
て
直
ぐ
後
に
は
平
静
に
な
り
、
弛
緩
し
、
欠
伸
し
、
伸
び
を
し
、
眠
る
と
い
う
、
こ
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
に
十
分
注
意
を
払
う
こ
と
な
し
に
、
尋
ね
た
。
憤
怒
を
鎮
め
る
に
は
二
三
の
手
足
の
運
動
で
足
り
、
眠
っ
て

し
ま
う
に
は
伸
び
を
す
る
と
か
欠
伸
す
る
と
か
で
足
り
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
デ
カ
ル
ト
以
来

云
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
ろ
も
ろ
の
情
緒
、
夢
、
夢
想
、
想
像
は
身
体
と
密
接
に
関
聯
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
も

の
と
し
て
身
体
は
芸
術
と
も
或
る
深
い
関
係
を
含
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
身
体
と
い
う
こ

の
全
く
現
実
的
な
も
の
は
最
も
非
現
実
的
な
も
の
の
根
源
と
な
り
得
る
。
パ
ス
カ
ル
に
よ
れ
ば
、
想
像
は
誤
謬
の

主
人
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
想
像
は
単
に
ま
た
主
と
し
て
精
神
の
観
照
的
能
力
で
あ
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
特
に
精

神
に
お
け
る
誤
謬
と
彷
徨
的
無
秩
序
と
同
時
に
肉
体
の
騒
擾
で
あ
る
。
想
像
は
我
々
を
欺
く
と
共
に
自
分
自
身
の

本
性
に
つ
い
て
欺
か
れ
る
。
そ
し
て
情
緒
は
想
像
に
よ
っ
て
刺
戟
さ
れ
る
こ
と
を
欲
し
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
騙

さ
れ
る
。
芸
術
は
想
像
や
情
緒
を
要
素
と
す
る
に
し
て
も
、そ
れ
ら
に
単
純
に
身
を
委
ね
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
我
々
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は
ア
ラ
ン
の
デ
カ
ル
ト
的
合
理
主
義
に
直
ち
に
同
意
す
る
も
の
で
な
い
が
、
芸
術
が
情
緒
や
想
像
の
或
る
種
の
統

制
で
あ
り
、
一
定
の
仕
方
で
そ
れ
ら
を
規
整
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
芸

術
に
お
け
る
知
性
の
、
思
想
の
重
要
性
が
あ
る
。
し
か
し
固
よ
り
芸
術
は
単
な
る
知
識
で
も
な
く
、
却
っ
て
芸
術

は
想
像
や
情
緒
の
如
く
我
々
を
楽
し
ま
せ
、
我
々
を
解
放
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
故
に
芸
術
は
ま

た
ど
こ
ま
で
も
肉
体
の
問
題
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
肉
体
と
い
う
現
実
的
な
も
の
は
極
め
て
非
現
実
的
な

も
の
の
根
源
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
思
想
が
寧
ろ
現
実
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
一
方
、
思
想
は
一
般
的
抽
象
的

な
も
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
に
お
い
て
は
思
想
も
肉
体
化
さ
れ
て
現
実
的
と
な
り
、
具
象
的
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と

考
え
ら
れ
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
悲
劇
を
定
義
し
て
、「
同
情
と
恐
怖
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
情
緒
の
浄
化
を
企
て
る
も
の
」

で
あ
る
と
云
っ
た
。
こ
こ
に
謂
う
浄
化
（
カ
タ
ル
シ
ス
）
が
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
は
古
来
種
々
の
議
論
が

存
在
す
る
。
レ
ッ
シ
ン
グ
は
こ
れ
を
倫
理
的
意
味
に
取
り
、
即
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
徳
は
つ
ね
に
中
間

に
あ
る
が
、
悲
劇
は
実
に
同
情
の
両
極
端
か
ら
浄
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
。
し
か
る
に
ベ
ル
ナ
イ
ス
は

浄
化
は
医
学
上
の
カ
タ
ル
シ
ス
の
比
喩
で
あ
る
と
し
、
医
薬
が
身
体
に
及
ぼ
す
の
と
同
様
の
効
果
を
劇
は
精
神
に

及
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、
浄
化
は
何
等
倫
理
的
の
も
の
で
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
我
々
は
後
者
の
説
に
従
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肉
体
の
問
題

お
う
。
就な
か
ん
ず
く中フ

ラ
ン
ス
の
古
典
劇
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
こ
の
有
名
な
定
義
は
、
も
と
悲
劇
の
倫
理
的
目
的
を

掲
げ
た
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
そ
の
生
理
的
効
果
、
そ
こ
で
ま
た
そ
の
心
理
的
効
果
、
そ
し
て
美
学
的
効
果
を
述
べ

た
も
の
で
あ
る
。
作
品
は
ま
さ
に
そ
の
肉
体
性
に
よ
っ
て
生
理
的
効
果
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
同
情
と
恐
怖
と
に
よ
っ
て
」
と
云
う
。
悲
劇
は
同
情
と
恐
怖
と
を
喚
び
起
す
よ
う
な
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。し
か
し
悲
劇
は
同
情
と
恐
怖
と
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
情
緒
を
浄
化
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

そ
れ
は
同
情
と
恐
怖
と
を
た
だ
一
定
の
仕
方
で
喚
び
起
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
作
家
の
倫
理
が
含
ま

れ
て
い
る
筈
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
レ
ッ
シ
ン
グ
の
倫
理
的
解
釈
を
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
不
都
合
で
あ
る
と
す
る

こ
と
が
で
き
ぬ
。
肉
体
の
問
題
は
つ
ね
に
作
家
の
倫
理
の
問
題
で
あ
る
。
単
に
思
想
の
う
ち
に
あ
っ
て
肉
体
の
問

題
の
う
ち
に
な
い
よ
う
な
倫
理
の
問
題
と
い
う
も
の
は
な
い
。
作
品
の
肉
体
性
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
っ
て
い
る
場

合
に
お
い
て
も
、
か
く
の
如
き
デ
カ
ダ
ン
ス
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
倫
理
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け

れ
ば
、
そ
れ
は
お
よ
そ
芸
術
作
品
と
云
わ
れ
得
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
肉
体
の
問
題
は
倫
理
の
問
題
と
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
は
倫
理
が
な
い
と
云

わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
我
々
は
か
か
る
見
解
に
直
ち
に
一
致
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
以
前
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
文
学
に
つ
い
て
よ
く
云
わ
れ
た
よ
う
に
作
品
の
肉
体
性
が
欠
け
て
い
る
場
合
に
は
倫
理
も
存
し
な
い
と
云
い
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得
る
で
あ
ろ
う
。
倫
理
の
有
無
は
、
そ
の
極
端
な
場
合
即
ち
そ
の
作
家
も
し
く
は
作
品
が
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
り
得

る
か
否
か
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
も
純
粋
に
神
を
求
め
た
者
が
そ
の
極
端

に
お
い
て
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
っ
た
例
は
少
な
く
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
そ
の
作
家
の
、
特
に
い
わ
ゆ
る
転

向
作
家
の
作
品
の
う
ち
に
或
る
デ
カ
ダ
ン
ス
の
傾
向
が
現
れ
始
め
た
と
き
、
真
実
に
倫
理
の
問
題
に
直
面
し
た
と

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
も
ち
ろ
ん
デ
カ
ダ
ン
ス
を
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
も
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ダ
ン
ス

は
倫
理
の
極
限
と
し
て
倫
理
で
あ
っ
て
倫
理
で
な
い
。
肉
体
が
そ
の
根
拠
を
失
う
と
き
デ
カ
ダ
ン
ス
は
生
ず
る
。

ひ
と
は
反
対
し
て
云
う
で
あ
ろ
う
、
デ
カ
ダ
ン
ス
は
思
想
が
そ
の
根
拠
を
失
う
と
き
生
ず
る
の
で
あ
る
、
と
。
或

る
意
味
で
は
確
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
想
は
そ
の
場
合
何
処
に
お
い
て
そ
の
根
拠
を
失

う
の
で
あ
ろ
う
か
。
肉
体
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
如
何
な
る
思
想
も
そ
れ
自
身
と
し
て
は
決
し
て
デ
カ
ダ
ン
ス

に
陥
る
こ
と
が
な
い
。
思
想
は
た
だ
肉
体
と
共
に
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
肉
体
が
そ
の
根
拠
を

失
う
こ
と
に
よ
っ
て
思
想
も
そ
の
現
実
的
な
根
拠
を
失
う
の
で
あ
る
。
肉
体
の
根
拠
は
思
想
で
な
く
、
寧
ろ
思
想

の
根
拠
が
肉
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
デ
カ
ダ
ン
ス
を
深
く
体
験
し
た
ニ
ー
チ
ェ
は
書
い
て
い
る
、「
兄
弟
よ
、

汝
の
思
想
と
感
情
の
背
後
に
は
強
力
な
命
令
者
、
知
ら
ざ
る
賢
者
が
立
っ
て
い
る
―
―
そ
の
者
は
自
己
と
称
せ
ら

れ
る
。
彼
は
汝
の
身
体
の
う
ち
に
住
む
、
汝
の
身
体
が
彼
で
あ
る
。」
か
く
の
如
き
身
体
が
根
拠
を
失
う
と
き
デ
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カ
ダ
ン
ス
は
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
倫
理
の
確
立
は
肉
体
の
根
拠
の
獲
得
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
肉
体
の

根
拠
は
何
処
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

肉
体
は
自
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
の
道
は
肉
体
の
根
拠
を
自
然
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
る
こ
と

で
あ
る
。
も
し
も
肉
体
が
自
然
的
な
も
の
と
し
て
つ
ね
に
全
く
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
お
よ
そ
こ
の
よ

う
な
根
拠
を
求
め
る
こ
と
も
不
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
既
に
述
べ
た
如
く
、
肉
体
は
情
緒
や
想
像
と
し
て
甚
だ

非
現
実
的
で
あ
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
情
緒
や
想
像
、
も
し
く
は
人
間
心
理
、
も
し
く
は
人
間
性
の
現

実
性
の
た
め
に
そ
の
根
拠
が
自
然
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が
従
来
の
倫
理
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
方
向
で
あ

る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
ス
ト
ア
の
倫
理
で
あ
る
。「
自
然
に
一
致
し
て
生
活
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
そ
の
根

本
原
理
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
自
身
に
首
尾
一
貫
し
て
、
宇
宙
の
法
則
に
合
一
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
例
え
ば
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
の
如
き
も
、
ス
ト
ア
の
厳
格
主
義
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
に
ふ
さ
わ
し
い
繊
細
な
心

遣
い
か
ら
緩
和
し
た
と
は
い
え
、
自
然
を
彼
の
倫
理
の
根
本
と
し
た
。「
我
々
は
爾
余
の
物
以
上
で
も
な
け
れ
ば

以
下
で
も
な
い
。
地
上
の
凡
て
の
も
の
は
一
つ
の
法
則
と
同
様
の
運
命
に
従
う
、
と
賢
者
は
云
う
。
そ
こ
に
は
若

干
の
差
異
が
あ
る
、
段
階
が
あ
り
、
程
度
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
同
一
の
自
然
の
姿
を
現
す
。
人
間
を
制
御

し
て
こ
の
警
察
の
棚
の
う
ち
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」、
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
は
書
い
て
い
る
。
尤
も
、
彼
は
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自
然
を
絶
え
ざ
る
流
動
の
姿
に
お
い
て
眺
め
た
。
凡
て
の
物
は
一
の
変
化
か
ら
他
の
変
化
へ
の
移
行
に
委
ね
ら
れ

て
い
る
。「
一
切
の
人
間
的
自
然
は
つ
ね
に
生
れ
る
こ
と
と
死
ぬ
る
こ
と
と
の
真
中
に
あ
り
、
自
己
か
ら
不
分
明

な
形
と
影
、
不
確
か
で
脆
い
意
見
を
吐
き
出
す
に
過
ぎ
ぬ
。」
自
分
の
理
性
を
誇
る
こ
と
、
固
執
す
る
こ
と
は
馬

鹿
で
あ
る
。
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
と
っ
て
自
然
に
準
じ
て
生
き
る
こ
と
は
凡
庸
の
道
を
踏
む
こ
と
、
従
っ
て
ま
た
日

常
性
を
重
ん
ず
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
然
に
於
け
る
人
間
性
の
観
照
の
う
ち
に
「
心
の
静
け
さ
」
を
得
る
こ

と
が
徳
で
あ
る
。

東
西
思
想
に
お
い
て
謂
う
と
こ
ろ
の
自
然
の
意
味
は
も
と
よ
り
同
じ
で
な
い
が
、
東
洋
的
倫
理
の
根
幹
も
自
然

で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
変
り
は
な
い
。「
自
然
法
爾
」と
東
洋
人
は
云
う
。人
間
修
業
と
い
う
も
、も
ろ
も
ろ
の
情
緒
、

欲
念
等
を
自
然
の
根
柢
に
お
い
て
観
照
す
る
こ
と
の
修
業
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
人
間
修
業
の
重

視
と
共
に
こ
の
原
理
に
お
け
る
日
常
性
の
重
視
と
い
う
こ
と
も
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
我
が
国
の
伝
統
的
文

学
は
概
括
し
て
か
よ
う
な
倫
理
を
基
礎
と
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
肉
体
性
を
得
て
い
た
と

云
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
エ
ピ
ク
テ
ト
ス
と
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
と
が
同
じ
で
な
い
よ
う
に
、
我
が
国
の
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
と
も
云
い
得
る
明
治
以
後
の
作
家
に
は
違
っ
た
も
の
が
あ
る
に
し
て
も
、
し
か
し
こ
こ
で
も
倫
理
は
主

と
し
て
か
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
作
家
の
う
ち
に
か
よ
う
な
倫
理
が
生
き
て
い
た
限
り
デ
カ
ダ
ン
ス
は
な
く
、
そ
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し
て
か
よ
う
な
倫
理
が
失
わ
れ
た
程
度
に
お
い
て
彼
等
の
作
品
の
肉
体
性
は
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
っ
た
と
見
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ダ
ン
ス
は
人
間
観
照
の
か
よ
う
な
自
然
に
お
け
る
根
拠
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
始
ま
っ
た
。
肉
体
は

自
然
的
な
も
の
で
あ
る
と
云
っ
て
も
、
単
に
客
体
的
な
も
の
で
な
く
て
主
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
肉
体

を
包
ん
で
こ
れ
を
越
え
る
自
然
そ
の
も
の
も
単
に
客
体
的
に
で
な
く
、却
っ
て
主
体
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

か
よ
う
な
自
然
が
東
洋
的
無
と
考
え
ら
れ
、
有
を
包
ん
で
こ
れ
を
越
え
る
絶
対
無
と
見
ら
れ
る
。
し
か
る
に
肉
体

が
そ
の
根
拠
を
失
う
場
所
と
し
て
の
「
新
し
い
無
」
は
そ
の
よ
う
な
無
で
は
な
い
。
こ
の
無
は
有
を
包
む
の
で
な

く
、
却
っ
て
有
の
極
限
と
し
て
の
無
で
あ
り
、
有
を
孤
立
さ
せ
て
投
げ
出
す
無
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
そ
の
人
間

性
探
究
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
無
に
突
き
当
っ
た
。
彼
は
身
体
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
、
自
然
主
義
者
で
あ
り
、
実

証
主
義
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
、
彼
の
デ
カ
ダ
ン
ス
は
「
新
し
い
無
」
を
、
根
拠
を
失
っ
て
肉
体
を
現

し
て
い
る
。
実
証
主
義
者
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
不
幸
に
も
自
然
は
も
は
や
肉
体
の
根
拠
と
な
り
得
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
ひ
と
は
思
想
に
憑
か
れ
る
。
無
は
実
在
と
し
て
の
無
で
あ
る
よ
り
も
思
想
と
し
て
の

無
で
あ
り
、
肉
体
が
憑
か
れ
た
思
想
と
し
て
の
無
で
あ
る
。
こ
れ
が
近
代
的
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
新
し
い
倫
理

は
如
何
に
し
て
確
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
と
き
自
意
識
か
ら
出
立
し
て
も
無
駄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
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よ
う
な
場
合
、
ひ
と
は
既
に
思
想
に
憑
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
問
題
は
肉
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
根
拠
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
問
題
は
思
想
で
あ
る
か
、
寧
ろ
思
想
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
根
拠
が
肉
体
で
な
い
の
か
。
無

の
思
想
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
、
そ
れ
が
肉
体
に
憑
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
た
だ
そ
の
場
合
か
か
る
肉
体

そ
の
も
の
が
根
拠
を
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
肉
体
は
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
お
い
て
リ
ア
ル
な
も
の
で
な
い
と
い
う

こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
無
の
思
想
に
憑
か
れ
て
い
る
肉
体
そ
の
も
の
が
根
拠
あ
る
も
の
で
あ
る
か
否

か
を
問
う
こ
と
な
し
に
、
無
の
思
想
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
論
じ
て
も
無
駄
で
あ
る
。

新
し
い
倫
理
に
お
い
て
は
肉
体
の
根
拠
が
実
に
社
会
に
お
い
て
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
肉
体
は
決
し
て
単
に

自
然
的
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
歴
史
的
世
界
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
た
め

に
は
、
社
会
が
或
る
自
然
的
な
も
の
、
歴
史
的
物
質
と
も
云
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
意
識
の

過
剰
に
悩
む
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
と
っ
て
の
不
幸
は
、
社
会
と
い
う
も
の
も
彼
等
に
は
実
は
思
想
と
し
て
し
か

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
等
の
肉
体
が
社
会
に
お
け
る
根
拠
を
失
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
社
会
が

身
体
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
、
我
々
の
身
体
が
社
会
的
歴
史
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
身
体
と
云
え
ば
例
え
ば
手
で
あ
り
、
手
は
人
間
の
身
体
の
最
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
成

立
は
手
の
成
立
と
同
時
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
手
が
手
で
あ
る
の
は
道
具
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
手
が
道
具
で
あ
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肉
体
の
問
題

る
の
で
な
く
、
道
具
を
使
う
主
体
的
な
も
の
が
手
で
あ
る
。
身
体
は
精
神
の
手
段
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
な
く
、
主
体

的
な
も
の
と
し
て
そ
れ
自
身
が
目
的
で
あ
る
。
身
体
を
有
せ
ぬ
人
間
と
い
う
も
の
は
な
い
。
手
が
精
神
の
道
具
で

あ
る
と
云
う
な
ら
ば
、逆
に
「
創
造
的
な
身
体
は
精
神
を
彼
の
意
志
の
ひ
と
つ
の
手
と
し
て
作
っ
た
」（
ニ
ー
チ
ェ
）

と
云
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
手
は
道
具
と
一
緒
に
し
て
手
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
し
て
道
具
は
歴
史
的
社

会
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
手
も
ま
た
歴
史
的
社
会
的
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
具
を
持
た
な
い
手
も

道
具
を
持
っ
た
手
を
有
す
る
社
会
の
う
ち
か
ら
社
会
的
に
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
は
歴
史
的
世
界

か
ら
生
れ
る
。
思
想
だ
け
が
歴
史
的
社
会
的
に
規
定
さ
れ
て
、
肉
体
は
こ
れ
に
反
し
全
く
自
然
的
な
も
の
で
あ
る

と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
、
精
神
と
肉
体
と
を
有
す
る
人
間
が
歴
史
的
世
界
か
ら
生
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
世

界
に
お
い
て
こ
そ
真
の
生
も
真
の
死
も
あ
る
の
で
あ
る
。

プ
ラ
ト
ン
の
シ
ュ
ム
ポ
ジ
オ
ン
に
は
、
昔
男
女
は
一
体
で
あ
っ
た
の
が
分
身
し
て
男
と
女
と
に
な
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
故
に
今
男
と
女
と
は
エ
ロ
ス
に
よ
っ
て
合
一
し
よ
う
と
求
め
合
う
と
い
う
神
話
が
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
我
々
の
身
体
は
社
会
的
身
体
の
分
身
で
あ
り
、
社
会
的
身
体
の
表
現
で
あ
る
。
も
し
も
身
体
の
社
会
性
を
認
め

な
い
な
ら
ば
、
民
族
と
い
う
が
如
き
も
の
も
問
題
に
な
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
民
族
と
は
精
神
的
な
も
の
で
な
く

て
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
単
に
い
わ
ゆ
る
自
然
的
な
も
の
で
な
く
歴
史
的
な
も
の
で
あ
る
。
世
代
と
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云
う
も
の
も
年
齢
と
い
う
身
体
的
な
も
の
に
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
一
つ
の
世
代
に
属
す
る
多
数
の
人
間
は
一
つ

の
社
会
的
身
体
の
分
身
と
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
世
代
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

芸
術
家
は
そ
の
制
作
に
お
い
て
自
己
の
分
身
を
作
る
。
生
命
の
あ
る
作
品
は
肉
体
を
も
っ
て
い
る
。
作
品
は
そ

の
作
者
か
ら
独
立
し
て
自
己
自
身
の
運
命
と
歴
史
を
経
験
し
、
そ
の
作
者
自
身
に
対
し
て
も
影
響
し
作
用
す
る
。

一
人
の
芸
術
家
の
作
っ
た
種
々
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
あ
り
な
が
ら
全
体
と
し
て
相
互
に
関
聯
し
、
ま
た
凡

て
そ
の
芸
術
家
を
表
現
す
る
。
個
人
と
社
会
と
の
関
係
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
は
社
会
か

ら
そ
れ
ぞ
れ
独
立
な
も
の
と
し
て
、
し
か
し
全
体
と
し
て
相
互
に
関
聯
し
た
も
の
と
し
て
生
れ
、
凡
て
こ
の
社
会

を
表
現
し
て
い
る
。
彼
等
は
独
立
に
働
く
も
の
と
し
て
社
会
に
影
響
し
作
用
す
る
。
種
々
の
作
品
を
離
れ
て
別
々

に
芸
術
家
が
あ
る
の
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
多
数
の
個
人
を
離
れ
て
別
に
社
会
が
あ
る
の
で
は
な
い
と

も
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
芸
術
家
は
作
品
の
根
拠
と
見
ら
れ
る
の
と
同
じ
く
、
社
会
は
個
人
の
根
拠
で
あ
る
。

ま
た
作
品
は
よ
り
精
神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
作
家
は
よ
り
肉
体
的
な
も
の
と
も
考
え
得
る
と
す
れ
ば
、
個
人
に
対

し
て
社
会
は
よ
り
肉
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
。
肉
体
の
根
拠
は
社
会
で
あ
る
。
自
意
識
の
過
剰
に
悩

む
デ
カ
ダ
ン
で
あ
る
と
こ
ろ
の
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
と
っ
て
の
不
幸
は
社
会
が
思
想
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い

こ
と
で
あ
る
と
既
に
述
べ
た
が
、
同
様
に
彼
等
に
と
っ
て
の
不
幸
は
社
会
が
彼
等
に
対
し
て
立
つ
客
体
と
し
て
し
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肉
体
の
問
題

か
映
ぜ
ず
、
従
っ
て
彼
等
が
こ
の
も
の
か
ら
主
体
的
に
超
越
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

超
越
し
て
行
く
と
こ
ろ
が
「
新
し
い
無
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
社
会
は
単
に
客
体
的
な
も
の
で
な
く
主
体
的
な
も

の
で
あ
る
。
主
体
的
・
客
観
的
と
云
わ
れ
る
人
間
を
包
み
自
己
の
う
ち
に
成
立
せ
し
め
て
い
る
も
の
が
社
会
で
あ

る
。
肉
体
と
い
う
も
の
も
こ
の
社
会
に
於
て
あ
る
の
で
あ
る
。
肉
体
が
社
会
に
お
い
て
根
拠
を
有
し
得
な
い
と
き

デ
カ
ダ
ン
ス
は
生
ず
る
。
か
よ
う
に
し
て
今
日
云
わ
れ
る
デ
カ
ダ
ン
ス
は
、
嘗
て
の
自
然
に
お
い
て
も
は
や
根
拠

を
見
出
し
得
な
く
な
っ
た
人
間
が
、
し
か
も
な
お
未
だ
社
会
に
お
い
て
根
拠
を
見
出
し
得
る
に
至
ら
な
い
と
い
う

二
重
の
事
情
に
制
約
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

【1936.5

】



二
一
八

純
粋
性
の
揚
棄

純
文
学
と
い
う
語
は
我
が
国
で
は
全
く
特
殊
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
我
が
国
に
は
ま
た
西
洋
で
は
見
当
ら
な

い
意
味
を
も
っ
た
「
純
哲
」
と
い
う
よ
う
な
語
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
般
に
純
粋
性
と
い
う
こ
と
が
従
来
日
本

の
文
化
の
ひ
と
つ
の
重
要
な
特
徴
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
儒
教
で
も
仏
教
で
も
日
本
へ
来
て
純
粋
化
し

た
と
云
わ
れ
る
。
西
洋
哲
学
の
場
合
に
つ
い
て
も
同
様
に
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
純
粋
と
い
う
も
の
が

外
国
に
な
い
の
で
は
な
い
。
し
か
し
我
々
の
間
で
は
こ
の
言
葉
は
そ
れ
と
は
違
っ
た
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
特
殊
な
意
味
が
何
で
あ
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
大
問
題
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
差
当
り
簡
単
な
こ
と
か

ら
考
え
て
み
よ
う
。

純
粋
性
と
は
先
ず
ひ
と
つ
の
ポ
ー
ズ
で
あ
る
。
い
つ
か
大
宅
壮
一
氏
が
日
本
の
文
壇
で
大
家
と
云
わ
れ
る
人
は

ポ
ー
ズ
を
も
っ
て
お
り
、
ポ
ー
ズ
を
も
っ
て
い
な
い
者
は
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
大
家
ら
し
く
見
え
な
い
と
い
う
観

察
を
下
し
て
い
た
が
、
こ
の
場
合
の
ポ
ー
ズ
を
考
え
て
見
る
と
、
我
々
の
い
う
ポ
ー
ズ
の
意
味
を
理
解
す
る
手
懸

り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
昔
か
ら
云
わ
れ
て
い
る
文
人
気
質
な
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
の
意
味
を
含
む
で
あ
ろ
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純
粋
性
の
揚
棄

う
。い

っ
た
い
ポ
ー
ズ
と
は
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
純
粋
性
は
生
活
、
殊
に
日
常
生
活
に

お
け
る
一
定
の
姿
勢
を
意
味
し
て
い
る
。
文
学
者
や
哲
学
者
は
、
彼
等
が
純
粋
で
あ
れ
ば
、
そ
の
生
活
に
お
い
て

も
常
人
と
は
異
な
る
ポ
ー
ズ
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
よ
り
純
粋
性
は
文
学
や
哲
学
に
関
わ
る

も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
お
け
る
ポ
ー
ズ
で
も
あ
る
。
し
か
し
ポ
ー
ズ
の
根
本
的
な
意
味
は
身
体
的
な
も

の
で
あ
り
、
そ
し
て
純
粋
性
と
云
わ
れ
る
文
学
や
哲
学
上
の
ポ
ー
ズ
の
特
徴
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
身
体
的
な
ポ
ー

ズ
と
一
つ
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
性
は
実
際
的
と
い

う
こ
と
と
離
れ
難
く
結
び
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
純
粋
性
を
特
色
と
す
る
従
来
の
日
本
の
文
化
は

同
時
に
実
際
的
と
い
う
こ
と
を
特
色
と
し
て
お
り
、
ま
た
所
謂
日
常
性
の
文
学
、
日
常
性
の
哲
学
等
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
実
際
性
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
な
ど
で
い
う
実
際
性
と
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
云
う
ま
で

も
な
か
ろ
う
。

か
く
て
帰
結
す
る
こ
と
は
、
日
本
で
は
文
化
を
客
観
的
な
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
と
見
る
よ
う

な
文
化
意
識
が
発
達
し
な
か
っ
た
。
か
よ
う
な
客
観
的
な
文
化
の
代
表
的
な
も
の
は
事
物
の
対
象
的
把
握
で
あ
る

科
学
で
あ
る
。
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
実
際
的
で
あ
る
こ
と
は
純
粋
で
な
い
と
い
う
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
逆
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に
、
日
本
の
従
来
の
文
化
は
純
粋
で
な
か
っ
た
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

科
学
は
一
定
の
立
場
に
立
ち
、
一
定
の
見
方
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
立
場
乃
至
見
方
は
ポ
ー
ズ

と
云
う
べ
き
も
の
で
な
い
。
却
っ
て
ポ
ー
ズ
を
踏
み
越
え
る
と
こ
ろ
に
科
学
の
立
場
乃
至
見
方
が
あ
る
。
純
粋
性

と
い
う
ポ
ー
ズ
を
保
と
う
と
す
る
文
学
や
哲
学
は
か
く
し
て
理
論
を
蔑
視
す
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
理
論
は
抽
象

的
だ
と
い
う
の
が
そ
の
非
難
で
あ
る
。
事
実
、
理
論
は
本
質
的
に
抽
象
的
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
こ
の
抽
象
性
に
お

い
て
理
論
は
そ
の
威
力
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
抽
象
の
威
力
が
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
頃
の
若
い
文
学
者
は
も
と
よ
り
昔
の
文
人
気
質
を
そ
の
ま
ま
認
め
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
等
の
な
お

多
く
が
純
粋
性
と
い
う
ポ
ー
ズ
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
理
論
や
科
学
を
軽
蔑
す
る
風
は
な
か
な
か
な
く
な
ら
な
い

よ
う
で
あ
る
。
新
し
い
文
学
は
純
粋
性
と
い
う
ポ
ー
ズ
を
揚
棄
す
る
こ
と
か
ら
生
れ
る
で
あ
ろ
う
。

事
実
と
し
て
も
、
古
い
純
粋
性
は
次
第
に
揚
棄
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
第
一
、
生
活
上
の
特
殊
な
ポ
ー
ズ
と
し
て
の

純
粋
性
は
今
日
の
社
会
生
活
の
現
実
に
よ
っ
て
不
可
能
に
さ
れ
て
い
る
。
文
士
は
人
間
の
屑
だ
と
い
う
杉
山
平
助

氏
の
議
論
も
、
そ
の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
の
現
実
の
形
態
に
対
す
る
非
難
の
意
味
を
含
ん
で
い
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
所

謂
文
士
的
な
ポ
ー
ズ
は
現
在
の
社
会
に
お
い
て
は
純
粋
に
維
持
さ
れ
得
ず
、
そ
れ
が
維
持
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
場
合
、
そ
こ
に
は
無
理
と
虚
飾
と
が
存
在
し
、
打
算
も
し
く
は
頽
廃
の
要
素
が
混
入
し
て
い
る
。
文
士
的
な
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純
粋
性
の
揚
棄

ポ
ー
ズ
が
毀
れ
て
、
文
学
者
も
普
通
の
社
会
人
と
同
様
に
生
活
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
き
、
彼
等
は
文
学
者

と
し
て
、
生
活
そ
の
も
の
の
中
か
ら
文
学
的
生
活
を
先
ず
抽
象
し
て
来
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
従

来
の
文
学
者
に
は
か
か
る
必
要
が
な
く
、
彼
等
に
と
っ
て
は
謂
わ
ば
既
に
最
初
か
ら
文
学
的
生
活
が
抽
象
さ
れ
て

与
え
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
生
活
と
文
学
と
の
関
係
は
一
義
的
で
明
瞭
で
あ
っ
た
。
然
る
に
今
日
の
文
学
者
は
先

ず
文
学
的
生
活
を
生
活
そ
の
も
の
の
中
か
ら
昇
華
さ
せ
る
と
い
う
真
剣
な
問
題
を
課
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
昇
華
の
努
力
が
新
し
い
純
粋
性
の
基
礎
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
生
活
か
ら
の
生
活
の
抽
象
が
文

学
の
現
実
性
の
条
件
で
あ
る
。
政
治
と
文
学
と
い
う
幾
度
か
論
議
を
繰
り
返
さ
れ
た
問
題
も
、
実
は
、
政
治
と
い

う
一
般
的
生
活
の
中
か
ら
如
何
に
文
学
的
生
活
を
昇
華
さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
と
し
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
。
文
学
的
生
活
な
く
し
て
文
学
の
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
併
し
文
学
的
生
活
が
先
ず
生
活
そ
の
も
の
の

中
か
ら
抽
象
乃
至
昇
華
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
に
な
っ
た
。
問
題
は
か
く
て
、
政
治
的
生
活
と
文
学
的
生
活
と
、
文

学
的
生
活
と
文
学
と
、
い
う
二
重
の
、
従
っ
て
ま
た
両
義
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
純
粋
性
の
揚
棄
は
、
ひ
と
つ
の
実
際
的
問
題
と
し
て
、
純
文
学
作
品
の
発
表
機
関
の
現
実
に
お
け
る
経
済

的
困
難
に
よ
っ
て
も
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
い
か
ほ
ど
小
説
は
面
白
い
も
の
だ
と
自
家
宣
伝
を
し

て
も
、
現
在
の
如
き
文
学
雑
誌
の
経
営
が
成
功
す
る
見
込
は
先
ず
な
い
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
文
学
雑
誌
の
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概
念
を
、
例
え
ば
『
セ
ル
パ
ン
』i i

の
よ
う
な
も
の
に
ま
で
拡
張
し
て
考
え
直
す
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
意
見
も
出

て
来
る
。
か
か
る
事
情
は
、
文
学
作
品
そ
の
も
の
に
関
し
て
も
、
従
来
の
純
粋
性
の
概
念
が
揚
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
見
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
最
近
、
作
家
乃
至
作
品
の
無
性
格
と
い
う
こ
と
が
著
し
い
現
象
と
な
っ
て
い
る
。
今
日
所
謂
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
作
家
と
転
向
作
家
、
そ
れ
ら
と
所
謂
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
作
家
と
の
間
の
区
別
は
よ
ほ
ど
不
明
瞭
に
な
っ
て
来
た
。
そ

れ
ら
の
間
に
は
谷
川
徹
三
氏
の
云
っ
た
よ
う
な
平
衡
作
用
が
種
々
の
方
面
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
観
点
を
変
え
れ

ば
、
無
性
格
の
う
ち
に
共
通
の
性
格
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
こ
に
純
文
学
の
概
念
の
本
質
変
化

の
道
程
を
認
め
得
る
。
中
堅
作
家
の
新
聞
小
説
へ
の
進
出
も
同
様
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
今
日
多
数
の
作
家
に

お
い
て
そ
の
立
場
や
思
想
の
差
異
が
明
確
に
区
別
し
難
く
な
っ
た
が
、
併
し
一
つ
確
か
な
こ
と
は
、
彼
等
が
今
や
一

致
共
同
し
て
古
い
意
味
で
の
純
粋
性
の
揚
棄
の
方
向
を
辿
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
意
識
的
な
乃
至
無
意

識
的
な
こ
の
よ
う
な
努
力
は
新
し
い
文
学
概
念
の
形
成
に
向
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
思
想
や
立
場
の
区
別
よ
り
も

先
ず
か
か
る
共
通
の
地
盤
の
開
拓
が
現
在
歴
史
的
に
意
味
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
思
想
や
立
場
の
相
違
が

お
よ
そ
意
味
を
も
ち
得
る
前
提
で
あ
り
、
従
っ
て
今
こ
そ
、
か
く
し
て
作
ら
れ
た
共
通
の
地
盤
の
上
に
お
い
て
立
場

i　

1931

年
か
ら1941

年
ま
で
第
一
書
房
が
発
行
し
て
い
た
雑
誌
。
三
木
も
い
く
つ
か
寄
稿
し
て
い
る
。
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純
粋
性
の
揚
棄

や
思
想
が
全
く
重
要
な
問
題
と
な
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
立
場
や
思
想
が
単
に
立
場
や
思
想
と
し
て
で
な
く
、

ま
さ
に
文
学
上
の
立
場
や
思
想
と
し
て
問
題
に
な
る
た
め
に
は
、
先
ず
共
通
の
文
学
概
念
が
現
実
的
に
成
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
ねマ
マ

。
立
場
や
思
想
に
関
す
る
議
論
が
従
来
抽
象
的
も
し
く
は
不
生
産
的
に
見
え
た
の
も
、
か
か
る
共
通
の

文
学
概
念
が
な
お
十
分
に
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
伝
統
的
な
純
粋
性
は
到
る
処
に
お
い
て
揚
棄
さ
る
べ
き
運
命
に
あ
る
が
、
そ
の
揚
棄
と
共
に

新
し
い
純
粋
性
が
何
処
に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
、
な
お
一
定
し
た
見
解
が
存
在
し
な
い
。
そ
こ

に
現
代
の
日
本
文
学
の
混
乱
が
あ
る
。
こ
の
混
乱
は
残
存
せ
る
古
い
純
粋
性
に
対
す
る
謂
わ
ば
本
能
的
な
執
着
に

よ
っ
て
一
層
甚
だ
し
く
さ
れ
て
い
る
。

新
し
い
文
学
概
念
の
確
立
に
と
っ
て
最
も
基
礎
的
な
こ
と
は
、
文
学
者
が
真
の
文
化
意
識
を
獲
得
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
ず
文
学
を
一
つ
の
客
観
的
な
事
象
と
し
て
認
識
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
性
と
い
う
特
殊
な
身
体
的
、
精
神
的
ポ
ー
ズ
に
支
配
さ
れ
て
い
る
限
り
、
文
学
は
「
私
」

と
い
う
も
の
か
ら
離
れ
ず
、
文
学
の
世
界
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
成
立
す
る
客
観
的
な
事
象
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
な
い
。
所
謂
純
文
学
の
概
念
を
多
か
れ
少
な
か
れ
揚
棄
し
な
が
ら
も
―
―
横
光
利
一
氏
に
よ
っ
て
有
名
に
な

っ
た
「
純
粋
小
説
」
と
い
う
語
は
こ
の
事
実
の
表
現
と
し
て
特
徴
的
で
あ
る
―
―
、
他
方
に
お
い
て
文
学
者
の
私
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党
形
成
が
最
近
の
如
く
盛
ん
で
あ
っ
て
は
、
文
学
の
世
界
の
客
観
性
が
真
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。

文
化
を
客
観
的
な
事
象
、
哲
学
者
の
所
謂
客
観
的
精
神
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
か
か
る
客
観
性
を
最
も
明
瞭

に
示
す
科
学
と
い
う
も
の
が
古
来
我
が
国
で
は
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
想
像
以
上
に
困
難
に
さ

れ
て
い
た
。
文
学
の
世
界
の
客
観
性
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
今
度
は
文
学
上
の
立
場
や
傾
向
の
差
異
が
こ
れ
ま

で
と
は
違
っ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
来
る
筈
で
あ
る
。
然
る
に
、
私
党
は
、
立
場
や
傾
向
の
一
致
に
よ
っ
て
結

び
付
い
た
も
の
で
な
く
、
寧
ろ
ポ
ー
ズ
の
類
似
に
よ
っ
て
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
如
く
今
日
作

家
が
無
性
格
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
共
通
の
文
学
概
念
の
形
成
が
準
備
さ
れ
た
と
は
い
え
、
そ
こ
に
思
想
や
立

場
が
再
び
活
溌
な
関
心
と
な
る
に
至
ら
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
却
っ
て
私
党
化
の
土
台
と
な
る
の
み
で
あ
っ
て
、
新

し
い
文
学
概
念
が
現
実
的
に
形
成
さ
れ
た
と
は
云
え
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
文
学
の
世
界
の
客
観
性
が
認
識
さ
れ
る
に
伴
っ
て
、
文
学
と
他
の
文
化
の
領
域
と
の
間
の
親
縁
性
が
認
識

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従
来
の
純
粋
性
に
お
い
て
は
、
謂
わ
ば
既
に
最
初
か
ら
、
文
学
的
生
活
が
一
般
的
生
活
に

対
し
て
抽
象
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
文
学
は
他
の
文
化
領
域
に
対
し
て
抽
象
さ
れ
て
い
た
。
か
く
の
如
き
抽
象
性

を
示
す
一
つ
の
例
と
し
て
「
局
外
批
評
家
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
作
家
と
批
評
家
と
の
区
別
が
存
在
す
る
限
り
、

批
評
家
は
作
家
に
と
っ
て
凡
て
局
外
者
で
あ
る
と
も
云
え
る
。
ま
た
局
外
と
い
う
こ
と
が
文
壇
に
属
し
な
い
と
い
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純
粋
性
の
揚
棄

う
意
味
だ
と
す
れ
ば
、
特
殊
な
ポ
ー
ズ
に
よ
っ
て
結
び
付
い
た
文
壇
と
い
う
も
の
が
解
消
さ
る
べ
き
も
の
だ
と
考

え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
固
よ
り
専
門
的
な
文
芸
批
評
家
と
然
ら
ざ
る
者
と
の
区
別
は
存
在
す
る
が
、
局
外
と

い
う
語
は
こ
れ
と
は
違
っ
た
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
純
粋
な
」
批
評
家
に
対
し
て
考
え
ら
れ
、
純

粋
な
批
評
家
と
い
う
の
は
、
そ
の
評
論
が
特
殊
な
ポ
ー
ズ
を
有
し
、
論
理
的
訓
練
を
知
ら
ぬ
文
壇
的
方
言
で
物
を

云
う
者
で
は
な
い
か
。
テ
ー
ヌ
や
ブ
ラ
ン
デ
ス
な
ど
の
批
評
は
如
何
に
多
く
の
「
局
外
的
な
も
の
」
を
も
っ
て
い

る
で
あ
ろ
う
。
凡
て
偉
大
な
文
学
は
種
々
の
見
地
か
ら
の
批
評
を
容
れ
る
も
の
で
あ
る
。
局
外
批
評
家
と
い
う
語

は
文
学
と
他
の
文
化
領
域
と
の
間
の
親
縁
性
の
意
識
、
従
っ
て
真
の
文
化
意
識
の
欠
乏
を
象
徴
し
て
い
る
。
作
家

自
身
も
文
化
意
識
を
獲
得
し
て
、
文
学
を
一
層
広
い
見
地
、
一
層
広
い
聯
関
に
お
い
て
考
え
る
こ
と
を
学
ば
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。

文
学
の
思
想
性
と
か
社
会
性
と
か
と
云
っ
て
も
、か
く
の
如
き
文
化
意
識
が
先
ず
獲
得
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、

十
分
に
把
握
さ
れ
得
な
い
。
文
学
と
生
活
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
が
、
文
学
と
他
の
精
神
的
文
化
と
の
親
縁
性
の

意
識
も
特
に
我
が
国
に
お
い
て
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
か
か
る
親
縁
性
の
意
識
に
基
づ
く
協
同
は
今
日
の
フ
ァ

シ
ズ
ム
的
情
勢
に
対
し
て
政
治
的
に
も
意
義
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。i

【1936.6

】
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開

日
本
文
学
は
現
代
に
お
い
て
如
何
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
か
、
ま
た
如
何
に
展
開
さ
る
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う

問
に
答
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
今
大
胆
な
概
括
が
避
け
難
い
と
す
れ
ば
、
私
は
、
現
代
に
お
け

る
日
本
文
学
の
展
開
を
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
と
し
て
考
え
た
い
と
思
う
。
そ
れ
で
は
、
何
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
へ
展
開
し
て
来
る
の
で
あ
る
か
、
と
問
わ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
概
括
し
て
、
展
開
の
過
程
は
ナ
チ
ュ
ラ

リ
ズ
ム
か
ら
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
で
あ
る
と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
と
思
う
。

こ
の
場
合
先
ず
ナ
チ
ュ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
語
は
、
西
洋
に
お
け
る
自
然
主
義
並
び
に
近
代
日
本
文
学
に
お
け
る

所
謂
自
然
主
義
と
は
違
っ
た
意
味
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
自
然
主
義
は
東
洋
的
世
界
観
の
根
本
的
特
色

と
さ
れ
て
い
る
形
而
上
学
的
な
「
自
然
」、
従
っ
て
む
し
ろ
我
が
国
古
典
文
学
の
精
神
と
さ
れ
て
い
る
「
あ
は
れ
」

「
さ
び
」「
わ
び
」「
し
を
り
」「
幽
玄
」「
風
雅
」
等
の
根
柢
と
な
る
「
自
然
」
に
関
係
し
て
い
る
。
西
洋
の
自
然

主
義
文
学
と
明
治
大
正
の
自
然
主
義
文
学
と
の
異
同
を
論
ず
る
こ
と
は
一
個
の
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
我
が
国
の

自
然
主
義
文
学
に
つ
い
て
云
え
ば
、
そ
れ
は
一
方
そ
れ
自
身
日
本
文
学
に
お
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
の
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開

道
程
に
一
つ
の
注
目
す
べ
き
位
置
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
、
し
か
も
他
方
そ
れ
は
な
お
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る

自
然
主
義
の
要
素
を
多
分
に
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
ま
た
次

に
、
こ
こ
で
い
う
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
意
味
も
、
決
し
て
狭
い
意
味
に
、
例
え
ば
以
前
の
白
樺
派
の
人
道
主
義
と

か
、
或
い
は
今
日
の
行
動
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
か
と
同
じ
意
味
に
理
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
と
り
わ
け
そ
れ
は

所
謂
人
道
主
義
と
一
緒
に
さ
れ
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
明
治
以
後
に
お
け
る
日
本
文
学
の
展
開
が
、
全
体
と

し
て
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
方
向
を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
方
向
を
如
何
に
発
展
さ
せ
る
か
が
問
題

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
展
開
を
詳
細
に
跡
づ
け
る
こ
と
は
大
き
な
仕
事
で
あ
る
。
今
最
も
簡
単
な
且
つ
最
も
基
礎
的
な
こ
と
に
つ

い
て
云
え
ば
、「
文
学
意
識
」
の
成
立
そ
の
も
の
が
我
が
国
に
お
い
て
は
新
し
い
こ
と
に
属
す
る
。
岡
崎
義
恵
氏

も
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
、「
過
去
の
日
本
に
果
た
し
て
『
美
』
と
か
『
文
学
』
と
か
い
わ
れ
る
も
の
の
自

覚
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
も
し
過
去
の
思
想
感
情
の
再
現
を
志
す
と
す
れ
ば
、
日
本
文

学
の
美
学
的
考
察
と
い
う
が
如
き
試
み
は
無
意
味
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。」
文
学
意
識
の
成
立
は
伝
統
的
な
東

洋
的
自
然
主
義
に
対
し
て
は
そ
の
こ
と
自
体
新
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
こ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
誕
生

を
見
る
。
我
が
国
に
お
い
て
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
文
学
の
社
会
性
を
強
調
し
始
め
た
頃
、
従
来
の
日
本
文
学
は
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芸
術
至
上
主
義
に
立
っ
て
い
た
と
批
評
さ
れ
た
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
正
し
い
見
方
で
あ
る
と
は
云
え

な
い
。
固
有
な
意
味
に
お
け
る
美
意
識
、
文
学
意
識
の
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
芸
術
至
上
主
義
も
、
芸
術
の
た

め
の
芸
術
と
い
う
思
想
も
、
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
文
学
意
識
の
成
立
は
、
自
然
に
対
す
る
文
化
の
意
識
の

成
立
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
と
っ
て
構
成
的
な
要
素
で
あ
る
。

勿
論
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
は
、
そ
の
一
つ
の
場
合
、
西
欧
に
お
け
る
ル
ネ
サ
ン
ス
が
数
世
紀
に
亙
る
歴

史
を
有
す
る
よ
う
に
、
我
が
国
に
お
い
て
も
一
朝
一
夕
に
し
て
為
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
で
な
く
、
ま
た
為
遂
げ
ら
れ

得
る
こ
と
で
も
な
く
、
紆
余
曲
折
し
た
道
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
現
に
紆
余
曲
折
し
た
道
を
歩
ん

で
い
る
。
か
か
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
の
道
程
に
今
も
な
お
横
た
わ
る
一
般
的
問
題
の
若
干
を
、
こ
こ
で

は
主
と
し
て
「
文
学
意
識
」
の
問
題
に
関
聯
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

先
ず
文
学
意
識
の
成
立
に
伴
っ
て
文
学
と
生
活
と
の
間
に
距
離
を
生
じ
、
そ
の
解
決
が
重
要
な
問
題
と
し
て
文

学
者
に
課
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
伝
統
的
な
自
然
主
義
に
お
い
て
は
、
自
然
と
人
間
と
の
関
係
は
対
立
的
に
で
な

く
有
機
的
融
合
的
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
文
学
と
生
活
と
の
間
に
も
距
離
が
存
在
し
な
か
っ
た
。
文
学
と
生
活
と

の
距
離
は
新
し
い
文
学
意
識
の
成
立
と
共
に
初
め
て
意
識
さ
れ
、
そ
の
距
離
の
新
し
い
仕
方
に
お
け
る
解
決
が
初

め
て
問
題
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
は
単
に
文
学
の
場
合
の
み
で
な
く
、学
問
の
場
合
に
し
て
も
、
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開

「
科
学
意
識
」
の
成
立
に
よ
っ
て
初
め
て
我
が
国
に
お
い
て
所
謂
「
生
と
学
と
の
距
離
」
が
問
題
に
な
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。か
か
る
文
学
意
識
の
成
立
と
発
展
は
云
う
ま
で
も
な
く
社
会
の
変
化
と
発
展
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
は
生
活
そ
の
も
の
の
改
変
が
あ
る
。
然
る
に
周
知
の
如
く
、
我
が
国
の
社
会
に
は
、
特
に
日
常
生
活
の
方

面
に
お
い
て
は
、現
在
も
な
お
封
建
的
残
存
物
が
多
い
。
と
り
わ
け
文
学
者
の
生
活
に
は
封
建
的
な
も
の
が
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
新
し
い
文
学
意
識
の
成
立
と
共
に
生
じ
た
文
学
と
生
活
と
の
距
離
は
、
そ
の
問
題
の
解
決
が
決
し

て
容
易
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
新
し
い
仕
方
で
解
決
す
る
こ
と
を
放
棄
さ
れ
、
ま
さ
に
生
活
及
び
文
学
の
概
念
の

変
化
が
そ
の
問
題
を
発
生
さ
せ
た
根
源
で
あ
る
こ
と
が
顧
み
ら
れ
な
い
で
、
伝
統
的
な
文
学
の
理
念
に
、
そ
こ
で

は
文
学
と
生
活
と
の
距
離
が
謂
わ
ば
最
初
か
ら
問
題
に
な
り
得
な
い
よ
う
な
自
然
主
義
の
理
念
に
、
文
学
の
純
粋

性
の
名
に
お
い
て
、
復
帰
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
文
学
と
政
治
の
問
題
は
、
新
し
い
種
類
の
作
品

の
出
現
に
よ
っ
て
芸
術
的
に
解
決
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
に
拘
ら
ず
、
そ
の
問
題
が
抛
棄
さ
れ
、
純
文
学
と
い
わ
れ
る

私
小
説
の
如
き
も
の
に
還
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
学
と
生
活
と
の
統
一
の
要
求
を
満
足
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
単
に

文
学
と
政
治
の
み
が
問
題
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
問
題
は
我
が
国
に
お
い
て
は
一
層
一
般
的
な
、
一
層
基
礎
的
な

と
こ
ろ
に
あ
る
。
即
ち
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
学
が
日
常
性
の
文
学
と
し
て
規
定
さ
れ
得
る
と
す
れ
ば
、
政
治
と

い
う
が
如
き
、
日
常
性
の
範
疇
に
対
し
歴
史
性
（
世
界
歴
史
性
）
の
範
疇
に
入
る
生
活
と
文
学
と
の
現
実
的
並
び
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に
表
現
的
統
一
が
一
般
に
問
題
な
の
で
あ
る
。
新
し
い
文
学
意
識
の
成
立
の
現
実
的
基
礎
と
な
っ
た
よ
う
な
生
活

と
文
学
と
の
芸
術
的
統
一
が
伝
統
と
し
て
一
般
に
発
達
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
へ
、
政
治
と
文
学
と
い
う
尖
鋭
化
さ

れ
た
形
に
お
い
て
問
題
が
与
え
ら
れ
た
点
に
、
我
が
国
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
の
特
殊
な
困
難
が
存
在

し
た
と
云
え
る
。

文
学
意
識
の
成
立
に
伴
う
文
学
と
生
活
と
の
分
離
は
、
一
方
そ
の
問
題
の
回
避
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
純
文
学

へ
の
意
識
的
な
或
い
は
無
意
識
的
な
固
執
を
惹
き
起
し
て
い
る
と
共
に
、
他
方
そ
の
よ
う
な
分
離
を
そ
の
ま
ま
承

認
す
る
抽
象
的
な
文
学
崇
拝
を
生
ぜ
し
め
、
か
か
る
文
学
崇
拝
を
も
っ
て
新
し
い
文
学
意
識
そ
の
も
の
で
あ
る
か

の
如
く
考
え
る
傾
向
を
作
っ
て
い
る
。
文
学
的
自
意
識
の
過
剰
が
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
文
学
崇
拝
と
な
る
。
そ

れ
は
文
学
意
識
の
成
立
を
俟
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
我
が
国
に
お
い
て
特
殊
な
芸
術
至
上

主
義
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
元
来
生
活
と
文
学
と
の
分
離
を
前
提
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
か
か
る
芸
術
至

上
主
義
は
、
そ
の
生
活
意
識
に
お
い
て
現
実
の
社
会
生
活
か
ら
游
離
し
、
所
謂
純
粋
な
生
活
、
従
っ
て
ま
た
伝
統

的
な
純
文
学
と
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
な
封
建
的
な
生
活
雰
囲
気
を
好
む
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
最
も
新
し
い
文
学

意
識
に
心
酔
し
な
が
ら
そ
の
生
活
意
識
に
お
い
て
甚
だ
古
い
と
い
う
こ
と
が
屡
々
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文
学
理
念
は
生
活
と
文
学
と
の
統
一
を
求
め
る
。
し
か
し
そ
れ
は
か
か
る
統
一
を
伝
統
的
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開

な
純
文
学
へ
の
復
帰
の
方
向
に
考
え
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
文
学
者
が
生
活
意
識
そ
の
も
の
を
新
た
に
す
る
こ
と

を
要
求
す
る
。
か
か
る
生
活
意
識
の
更
新
、
そ
れ
と
文
学
と
の
統
一
に
対
す
る
要
求
の
う
ち
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
は
新
し
い
モ
ラ
ル
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
文
学
意
識
の
成
立
は
、
そ
こ
か
ら
文
学
と
生
活
と
の
距
離
を
生
ぜ
し
め
た
よ
う
に
、
文
学
を
一
つ
の
客
観

的
な
事
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
か
か
る
認
識
は
ジ
ン
メ
ル
の
謂
う
生
に
お
け
る
「
イ
デ
ー

へ
の
転
向
」
に
ほ
か
な
ら
ず
、
か
く
の
如
き
イ
デ
ー
へ
の
転
向
に
お
い
て
人
間
の
う
ち
に
ロ
ゴ
ス
が
生
れ
る
。
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
か
く
の
如
き
ロ
ゴ
ス
の
生
成
に
お
い
て
人
間
の
人
間
と
し
て
の
生
成
を
見
る
。
文
学
意
識
の
成

立
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
た
文
学
尊
重
が
、
イ
デ
ー
へ
の
、
客
観
性
へ
の
転
向
の
意
味
を
含
ま
な
い
場
合
、
主
観

的
な
、
抽
象
的
な
文
学
崇
拝
に
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
イ
デ
ー
的
な
も
の
、
客
観
的
な
も
の
へ
の
転
向
は
文
学
に

お
け
る
思
想
性
の
前
提
で
あ
る
。
従
っ
て
文
学
意
識
の
成
立
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
、
文
学
に
思
想
の
問
題
を

課
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
我
が
国
で
は
か
く
の
如
き
客
観
性
へ
の
転
向
は
、
古
来
固
有
な
意
味
に
お
け

る
科
学
の
発
達
が
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
に
、
特
別
に
困
難
に
さ
れ
て
い
る
。
文
学
に
お
け
る
思
想
の
問
題
を
抽

象
的
な
問
題
と
し
て
し
か
受
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
科
学
の
伝
統
の
欠
乏
と
関
聯
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
伝

統
的
な
日
本
文
学
に
も
思
想
は
あ
る
。し
か
し
そ
の
思
想
性
と
新
し
い
文
学
に
要
求
さ
れ
る
思
想
性
と
の
間
に
は
、
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我
が
国
の
古
来
の
学
問
と
今
日
我
々
が
科
学
と
呼
ぶ
も
の
と
の
間
に
お
け
る
と
同
様
の
差
異
が
あ
る
。
文
学
意
識

の
成
立
に
伴
っ
て
文
学
に
か
く
の
如
き
新
し
い
思
想
性
が
要
求
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
問
題
の
解
決
が
容
易
で

な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
問
題
そ
の
も
の
が
こ
こ
で
も
ま
た
文
学
の
純
粋
性
の
名
に
お
い
て
回
避
さ
れ
る
。
思
想
的
な

文
学
は
純
粋
で
な
い
よ
う
に
云
わ
れ
る
。
し
か
し
実
を
云
え
ば
、
伝
統
的
な
純
文
学
に
も
思
想
が
な
い
の
で
は
な

か
っ
た
。
学
問
概
念
の
意
味
が
今
日
で
は
我
が
国
に
お
い
て
も
変
っ
て
来
た
よ
う
に
、
文
学
の
思
想
性
の
意
味
も

変
っ
て
来
た
だ
け
で
あ
っ
て
、か
か
る
思
想
性
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
に
と
っ
て
決
定
的
に
重
要
で
あ
る
。

文
学
と
生
活
の
統
一
と
い
う
こ
と
も
思
想
な
し
に
は
解
決
さ
れ
得
ぬ
問
題
で
あ
る
。
最
近
、
若
い
文
学
者
の
教
養

の
不
足
が
云
わ
れ
て
い
る
が
、
教
養
の
不
足
と
云
う
な
ら
ば
、
最
も
不
足
し
て
い
る
の
は
科
学
的
教
養
で
あ
る
。

科
学
的
教
養
が
不
足
し
て
い
る
限
り
、
文
学
の
思
想
性
も
生
じ
得
な
い
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

文
学
の
思
想
性
は
こ
の
頃
の
非
合
理
主
義
、
新
し
い
虚
無
主
義
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
る
傾
向
を
生
じ
て
い
る
。

も
と
よ
り
非
合
理
主
義
も
そ
れ
自
身
ひ
と
つ
の
思
想
で
あ
る
。
然
る
に
、
ち
ょ
う
ど
過
剰
な
文
学
意
識
が
我
が
国

に
お
い
て
は
却
っ
て
古
い
生
活
意
識
と
結
び
付
き
得
る
よ
う
に
、
非
合
理
主
義
も
、
固
有
な
意
味
に
お
け
る
科
学
、

合
理
追
求
の
伝
統
の
存
し
な
い
我
が
国
に
お
い
て
は
「
思
想
」
と
な
ら
ず
、
却
っ
て
伝
統
的
な
東
洋
的
虚
無
主
義

に
支
え
ら
れ
て
、
安
易
な
も
の
に
落
付
く
傾
向
が
あ
る
。
虚
無
主
義
は
内
面
的
な
激
し
さ
を
有
せ
ず
、
外
面
に
お
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ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開

け
る
ジ
ェ
ス
チ
ュ
ア
に
留
り
が
ち
で
あ
る
。
合
理
追
求
の
伝
統
が
発
達
し
て
い
な
い
と
こ
ろ
へ
、
社
会
的
不
安
に

よ
っ
て
非
合
理
主
義
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
、
非
合
理
主
義
そ
の
も
の
に
と
っ
て
不
幸
で
あ
っ
た
。
し
か
も
現

在
純
粋
に
封
建
的
な
生
活
が
存
在
し
得
な
い
よ
う
に
、
人
々
は
も
は
や
東
洋
的
虚
無
主
義
に
も
安
住
し
得
な
い
。

そ
こ
に
現
在
の
虚
無
主
義
の
複
雑
な
面
貌
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
現
在
の
日
本
文
学
は
甚
だ
混
沌
と
し
た
現
象
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、
結
局
広
い
意
味
で
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開
と
し
て
把
握
す
る
の
ほ
か
な
い
。
基
本
的
な
問
題
が
つ
ね
に
見
逃
さ
れ
な
い
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
今
日
作
家
の
無
性
格
と
い
わ
れ
る
の
は
基
本
的
な
問
題
に
固
執
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
生

じ
て
い
る
。
然
る
に
、
も
し
自
然
主
義
が
単
に
封
建
的
な
も
の
で
な
く
、
我
々
の
民
族
の
一
層
持
続
的
な
生
活
感

情
と
思
想
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
は
如
何
に
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
如
何
に
し
て
東

洋
的
自
然
主
義
の
中
へ
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
敲
き
込
み
、
そ
の
う
ち
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
生
か
す
こ
と
が
可
能

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
現
代
日
本
文
学
が
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
誕
生
と
共
に
絶
え
ず
直
面
し
て
い
る
問
題
で

あ
る
。
こ
の
問
題
と
自
覚
的
に
取
組
み
、
東
洋
的
「
自
然
」
と
激
し
く
挌
闘
す
る
こ
と
が
我
々
の
問
題
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
問
題
の
自
覚
は
、
伝
統
的
な
自
然
主
義
へ
の
無
意
識
的
な
妥
協
が
つ
ね
に
あ
ま
り
に
多
く
存
在

す
る
事
実
に
鑑
み
て
、
特
に
重
要
で
あ
る
。「
神
は
死
ん
だ
」、
と
ニ
ー
チ
ェ
は
西
欧
に
お
い
て
叫
ん
だ
。
我
々
は



二
三
四

東
洋
に
お
い
て
同
様
に
「
自
然
は
亡
び
た
」
と
叫
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
捉
え
る
問
題
の
大
い
さ
が
作
家
の

大
い
さ
を
決
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
に
お
い
て
こ
そ
云
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

【1936.8

】
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通
俗
性
に
つ
い
て

通
俗
性
に
つ
い
て

一
　
文
章
と
思
考

評
論
、
文
学
、
ま
た
哲
学
に
お
い
て
も
、
も
っ
と
一
般
人
に
分
り
易
い
も
の
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
通
俗
性
の
問
題
で
あ
る
。
通
俗
性
の
問
題
は
、
今
日
、
読
者
の
側
か
ら
要
求
と
し
て
出
て

い
る
と
い
う
の
み
で
な
く
、
作
家
、
批
評
家
、
思
想
家
の
側
に
お
い
て
も
次
第
に
真
面
目
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。

こ
の
問
題
は
差
当
り
表
現
、
い
い
換
え
る
と
、
文
章
の
問
題
で
あ
る
。
文
章
の
問
題
は
、
実
際
、
軽
視
さ
る
べ

き
も
の
で
な
く
、
ま
た
決
し
て
容
易
な
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
文
章
に
お
い
て
最
初
の
問
題
は
、
そ
の
要
素

と
し
て
の
語
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
漢
語
を
少
な
く
し
、
む
し
ろ
日
本
の

古
典
的
な
雅
語
を
活
か
し
て
使
う
こ
と
、
な
る
べ
く
特
殊
な
語
即
ち
術
語
の
如
き
も
の
を
減
じ
、
世
間
一
般
に
行

わ
れ
て
い
る
語
即
ち
俗
語
の
如
き
も
の
を
活
か
し
て
用
ふ
る
こ
と
、
等
々
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の

教
訓
は
も
と
よ
り
有
益
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
語
は
孤
立
し
た
も
の
で
な
く
て
有
機
的
に
結
合
さ
る
べ
き
も
の
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で
あ
り
、
文
章
の
中
に
お
い
て
機
能
を
営
む
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
文
体
が
決
ら
な
け
れ
ば
語
の
使
用
法
も
決
ら

な
い
。
い
か
な
る
語
が
用
い
ら
れ
る
か
は
、
文
体
に
関
係
し
、
文
体
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
表
現
の
通
俗
性

は
文
体
の
問
題
で
あ
る
。

文
体
に
つ
い
て
も
、
一
般
人
に
分
り
易
く
す
る
た
め
に
、
平
明
に
書
け
と
か
、
直ち
ょ
く
せ
つ截に

書
け
と
か
、
種
々
の
規

則
が
示
さ
れ
て
い
る
。
か
か
る
文
章
読
本
式
な
規
則
も
、
も
ち
ろ
ん
有
用
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
何
を
平
明

と
い
い
、
何
を
直
截
と
い
う
か
が
、
す
で
に
簡
単
な
問
題
で
な
い
。
論
理
的
文
章
は
心
理
的
文
章
よ
り
も
分
り
易

い
か
と
い
え
ば
、
反
対
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
文
章
の
通
俗
性
の
た
め
に
思
考
の
厳
密
性
が
妨
げ
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
ほ
ん
と
に
分
り
易
い
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
文
体
は
一
般
的
な
も
の
で
な
く
、
各
人
の
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
各
人
の
個
性
的
な
表
現
の
様
式
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
各
人
の
個
性
的
な
気
質
、
思
考
の

仕
方
で
あ
る
。
文
体
は
思
考
の
様
式
と
表
現
の
様
式
と
の
統
一
で
あ
る
。
明
晰
な
思
考
な
し
に
明
晰
な
文
章
を
書

く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。

か
く
て
通
俗
性
の
問
題
は
文
体
の
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
単
に
文
章
読
本
式
の
問
題
で
な
い
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
文
体
の
秘
密
を
知
る
こ
と
は
著
作
家
の
全
秘
密
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
著
作
家
は
皆
自

分
の
文
体
を
求
め
て
苦
し
む
。
文
体
の
完
成
す
る
時
は
作
品
が
完
璧
に
達
す
る
時
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
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通
俗
性
に
つ
い
て

も
真
の
通
俗
性
は
作
品
の
完
璧
性
と
別
の
も
の
で
な
い
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
著
作
家
は
常
に
自
分
の
気
質
、

思
考
の
仕
方
に
適
し
た
文
体
を
捜
し
て
い
る
。
彼
の
文
体
は
お
の
ず
か
ら
習
慣
的
に
出
来
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

然
る
に
文
体
が
出
来
て
く
る
と
、
今
度
は
そ
の
文
体
が
自
分
の
思
考
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
著
作
家

は
い
わ
ば
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
陥
る
。
と
こ
ろ
が
多
く
の
場
合
分
り
や
す
い
と
い
わ
れ
る
の
は
そ
の
よ
う
な
マ
ン
ネ

リ
ズ
ム
の
状
態
に
入
っ
た
文
章
で
あ
る
。通
俗
性
が
主
と
し
て
文
章
の
問
題
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
の
も
、

思
考
と
文
章
と
の
比
重
に
お
い
て
文
章
が
重
く
な
っ
た
状
態
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
の
と
き
思
考
も
ま
た
習
慣

性
に
陥
っ
て
い
る
。
若
い
人
の
文
章
よ
り
も
老
人
の
文
章
が
概
し
て
分
り
易
い
と
さ
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。

か
よ
う
に
通
俗
性
が
マ
ン
ネ
リ
ズ
ム
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
危
険
性
も
あ
る
の
で
あ
る
。

二
　
読
者
と
著
者

通
俗
性
が
文
体
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し
て
文
体
は
各
人
の
も
の
、
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ

文
体
を
放
棄
す
る
こ
と
が
一
般
人
に
分
り
易
く
な
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
現
在
分

り
難
い
と
い
わ
れ
て
い
る
文
章
に
は
あ
ま
り
に
ス
タ
イ
ル
的
で
あ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
通
俗
的
に
な
る
た
め

に
自
分
の
文
体
を
放
棄
せ
よ
と
い
う
意
見
に
は
あ
る
真
理
が
含
ま
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
通
俗
が
俗
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悪
と
な
る
危
険
は
あ
る
。
文
体
を
放
棄
す
る
こ
と
は
文
体
だ
け
の
問
題
に
留
ま
る
も
の
で
な
く
、
自
分
自
身
の
思

考
の
仕
方
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
り
、
常
識
的
な
考
え
方
に
身
を
委
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
と
は

真
に
自
分
を
活
か
す
た
め
に
は
自
分
を
殺
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
の
文
体
を
放
棄
す
る
こ
と
も
真
の
文
体
を
発
見

す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。
ま
た
現
在
ス
タ
イ
ル
の
ゆ
え
に
難
解
と
称
せ
ら
れ
る
文
章
に
し
て
も
、
ほ
ん
と
の
ス

タ
イ
ル
で
な
く
て
単
に
ポ
ー
ズ
と
い
っ
て
好
い
も
の
が
あ
り
、
文
章
及
び
思
考
の
上
に
あ
ま
り
に
ポ
ー
ズ
が
多
い

ゆ
え
に
一
般
人
に
分
り
難
く
な
っ
て
い
る
場
合
が
稀
で
な
い
。
文
章
及
び
思
考
に
お
い
て
「
常
識
的
」
に
な
る
と

い
う
こ
と
も
真
の
「
良
識
」
を
得
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
良
識
は
真
の
通
俗
性
の
基
礎
で
あ
る
。

表
現
の
通
俗
性
の
問
題
は
表
現
の
本
質
に
還
っ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
表
現
す
る
と
は
つ
ね
に

他
に
対
し
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
表
現
は
こ
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
い
い
換
え
る
と
、
表
現
と
は

著
者
と
読
者
と
の
間
の
対
話
（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ク
）
で
あ
る
。
こ
の
関
係
が
生
き
て
働
い
て
い
る
と
き
分
り
易

い
も
の
と
な
り
、
反
対
に
独
語
（
モ
ノ
ロ
ー
グ
）
的
な
文
章
は
分
り
難
い
も
の
で
あ
る
。
読
者
を
念
頭
に
お
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
の
文
章
が
分
り
易
い
も
の
に
な
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
思
考
も
客
観
的
に
な
り
、
社
会
的
に
な

り
、
か
く
し
て
ま
た
分
り
易
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

ひ
と
或
い
は
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
我
々
は
読
者
の
た
め
に
書
く
の
で
な
く
自
分
自
身
の
た
め
に
書
く
の
で
あ
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通
俗
性
に
つ
い
て

る
、
と
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
真
の
著
者
は
す
べ
て
自
分
の
内
的
な
要
求
に
基
づ
い
て
書
く
。
た
だ

読
者
を
の
み
目
当
て
に
し
て
書
こ
う
と
す
る
者
は
ほ
ん
と
に
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
読
者
に
媚

び
る
た
め
に
求
め
ら
れ
る
通
俗
性
は
真
の
通
俗
性
で
な
く
て
俗
悪
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ま
た
内

的
な
要
求
も
外
的
な
事
情
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、か
つ
す
で
に
言
葉
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
以
上
、

何
ら
か
の
読
者
を
予
想
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
或
い
は
知
己
を
千
載
後
に
待
つ
と
い
っ
た
態
度
で
、

通
俗
性
の
如
き
は
何
ら
問
題
で
な
い
、
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
著
述
に
対
す
る
か
よ
う
な
理
想
主
義
的
な
態
度

を
私
は
も
と
よ
り
尊
重
す
る
。
そ
れ
は
今
日
の
著
者
に
お
い
て
あ
ま
り
に
稀
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
本

質
的
に
通
俗
的
で
な
い
も
の
が
後
世
に
至
っ
て
大
い
に
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で

あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
が
「
唯
一
の
永
続
力
あ
る
作
品
は
折
に
ふ
れ
て
の
作
品
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
に
は
真
理
が

含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
で
な
く
、
知
己
を
千
載
の
後
に
待
つ
と
い
っ
た
態
度
の
う
ち
に
は
何
か
封
建
的
な
も

の
が
残
存
す
る
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
読
者
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
な
い
と
い
う
こ
と
は
著
作
家
の
封
建
的
な

態
度
で
あ
り
、
か
よ
う
な
封
建
的
な
も
の
が
他
の
封
建
的
な
も
の
と
一
緒
に
我
が
国
の
著
作
家
の
一
部
に
な
お
残

っ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
表
現
の
通
俗
性
を
失
わ
せ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
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三
　
通
俗
性
の
秘
密

事
実
と
し
て
何
ら
か
の
読
者
を
目
当
て
に
し
て
書
か
な
い
著
者
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
誰
か
に
気

に
入
る
た
め
に
書
く
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
人
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
今
日
通
俗
性

の
問
題
が
作
家
、
批
評
家
、
思
想
家
の
側
に
お
い
て
真
面
目
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
理
由
も
こ
の
点
に
あ
る
。

特
殊
の
場
合
を
除
き
、
現
在
純
文
学
の
読
者
の
数
は
恐
ら
く
千
か
二
千
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
大
抵
、
文
壇

的
人
間
、
即
ち
す
で
に
文
壇
に
出
て
い
る
者
、
も
し
く
は
こ
れ
か
ら
文
壇
に
出
る
こ
と
を
志
し
て
い
る
者
、
も
し

く
は
文
壇
的
な
考
え
方
に
追
随
し
て
い
る
者
に
限
ら
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
純
文
学
は
文
壇
と
い
う
特
殊
圏
の
ほ

か
に
殆
ど
出
る
こ
と
な
く
、
た
だ
こ
の
特
殊
圏
の
内
部
で
回
転
し
て
い
る
。
評
論
や
哲
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

り
、
そ
れ
ら
は
文
壇
、
論
壇
、
哲
学
界
と
い
う
よ
う
な
特
殊
圏
の
内
部
で
、
結
局
か
ら
ま
わ
り
を
し
て
い
る
に
過

ぎ
ず
、
圏
外
に
あ
る
大
衆
と
は
無
関
係
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
果
た
し
て
好
い
の
で
あ
る
か
と
い
う
不

安
を
著
作
家
が
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
当
然
で
あ
る
。

従
来
と
て
も
、
ひ
と
は
読
者
を
念
頭
に
お
い
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
読
者
は
、
文
壇
と
か
哲

学
界
と
か
、
特
殊
圏
に
属
す
る
人
間
で
あ
り
、
彼
ら
に
気
に
入
る
た
め
に
書
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
は
文
壇

の
方
言
、
哲
学
界
の
方
言
で
物
を
い
う
こ
と
を
も
っ
て
満
足
し
て
い
た
。
か
よ
う
な
著
作
の
態
度
は
封
建
的
と
い
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通
俗
性
に
つ
い
て

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
我
が
国
に
お
い
て
は
今
日
も
、
文
壇
等
々
は
な
お
封
建
的
性
質
を
残
し
て
い
る
。
然
る
に
文

化
の
危
機
が
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
文
化
の
目
的
及
び
基
準
に
つ
い
て
の
従
来
の
考
え
方
は
動
揺
し
、

文
壇
や
哲
学
界
な
ど
と
い
う
特
殊
圏
に
属
す
る
少
数
者
の
評
価
に
の
み
信
頼
し
て
い
て
好
い
か
ど
う
か
が
怪
し
く

な
っ
て
き
た
。
彼
ら
は
社
会
上
政
治
上
の
現
実
の
勢
力
と
し
て
も
次
第
に
影
が
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
か
く
し
て

通
俗
性
の
問
題
は
単
に
文
章
或
い
は
表
現
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
文
化
の
目
的
及
び
基
準
に
関
す
る
重
要
な
問
題

を
含
ん
で
い
る
。

通
俗
性
を
得
る
た
め
に
は
そ
れ
ゆ
え
に
ま
ず
著
作
に
お
け
る
封
建
的
な
態
度
を
棄
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
の

知
己
を
千
載
の
後
に
待
つ
と
い
っ
た
理
想
主
義
も
、
学
問
や
芸
術
が
「
開
い
た
社
会
」
に
属
す
る
こ
と
を
考
え
て

い
る
点
で
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
し
て
ま
た
通
俗
性
の
問
題
が
理
想
的
に
は
と
も
か
く
、
現
実
に
お

い
て
は
大
衆
性
の
問
題
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
も
と
よ
り
い
わ
ゆ
る
大
衆
文

学
に
お
け
る
が
如
き
、
封
建
的
な
も
の
を
多
分
に
含
む
「
庶
民
性
」
で
は
な
い
。
大
衆
そ
の
も
の
が
歴
史
的
、
時

代
的
に
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
時
代
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
通
俗
性
の
基
礎
で
あ
る
。
我
々
は
こ
こ
で
前
に

引
用
し
た
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
再
び
想
い
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
時
代
的
で
あ
る
こ
と
が
時
代
に
追
随
す
る
こ
と
で

あ
っ
て
は
、
そ
れ
は
俗
悪
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
今
日
分
り
難
い
文
章
の
存
在
す
る
原
因
は
む
し
ろ
、
著
作
家
に
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お
け
る
思
想
的
信
念
の
動
揺
乃
至
喪
失
に
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
モ
ノ
ロ
ー
グ
に
堕
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ

っ
て
、
肝
腎
な
も
の
は
す
で
に
述
べ
た
対
話
の
精
神
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
作
品
を
読
ん
で
、
そ
の
中
に
自
分
自
身

を
見
出
す
と
き
、
読
者
は
悦
ぶ
。
そ
こ
に
通
俗
性
の
秘
密
が
あ
る
。
そ
し
て
も
し
か
よ
う
に
読
者
を
悦
ば
せ
る
こ

と
が
同
時
に
読
者
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
場
合
、
そ
れ
は
も
は
や
単
な
る
通
俗
性
以
上
の
、
著
作
家
の
理
想
そ
の

も
の
で
あ
る
。

【1937.3.

節
分
け
お
よ
び
標
題
は
新
聞
掲
載
時
の
も
の
、
底
本
に
於
い
て
は
無
し
。】
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新
し
い
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民
文
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新
し
い
国
民
文
学

今
度
改
造
社
の
山
本
実
彦
氏
の
卓
抜
な
る
発
意
に
よ
り
新
万
葉
集i i

が
編
纂
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
極

め
て
意
義
深
い
こ
と
で
あ
る
と
思
う
。
明
治
大
正
昭
和
の
三
代
を
記
念
す
べ
き
こ
の
大
事
業
が
、
勅
撰
集
と
し
て

で
も
な
く
、
ま
た
官
設
機
関
に
依
っ
て
で
も
な
く
、
民
間
の
一
出
版
書
肆
の
計
画
と
し
て
実
行
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に
お
い
て
現
代
日
本
を
象
徴
す
る
事
実
で
あ
る
。
或
る
者
は
そ
こ
に
明
治
以
来
の
政
府

が
国
民
文
化
に
対
し
て
如
何
に
無
関
心
で
あ
っ
た
か
を
今
更
ら
の
如
く
気
附
い
て
驚
く
で
あ
ろ
う
。
ま
た
或
る
者

は
そ
こ
に
今
日
の
日
本
の
文
学
に
お
い
て
は
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
未
だ
真
実
に
は
存
し
な
い
と
い
う
こ

と
に
対
す
る
一
つ
の
例
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
そ
こ
に
現
代
の
我
が
国
の
文
学
が
如
何
に
民
主
的

乃
至
庶
民
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
対
す
る
一
つ
の
証
拠
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
新
万
葉
集
は
そ

の
こ
と
を
理
解
し
て
、
民
主
的
精
神
を
も
っ
て
、
或
い
は
庶
民
性
の
立
場
に
お
い
て
編
纂
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
万
葉
古
典
の
精
神
を
現
代
に
生
か
す
所
以
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
全
国
民
が
こ
の
計
画
を
積
極
的

i　

1938-9

年
、
補
・
別
巻
併
せ
て
十
一
巻
出
版
さ
れ
た
。
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に
支
持
し
、
み
ず
か
ら
進
ん
で
そ
れ
に
参
加
す
る
こ
と
が
待
望
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
、
我
が
日
本
に
国
民
文
学
が
存
在
す
る
か
否
か
が
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
私
は
万
葉
集
の
如
き
は
立
派

な
国
民
文
学
で
あ
る
と
思
う
。
新
万
葉
集
も
こ
の
よ
う
に
今
日
の
「
国
民
文
学
」
を
作
る
と
い
う
意
気
と
用
意
と

を
も
っ
て
編
纂
し
て
貰
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
国
民
文
学
と
い
う
以
上
、
単
な
る
現
代
短
歌
全
集
の
如
き
も
の
で

あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
改
造
社
で
は
す
で
に
『
現
代
短
歌
全
集
』
と
い
う
も
の
を
出
版
し
て
お
り
、
こ
れ
は
明
治
以

後
の
代
表
的
歌
人
の
選
集
で
あ
る
が
、
新
万
葉
集
は
そ
れ
と
は
全
く
性
質
の
違
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
意
味
は
、
単
に
数
の
問
題
、
即
ち
こ
こ
に
は
更
に
多
数
の
歌
人
の
歌
が
集
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
関

係
す
る
の
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
、
新
万
葉
集
に
お
い
て
無
名
の
歌
人
が
登
場
す
る
こ
と
は
そ
れ
自
体
意
義
が
あ

る
。
ま
た
応
募
で
な
い
に
し
て
も
、
既
刊
の
歌
集
は
選
者
に
お
い
て
な
る
べ
く
広
く
眼
を
通
す
こ
と
が
望
ま
し
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
新
万
葉
集
の
意
義
は
か
よ
う
な
こ
と
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
そ
れ
が
真
の
国
民
文
学
で
あ
る

た
め
に
は
、
何
よ
り
も
「
歌
壇
」
と
い
う
も
の
の
意
識
を
克
服
し
て
か
か
る
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
歌

を
詠
む
人
に
は
こ
の
歌
壇
意
識
が
な
か
な
か
強
い
。
単
に
中
央
歌
壇
の
み
で
な
く
、
地
方
歌
壇
に
も
歌
壇
意
識
と

い
う
も
の
が
あ
る
。
新
万
葉
集
に
投
稿
す
る
と
い
う
こ
と
は
地
方
歌
壇
か
ら
中
央
歌
壇
へ
出
る
と
い
う
よ
う
な
こ

と
と
し
て
で
な
く
、
お
よ
そ
歌
壇
と
い
う
も
の
か
ら
全
く
離
れ
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
歌
壇
意
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識
を
棄
て
去
っ
て
応
募
さ
れ
、
選
定
さ
れ
、
編
纂
さ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
国
民
文
学
は
作
ら
れ
な
い
。
そ

し
て
私
が
新
万
葉
集
に
期
待
す
る
の
は
新
し
い
国
民
文
学
で
あ
る
。
小
説
そ
の
他
の
文
学
領
域
に
お
い
て
今
日
国

民
文
学
を
確
立
す
る
こ
と
は
容
易
な
問
題
で
な
い
に
し
て
も
、
幸
に
短
歌
は
我
が
国
民
の
す
べ
て
の
階
層
に
普
及

し
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
文
学
で
あ
る
故
に
、
先
ず
こ
の
領
域
に
お
い
て
新
し
い
国

民
文
学
が
現
れ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
、
そ
し
て
新
万
葉
集
に
よ
っ
て
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
の

で
あ
る
。

新
万
葉
集
は
新
し
い
国
民
文
学
で
あ
る
た
め
に
単
に
現
存
の
歌
壇
に
お
け
る
諸
系
統
に
従
っ
て
編
纂
さ
れ
た
選

集
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
新
万
葉
集
に
お
い
て
は
歌
論
が
先
に
立
つ
と
い
う

こ
と
を
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
な
い
か
と
思
う
。
選
定
の
基
準
は
歌
の
喚
び
起
す
直
接
の
感
動
を
主
と
す
べ
き

も
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
今
日
実
に
様
々
の
歌
論
が
現
れ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
論
の
実
験
で
あ
る
よ

う
な
歌
が
多
く
存
在
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
こ
と
は
詩
歌
の
進
歩
発
展
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
意
義
の

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
新
万
葉
集
は
何
等
か
の
一
つ
の
或
い
は
多
く
の
歌
論
の
実
践
と
い
う
よ
う
な
も
の
で

な
く
、
直
接
の
感
動
を
主
と
し
て
歌
を
選
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
現
実
に
国
民
文
学
で
あ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
意
味
に
お
い
て
私
は
、
自
由
律
の
新
短
歌
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
短
歌
な
ど
が
そ
の
中
か
ら
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
決



二
四
六

定
し
た
と
い
う
の
は
正
当
な
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。
私
は
そ
れ
ら
の
新
し
い
歌
に
反
対
す
る
も
の
で
な
く
、
む

し
ろ
同
情
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
歌
に
は
歌
論
が
先
に
立
っ
て
そ
の
実
験
で
あ
る
よ
う
な
も
の

が
多
い
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
新
し
い
歌
は
将
来
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
い
ま
新
万
葉
集
を
明
治
以
後
に
お

け
る
作
歌
の
完
結
し
た
集
大
成
と
し
て
編
纂
す
る
と
い
う
場
合
に
は
除
外
さ
れ
て
然
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
集
を

作
る
と
い
う
こ
と
は
つ
ね
に
一
応
の
完
結
を
意
味
す
る
。
新
万
葉
集
は
明
治
以
後
の
短
歌
の
発
展
に
一
応
の
完
結

を
与
え
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
自
由
律
の
新
短
歌
や
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
短

歌
を
将
来
の
発
展
に
属
す
る
も
の
と
し
て
除
外
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
古
典
的
な
乃
至
擬
古
的
な
歌
を

の
み
集
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
そ
の
も
の
も
明
治
以
来
新
た
に
発
見
さ
れ
、
そ
こ
か
ら

或
る
一
定
の
歌
論
が
作
ら
れ
、
ま
た
こ
の
歌
論
に
従
っ
て
制
作
の
実
践
が
行
わ
れ
て
き
た
。
け
れ
ど
も
新
万
葉
集

は
か
よ
う
な
歌
論
か
ら
も
独
立
に
編
纂
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。「
万
葉
的
な
」
歌
の
み
で
な
く
、
現
代
の

あ
ら
ゆ
る
歌
が
従
っ
て
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
」
短
歌
な
ら
ぬ
多
く
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
的
な
歌
も

含
ま
れ
る
筈
で
あ
る
―
―
そ
れ
の
喚
び
起
す
直
接
の
感
動
を
主
な
る
基
準
と
し
て
選
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く

し
て
初
め
て
新
万
葉
集
は
新
し
い
国
民
文
学
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
あ
の
万
葉
時
代
と
は
お
の
ず
か

ら
違
っ
た
現
代
の
新
し
い
感
覚
、
感
情
、
思
想
等
が
浮
き
出
て
来
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
何
等
か
の
歌
論
は
か
よ
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う
に
し
て
作
ら
れ
た
新
万
葉
集
に
就
い
て
誰
か
が
後
か
ら
立
て
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
先
に
行
く
べ
き
も
の
で

な
い
で
あ
ろ
う
。

新
万
葉
集
が
ど
の
よ
う
に
万
葉
集
の
精
神
を
継
承
し
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
こ
れ
と
は
違
っ
た
新
し
い
も
の
と
し

て
現
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
の
人
に
と
っ
て
は
も
と
よ
り
、
我
々
に
と
っ
て
も
極
め
て
興
味
あ
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
に
我
々
は
日
本
民
族
の
精
神
の
伝
統
と
発
展
と
を
見
究
め
た
い
と
思
う
。
新
万
葉
集
が
新
し
い
国
民

文
学
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
こ
と
が
私
の
大
き
な
期
待
で
あ
る
。

【1937.6

】
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政
治
へ
の
反
撃

こ
の
頃
文
壇
に
は
さ
っ
ぱ
り
問
題
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
た
だ
問
題
の
た
め
に
問
題
を
作
る
と
い
う

よ
う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
は
善
く
な
い
。
そ
し
て
従
来
か
よ
う
な
こ
と
が
余
り
に
多
か
っ
た
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
、
こ
の
頃
の
文
壇
に
問
題
ら
し
い
問
題
が
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
よ

う
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
態
度
が
深
く
反
省
さ
れ
た
た
め
ば
か
り
で
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
れ

ま
で
に
目
星
し
い
問
題
が
一
通
り
は
殆
ど
出
尽
し
た
と
い
う
こ
と
に
も
依
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
問
題

の
ど
の
一
つ
も
未
だ
十
分
に
解
決
さ
れ
た
わ
け
で
な
く
む
し
ろ
た
だ
放
り
出
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
い
う

の
が
事
実
に
近
い
。
文
学
の
根
本
問
題
が
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
の
僅
か
数
ケ
月
間
の
論
議
に
よ
っ
て
解
決
し

尽
さ
れ
る
筈
の
も
の
で
な
い
。
同
じ
問
題
に
何
年
も
噛
り
つ
い
て
考
え
る
情
熱
が
欲
し
い
の
で
あ
る
。
一
つ
の
問

題
を
繰
り
返
す
こ
と
は
不
名
誉
で
も
な
く
無
意
味
で
も
な
い
。
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
先
走
り
し
て
い
た
も
の

を
現
在
へ
連
れ
戻
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
に
、
日
本
に
お
い
て
は
、
こ
の
国
の
文
化
の
特
殊
事
情
に

相
応
し
て
、
多
く
の
問
題
が
先
走
り
す
る
傾
向
が
あ
り
、
従
っ
て
つ
ね
に
現
在
へ
連
れ
戻
る
こ
と
が
即
ち
そ
れ
を
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繰
り
返
す
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
の
頃
の
文
壇
に
問
題
が
な
く
な
っ
た
の
は
文
学
の
指
導
精
神
の
探
求
に
対
す
る
熱
意
が
減
退
し
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
近
燃
え
上
っ
た
、
し
か
も
今
で
は
す
で
に
も
は
や
下
火
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ

の
日
本
的
な
も
の
に
就
い
て
の
問
題
の
如
き
も
、
現
代
文
学
の
指
導
精
神
に
相
渉
る
と
こ
ろ
が
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た

か
疑
わ
し
く
、
む
し
ろ
指
導
精
神
の
探
求
に
対
す
る
熱
意
の
不
足
の
た
め
に
近
来
問
題
が
な
く
な
っ
て
い
る
文
壇

が
い
わ
ば
埋
合
せ
に
そ
れ
を
こ
と
さ
ら
賑
か
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
な
い
で
な
か
っ
た
。
そ
の
場
合
、

「
民
族
と
は
我
々
で
あ
る
」
と
い
う
一
つ
の
当
然
の
結
論
が
出
て
来
た
に
し
て
も
、
そ
の
我
々
自
身
に
現
代
文
学

の
指
導
精
神
の
探
求
に
対
す
る
熱
意
が
欠
乏
し
て
い
て
は
何
に
も
な
ら
な
い
。

こ
の
頃
の
作
家
が
種
々
の
意
味
に
お
い
て
著
し
く
平
均
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ
ろ

う
。
作
品
に
大
き
な
破
綻
も
な
く
な
っ
た
代
り
に
ズ
バ
抜
け
た
も
の
も
な
く
な
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
文
壇

に
の
み
限
ら
れ
た
こ
と
で
な
い
。
学
界
で
も
思
想
界
で
も
み
な
同
様
の
特
徴
的
な
現
象
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
日
本
文
化
の
将
来
の
た
め
に
深
く
考
え
る
べ
き
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
破
綻
が
少
な
く
な
っ

た
こ
と
は
、
他
の
方
面
か
ら
見
る
と
、
指
導
精
神
の
探
求
に
対
す
る
熱
意
が
足
り
な
く
な
っ
た
こ
と
を
現
し
て
い

る
。
ひ
と
は
根
本
問
題
を
避
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
破
綻
を
少
な
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
頃
作
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家
の
平
均
化
と
共
に
流
派
の
対
立
も
稀
薄
に
な
っ
て
来
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
作
家
の
従
来
の
よ

う
な
孤
立
性
が
消
滅
し
た
こ
と
に
も
依
る
で
あ
ろ
う
。
昔
の
職
人
気
質
と
か
芸
術
家
気
質
と
か
と
い
う
も
の
は
こ

の
頃
の
作
家
に
は
次
第
に
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
こ
の
事
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
古
い
芸
術
家
気
質
が
な
く
な
る
と
同
時
に
新
し
い
芸
術
家
的
性
格
が
作
ら
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
が
、
前
の
も
の
は
滅
ん
で
後
の
も
の
は
未
だ
生
れ
て
来
て
い
な
い
と
い
う
の
が
今
日
の
実
際
で
あ
る
。
古
い
芸

術
家
気
質
を
毀
す
こ
と
は
善
い
と
し
て
も
、
そ
れ
に
代
る
べ
き
新
し
い
芸
術
家
的
性
格
の
形
成
に
対
し
て
ど
れ
だ

け
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
か
さ
え
疑
問
で
あ
る
。昔
の
芸
術
家
に
は
い
ろ
い
ろ
好
ま
し
く
な
い
気
質
が
あ
っ
た
が
、

そ
れ
で
も
そ
の
職
人
気
質
の
奥
に
は
単
な
る
職
人
気
質
以
上
の
技
術
の
精
神
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
閃
き
が
あ
っ

た
し
、
ま
た
そ
の
底
に
は
何
よ
り
も
社
会
及
び
人
生
に
対
す
る
不
逞
の
精
神
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
今
日
の
若
い

芸
術
家
の
社
会
性
が
通
俗
的
な
且
つ
功
利
的
な
意
味
で
の
社
交
性
に
限
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
は
困
る
。
こ
の
頃
の

人
は
皆
、
書
く
こ
と
が
上
手
に
な
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
巧
さ
の
奥
か
ら
技
術
の
精
神
そ
の

も
の
の
迫
っ
て
来
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
か
、
ま
た
そ
の
底
に
不
逞
の
精
神
が
胡あ
ぐ
ら
い

床
居
し
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る

か
。
文
壇
に
も
、
日
本
の
他
の
社
会
に
お
い
て
と
同
様
、
閥
が
あ
っ
て
も
文
学
上
の
流
派
の
対
立
は
あ
ま
り
な
い
。

そ
し
て
そ
の
閥
も
、
こ
の
頃
で
は
、
政
治
上
の
い
わ
ゆ
る
挙
国
一
致
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
を
帯
び
て
来
て
い
る
よ
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政
治
へ
の
反
撃

う
に
思
わ
れ
る
。
今
日
の
政
治
的
情
勢
が
今
日
の
文
壇
の
内
部
に
も
反
映
し
て
い
る
と
も
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

い
わ
ゆ
る
挙
国
一
致
的
な
相
剋
の
解
消
に
は
、
少
な
く
と
も
文
学
に
関
す
る
限
り
、
あ
ま
り
意
味
が
な
い
。
も
っ

と
熱
意
を
も
っ
て
指
導
精
神
の
追
求
が
行
わ
れ
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
の
流
派
の
対
立
が
生
じ
て
来
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
等
憂
え
る
べ
き
こ
と
で
な
く
、
む
し
ろ
大
い
に
歓
迎
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
頃
長
篇
小
説
が
ぼ
つ
ぼ
つ
現
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
殊
に
経
済
上
の
様
々
な
困
難
と
闘

い
つ
つ
書
卸
し
長
篇
小
説
へ
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
感
激
に
値
す
る
。
も
と
よ
り
そ
の
結
果
に

至
っ
て
は
な
お
希
望
す
べ
き
も
の
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
我
が
国
に
お
い
て
長
篇
小
説
に

対
す
る
要
求
が
現
れ
た
の
は
、
従
来
の
短
篇
小
説
と
は
質
的
に
異
な
っ
た
文
学
に
対
す
る
要
求
と
し
て
で
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
両
者
の
相
違
は
単
な
る
分
量
上
の
問
題
で
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
、
逆
説
的
に
云
う
と
短
篇
小

説
で
あ
っ
て
も
、
従
来
の
も
の
と
質
的
に
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
「
長
篇
小
説
に
対
す

る
要
求
」
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
文
学
に
お
い
て
は
形
式
と
内
容
と
は
抽
象
的
に
分

離
さ
れ
得
ず
、
短
篇
小
説
に
お
け
る
形
式
上
の
制
約
―
―
分
量
上
の
制
約
も
か
か
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
―
―
が

ま
た
内
容
上
の
制
約
と
も
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
小
説
の
質
の
変
化
に
対
す
る
要
求
が
長
篇
小
説
に
対
す
る
要
求
と

な
っ
て
現
れ
る
の
で
あ
る
。
短
篇
小
説
を
引
伸
ば
し
た
よ
う
な
も
の
、
短
篇
小
説
を
二
つ
か
三
つ
継
ぎ
合
わ
せ
た
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よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
は
真
の
長
篇
小
説
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
元
来
文
学
の
質
的

変
化
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
従
来
の
短
篇
小
説
と
は
違
っ
た
新
し
い
性
質
の
短
篇
小
説
が
続
々
と
出
る
よ
う

な
状
態
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
真
に
求
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
長
篇
小
説
は
出
て
来
な
い
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

新
し
い
文
学
に
対
す
る
要
求
は
い
ろ
い
ろ
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
、
し
か
も
そ
の
殆
ど
す
べ
て
が
こ
れ
ま
で
に

題
目
と
し
て
は
云
い
尽
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
思
想
性
に
対
す
る
要
求
で
あ
る
。
こ
の
要
求
は
、
本
来
、
文
学
に

対
し
て
外
部
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
何
等
か
の
思
想
を
説
明
す
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
な
作
品
を
書
く
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
は
な
い
。
文
学
者
な
ら
ぬ
我
々
が
作
品
の
う
ち
に
求
め
る
の
は
、
文
学
者
で
な
け
れ
ば
捉
え
る
こ
と
も

現
す
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
思
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
作
品
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
思
想
を
あ
と
か

ら
論
理
的
に
分
析
し
て
ゆ
け
ば
そ
れ
が
科
学
や
哲
学
の
与
え
る
思
想
と
同
一
の
も
の
に
帰
着
す
る
と
い
う
こ
と
は

極
め
て
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
抽
象
的
分
析
の
結
果
で
あ
っ
て
、
文
学
作
品
が
最
初
に
根
源
的

に
齎
す
形
態
で
は
な
い
。
現
実
を
す
ら
創
造
し
よ
う
と
す
る
文
学
者
が
思
想
の
創
造
に
お
い
て
臆
病
で
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
。
作
品
の
思
想
性
を
強
調
す
る
者
は
同
時
に
そ
の
思
想
性
の
創
造
を
力
説
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
然
る
に

こ
の
後
の
こ
と
が
あ
ま
り
云
わ
れ
な
い
の
は
、
作
品
の
思
想
性
と
云
っ
て
も
実
は
政
治
性
を
意
味
し
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
真
に
思
想
性
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
且
つ
そ
の
場
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政
治
へ
の
反
撃

合
政
治
が
科
学
的
乃
至
哲
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
。
思
想
は
何
よ
り
も
現
実
の
う
ち
に
あ

る
。
作
家
は
か
よ
う
な
現
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
思
想
を
自
己
の
眼
、
文
学
者
的
な
眼
を
も
っ
て
掴
ま
ね
ば

な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
実
証
的
精
神
で
あ
る
が
、
こ
の
も
の
な
し
に
作
品
の
思
想
性
は
語
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
作
品
の

思
想
性
は
現
実
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
場
合
、
こ
の
現
実
は
ま
た
実
に
作
家
の
作
り
出

し
た
現
実
の
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
換
え
る
と
、
思
想
は
作
家
に
と
っ
て
作
品
構
成
の
内
面
的
力
で
あ

る
よ
う
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
る
に
作
品
の
思
想
性
は
従
来
に
お
い
て
は
作
品
の
政
治
性
と
殆
ど
同

意
義
に
解
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
そ
の
偏
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
作
家
は
か
よ
う
な
偏
向
を
矯
正
す
る

の
み
で
な
く
、
進
ん
で
政
治
そ
の
も
の
に
対
し
て
も
自
己
の
立
場
か
ら
批
判
的
に
対
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た

い
、
作
品
の
思
想
性
と
政
治
性
と
を
同
一
視
し
得
る
ほ
ど
、
政
治
が
科
学
的
乃
至
哲
学
的
で
あ
る
か
ど
う
か
が
問

題
で
あ
る
。
作
品
の
思
想
性
と
云
い
政
治
性
と
云
っ
て
も
、
従
来
は
す
べ
て
文
学
を
何
か
他
の
も
の
に
従
属
さ
せ

る
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
含
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
対
し
こ
の
頃
文
学
が
反
撥
し
始
め
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し

か
し
そ
の
こ
と
か
ら
作
品
に
思
想
性
や
政
治
性
が
全
く
な
く
な
っ
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
生
じ
な

い
。
文
学
は
常
に
政
治
か
ら
批
判
さ
れ
る
位
置
に
あ
る
の
で
な
く
、
逆
に
政
治
を
批
判
す
る
位
置
に
立
つ
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
文
学
が
政
治
か
ら
の
批
判
に
従
属
す
る
こ
と
の
み
が
作
品
の
政
治
性
を
形
作
る
の
で
な
く
、
政
治
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に
対
し
て
文
学
の
立
場
か
ら
批
判
的
で
あ
る
こ
と
も
作
品
の
政
治
性
を
形
作
り
得
る
筈
で
あ
る
。
し
か
る
に
従
来

は
た
だ
前
の
こ
と
の
み
が
云
わ
れ
て
来
た
。
今
日
特
に
必
要
な
も
の
は
文
学
の
立
場
か
ら
の
政
治
に
対
す
る
批
判

で
あ
り
、
単
に
一
定
の
形
態
に
お
け
る
政
治
の
み
で
な
く
、
お
よ
そ
政
治
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
で
あ
る
。
政

治
に
対
し
て
こ
れ
を
批
評
す
る
力
が
微
弱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
今
日
の
政
治
の
不
幸
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
政

治
は
今
日
益
々
た
だ
権
力
的
な
も
の
と
な
り
つ
つ
あ
る
。
一
つ
の
政
治
に
対
す
る
批
判
が
単
に
他
の
政
治
に
よ
っ

て
の
み
行
わ
れ
て
い
る
限
り
、
政
治
の
含
む
権
力
の
論
理
は
益
々
強
化
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
今
日

の
不
幸
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
学
は
自
己
の
立
場
か
ら
か
よ
う
な
政
治
に
対
し
て
批
判
者
の
位
置

に
立
つ
べ
き
で
あ
っ
て
、
そ
の
立
場
と
は
要
す
る
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
立
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
の
論

理
の
非
情
性
に
対
し
て
文
学
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
の
立
場
か
ら
の
批
判
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
政
治
に
対
す
る

政
治
以
外
の
批
判
者
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
政
治
そ
の
も
の
に
と
っ
て
も
必
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に

よ
っ
て
政
治
は
健
全
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
自
己
に
対
立
す
る
も
の
を
有
し
な
い
も
の
、
従
っ
て
自

己
を
制
御
し
抑
制
す
る
も
の
を
有
し
な
い
も
の
は
気
狂
に
な
る
の
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
政
治
に
対
し

て
批
判
的
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
、
政
治
に
対
し
て
無
関
心
に
な
る
こ
と
で
な
く
、
或
い
は
単
に
政

治
を
つ
っ
ぱ
な
し
て
し
ま
う
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
頃
、
文
学
者
に
し
て
政
治
を
語
る
者
も
殖
え
て
来
た
が
、
ほ
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政
治
へ
の
反
撃

ん
と
に
文
学
者
ら
し
い
政
治
論
は
ま
だ
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

【1937.8

】
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文
学
と
技
術

ホ
メ
ロ
ス
の
英
雄
た
ち
は
自
分
で
手
工
業
に
従
事
し
て
い
る
。
エ
ウ
マ
イ
オ
ス
は
自
分
で
革
を
裁
っ
て
履
物
を

作
っ
た
と
云
わ
れ
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
は
非
常
に
器
用
な
大
工
で
指
物
師
で
あ
っ
た
と
云
わ
れ
る
。
か
よ
う
な
物

語
を
読
む
と
、
自
分
で
も
何
か
手
細
工
を
し
て
見
た
く
な
る
も
の
だ
。
職
人
が
仕
事
を
す
る
の
を
見
て
い
る
の
は

な
か
な
か
楽
し
い
も
の
で
あ
り
、
自
分
で
も
や
っ
て
み
た
い
と
い
う
衝
動
を
起
さ
せ
る
。
芸
術
的
欲
望
は
人
間
に

生
れ
付
い
て
い
る
と
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
技
術
的
欲
望
も
ま
た
人
間
に
生
れ
付
い
て
い
る
。

ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
は
芸
術
と
技
術
と
を
同
様
に
考
え
、
ポ
イ
エ
シ
ス
と
い
う
一
つ
の
範
疇
に
包
括
し
た
。
ち

ょ
う
ど
現
代
の
哲
学
者
が
自
分
の
思
想
を
説
明
す
る
に
当
っ
て
し
ば
し
ば
芸
術
に
例
を
求
め
る
よ
う
に
、
ギ
リ
シ

ア
の
哲
学
者
は
自
分
の
概
念
を
し
ば
し
ば
技
術
と
の
比
論
に
お
い
て
解
明
し
て
い
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
そ
う
で
あ

っ
た
こ
と
は
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
か
ら
窺
わ
れ
る
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
如
き
は
特
に
そ
う
で
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
も
ゲ
ー
テ
は
ギ
リ
シ
ア
精
神
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
と
云
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
ゲ
ー
テ
は
技
術

の
修
業
の
人
間
的
教
養
的
価
値
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。
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と
技
術

い
ま
技
術
と
い
っ
た
の
は
手
工
業
的
技
術
の
こ
と
で
あ
る
。
近
代
の
機
械
工
業
に
お
け
る
技
術
は
こ
れ
と
多
少

趣
を
異
に
し
て
い
る
。
そ
の
差
異
は
、
手
工
業
は
人
間
の
身
に
付
い
た
技
術
で
あ
る
に
反
し
て
、
機
械
工
業
は
人

間
か
ら
抽
象
さ
れ
た
技
術
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
手
工
業
的
技
術
は
熟
練
を
必
要
と
し
、
熟
練
に
よ
っ

て
そ
の
技
術
は
人
間
化
さ
れ
、
個
性
化
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
性
質
的
で
あ
る
。
手
工
業
が
人
間
に

対
し
て
人
格
的
教
養
的
価
値
を
有
す
る
の
も
こ
れ
に
依
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
機
械
的
技
術
は
一
般
的
抽
象
的

で
あ
り
、
機
械
を
も
っ
て
労
働
す
る
者
の
位
置
は
い
つ
で
も
他
の
者
に
よ
っ
て
代
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
人

の
男
は
他
の
男
と
代
り
得
る
の
み
で
な
く
、
婦
人
と
で
も
子
供
と
で
も
代
り
得
る
。
機
械
工
業
に
も
熟
練
工
が
必

要
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
理
想
で
な
く
、
理
想
は
却
っ
て
誰
で
も
が
直
ぐ
に
熟
練
工
に
な
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
大
河
内
正
敏
博
士
の
唱
道
さ
れ
て
い
る
「
科
学
主
義
工
業
」
と
い
う
の
は
こ
の
理
想
を
実
現
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
機
械
的
技
術
に
依
る
労
働
は
性
質
的
で
な
く
て
量
的
で
あ
り
、
従
っ
て
労
働
時

間
が
主
要
な
問
題
に
な
っ
て
来
る
。
そ
の
労
働
は
か
よ
う
に
抽
象
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
れ
は
人
間
性
を
破

壊
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

芸
術
に
と
っ
て
技
術
が
必
要
な
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。技
術
的
要
素
を
含
ま
な
い
芸
術
は
な
く
、

技
術
の
習
得
は
芸
術
家
に
と
っ
て
も
基
礎
的
に
重
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
芸
術
家
に
要
求
さ
れ
る
技
術
は
手
工
業
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的
な
も
の
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
芸
術
作
品
は
性
質
的
で
あ
り
、
個
性
的
で
あ
り
、
人
間
的
で
あ
る
故

に
、
芸
術
と
結
び
付
く
こ
と
が
で
き
る
技
術
は
手
工
業
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
る

に
か
よ
う
に
考
え
て
ゆ
け
ば
、
映
画
芸
術
、
レ
コ
ー
ド
芸
術
、
ラ
ヂ
オ
芸
術
な
ど
と
云
う
こ
と
は
矛
盾
す
る
こ
と

に
な
っ
て
来
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
近
代
的
な
機
械
的
技
術
の
産
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
と
、
文
学
、
絵
画
、

彫
刻
な
ど
と
の
相
異
は
、
一
方
は
技
術
的
で
あ
っ
て
他
方
は
技
術
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ

の
基
礎
と
な
る
技
術
の
種
類
と
性
質
の
相
違
に
依
る
と
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
映
画
、
レ
コ
ー
ド
、
ラ

ヂ
オ
等
が
芸
術
に
属
す
る
か
否
か
と
い
う
問
題
は
別
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
も
の
が
現
代
人
に
よ
っ
て
芸
術
の
一

種
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
争
わ
れ
な
い
。
ト
ー
キ
ー
映
画
の
如
き
が
少
な
く
と
も
今

日
圧
倒
的
な
勢
で
美
術
展
覧
会
や
芝
居
の
観
衆
を
さ
ら
っ
て
ゆ
く
傾
向
が
あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
で
技
術

と
芸
術
と
い
う
問
題
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
単
純
に
芸
術
と
手
工
業
的
技
術
と
い
う
問
題
で
な
く
、
む
し
ろ
特

に
芸
術
と
機
械
的
技
術
と
い
う
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

ど
の
よ
う
な
芸
術
も
技
術
を
基
礎
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
の
技
術
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
の
作
品
が
芸

術
で
あ
る
か
否
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
近
代
の
建
築
は
近
代
的
な
機
械
的
技
術
に
よ

っ
て
作
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
立
派
に
芸
術
作
品
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
映
画
や
レ
コ
ー
ド
と
昔
か
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ら
の
演
劇
や
音
楽
と
の
芸
術
と
し
て
の
相
違
は
、
も
っ
と
本
質
的
な
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は

長
谷
川
如
是
閑
氏
の
語
を
借
り
れ
ば
「
原
形
芸
術
」
と
「
複
製
芸
術
」
と
の
相
違
で
あ
る
。
尤も
っ
とも

、
映
画
が
複
製

で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
街
で
売
っ
て
い
る
ラ
フ
ァ
エ
ロ
や
セ
ザ
ン
ヌ
が
複
製
で
あ
る
と
い
う
意
味
と
は
同
じ
で

な
い
。
映
画
俳
優
は
自
分
の
演
技
が
写
真
に
な
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
映
画
そ
の
も
の
は
彼
等

の
実
演
に
対
し
て
複
製
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
芸
術
は
模
倣
の
模
倣
で
あ
る
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
定
義
は
、
そ

の
形
而
上
学
的
意
味
と
は
別
に
そ
の
実
際
的
意
味
を
映
画
芸
術
や
レ
コ
ー
ド
芸
術
に
お
い
て
見
出
し
た
わ
け
で
あ

る
。
機
械
が
文
化
に
齎
し
た
大
き
な
変
化
の
一
つ
は
複
製
と
い
う
も
の
を
可
能
に
し
た
点
に
あ
る
。

と
こ
ろ
で
文
学
に
つ
い
て
も
印
刷
機
械
の
発
明
は
複
製
を
可
能
に
し
た
。
作
家
が
一
つ
の
作
品
を
書
け
ば
、
印

刷
に
附
せ
ら
れ
て
無
数
の
複
製
が
作
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
文
学
は
複
製
芸
術
に
な
る
の
で
は
な

い
。
そ
れ
は
俳
優
の
演
技
が
映
画
に
な
り
、
音
楽
家
の
演
奏
が
レ
コ
ー
ド
に
な
る
と
い
う
の
と
は
意
味
を
異
に
し

て
い
る
。
複
製
の
絵
画
は
原
形
の
絵
画
と
は
全
く
違
っ
た
価
値
の
も
の
で
あ
る
が
、
文
学
作
品
は
ど
れ
程
多
く
の

複
製
を
作
っ
て
も
そ
の
価
値
は
変
ら
な
い
。
映
画
の
出
現
に
対
し
て
芝
居
は
脅
威
を
感
ぜ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
に

し
て
も
、
印
刷
機
械
の
発
明
は
文
学
に
と
っ
て
寧
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
文
学
と
他
の
芸
術
と

の
間
に
見
ら
れ
る
簡
単
な
差
異
で
あ
る
が
、
し
か
し
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
何
よ
り
も
そ
こ
に
文
学
の
手
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段
で
あ
る
言
葉
と
い
う
も
の
の
秘
密
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
言
葉
と
い
う
も
の
ほ
ど
不
思
議
な
も
の

は
な
い
。
人
間
は
言
葉
を
有
す
る
動
物
で
あ
る
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
人
の
定
義
に
は
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
深
い
意

味
が
あ
る
。

言
葉
は
二
重
の
存
在
を
有
し
て
い
る
。
言
葉
は
話
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
と
共
に
書
か
れ
る
言
葉
で
あ
る
。
言
葉

は
音
声
と
し
て
と
同
時
に
文
字
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
る
に
他
の
芸
術
の
手
段
、
例
え
ば
絵
画
の
用
い
る
色
は

か
よ
う
な
二
重
の
存
在
を
有
し
な
い
。
そ
し
て
言
葉
が
本
質
的
に
二
重
の
存
在
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
が
文
学
作

品
の
印
刷
機
械
に
依
る
複
製
を
複
製
芸
術
に
し
な
い
で
原
形
芸
術
の
ま
ま
に
止
ま
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ

る
。
朗
読
さ
れ
る
詩
は
す
で
に
文
字
を
も
っ
て
現
さ
れ
て
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
直
ち
に
文
字
を
も
っ
て
現
す

こ
と
が
で
き
、
か
く
し
て
印
刷
せ
ら
れ
て
文
字
と
し
て
存
在
す
る
が
、
も
し
ひ
と
が
欲
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
再

び
朗
読
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
よ
う
な
転
換
の
可
能
性
は
言
葉
そ
の
も
の
の
中
に
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。

言
葉
は
最
も
抽
象
的
な
手
段
で
あ
る
と
同
時
に
最
も
具
体
的
な
芸
術
手
段
で
あ
る
。
言
葉
は
抽
象
的
で
あ
る
か

ら
印
刷
機
械
に
附
せ
ら
れ
て
も
そ
の
本
質
を
失
う
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
色
彩
は
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
故
に

複
製
さ
れ
る
と
そ
の
性
質
に
変
化
を
生
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
ま
た
言
葉
の
有
す
る
具
体
性
は
複
製
が
作
ら
れ

て
も
そ
の
中
に
保
存
さ
れ
得
る
ほ
ど
具
体
的
で
あ
る
。
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技
術

言
葉
の
か
よ
う
な
性
質
は
も
ち
ろ
ん
言
葉
が
思
想
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
が
あ
る
。
文
学
は
思
想
芸
術

と
称
せ
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
を
単
に
思
想
の
せ
い
ば
か
り
に
す
る
の
は
間
違
っ
て
い
る
。「
ひ
と
が
詩
を
作

る
の
は
イ
デ
ー
を
も
っ
て
で
は
な
い
、
語
を
も
っ
て
な
の
で
あ
る
」、
と
い
う
マ
ラ
ル
メ
の
言
を
想
い
起
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
文
学
の
有
す
る
右
の
如
き
性
質
は
む
し
ろ
言
葉
そ
の
も
の
の
性
質
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
。
言
葉

は
芸
術
手
段
の
う
ち
最
も
思
想
的
で
あ
る
と
共
に
最
も
身
体
的
で
あ
る
。

原
形
芸
術
と
複
製
芸
術
と
の
相
違
は
種
々
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、
最
も
根
本
的
な
相
違
は
、
複

製
芸
術
は
抽
象
的
で
あ
る
い
う
こ
と
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
手
工
業
的
労
働
に
対
し
て
機
械
的
労
働
が
抽
象

的
で
あ
る
よ
う
に
、
原
形
芸
術
に
対
し
て
複
製
芸
術
は
抽
象
的
で
あ
る
。
こ
の
抽
象
性
も
い
ろ
い
ろ
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ヂ
オ
は
視
覚
を
抽
象
す
る
。
音
楽
会
で
は
演
奏
家
の
身
振
り
が
加
わ
っ
て
演
奏
の

芸
術
的
効
果
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
専
ら
聴
覚
に
の
み
訴
え
る
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ヂ
オ
は
こ
れ
を
全
く
抽
象

す
る
。
し
か
る
に
か
よ
う
な
抽
象
の
最
も
根
本
的
な
も
の
は
身
体
性
の
抽
象
と
い
う
こ
と
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
手

工
業
的
技
術
は
技
術
者
の
身
に
附
い
て
身
体
化
さ
れ
た
技
術
で
あ
り
、
そ
の
作
品
の
う
ち
に
は
彼
の
身
体
性
が
表

現
さ
れ
て
い
る
に
反
し
て
、
機
械
的
技
術
に
お
け
る
労
働
は
抽
象
的
一
般
的
労
働
で
あ
り
、
そ
の
生
産
物
の
う
ち

に
は
身
体
性
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
お
い
て
芸
術
作
品
は
工
業
的
製
品
に
比
し
て
身
体
的
で
あ
る
と
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い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
複
製
芸
術
は
原
形
芸
術
に
比
し
て
身
体
性
が
稀
薄
で
あ
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
映
画
の
場
面
は
芝
居
の
場
面
に
比
較
し
て
他
の
点
で
は
決
し
て
抽
象
的
で
な
く
、
む
し
ろ
現
実

的
で
具
体
的
で
あ
る
と
も
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
身
体
性
に
お
い
て
は
前
者
は
後
者
よ
り
も
抽
象
的
で
あ
る
。

芸
術
に
と
っ
て
身
体
性
は
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
文
学
の
手
段
と
さ
れ
る
言
葉
の
う
ち
に
も
作
家
の
身
体

性
が
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
も
の
を
除
い
て
作
品
の
具
体
性
も
迫
真
力
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
と
こ
ろ
で

右
に
述
べ
た
言
葉
の
特
殊
な
性
質
は
機
械
に
依
る
複
製
に
お
い
て
も
言
葉
の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
身
体
性
を

保
存
し
得
る
故
に
、
印
刷
さ
れ
た
無
数
の
書
物
の
す
べ
て
が
原
形
芸
術
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
こ
と
は
特
殊
な
仕
方
で
文
学
が
近
代
的
な
機
械
的
技
術
と
結
び
付
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
お

り
、
ま
た
要
求
し
て
い
る
。
文
学
の
製
作
そ
の
も
の
は
手
工
業
的
な
と
こ
ろ
を
脱
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
言
葉
は
最
も
身
体
的
で
あ
る
と
共
に
最
も
思
想
的
で
あ
る
と
い
う
言
葉
の
性
質
は
、
抽
象
的
な
も
の
と
具
体
的

に
結
び
付
く
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
手
工
業
的
技
術
に
お
け
る
知
性
と
機
械
的
技
術
に
お
け
る
知
性
と
は
本

質
的
に
は
同
一
で
あ
る
に
し
て
も
種
別
的
に
は
異
な
っ
て
い
る
。
二
つ
の
場
合
に
お
け
る
思
想
に
は
或
る
差
異
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
こ
に
は
身
体
的
な
思
想
と
抽
象
的
な
思
想
と
い
う
よ
う
な
差
異
が
あ
る
。
今
日
科
学

的
な
意
味
に
お
い
て
思
想
と
い
わ
れ
る
の
は
後
者
で
あ
り
、
後
者
か
ら
見
れ
ば
前
者
は
思
想
と
も
云
い
難
い
ほ
ど
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文
学
と
技
術

身
体
的
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本
文
学
は
思
想
性
に
乏
し
い
と
い
わ
れ
る
場
合
、
実
は
思
想
が
な
い
の
で
は
な

く
て
、
た
だ
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
の
意
味
が
科
学
的
文
化
に
お
い
て
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
と
性
質
を
異
に
し

て
い
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
文
学
は
言
葉
の
芸
術
と
し
て
そ
の
思
想
も
ま
た
身
体
的

な
思
想
か
ら
見
れ
ば
抽
象
的
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
思
想
に
ま
で
文
学
性
を
失
う
こ
と
な
し
に
拡
が
る
こ
と
が
で
き

る
。
日
本
の
文
学
の
発
展
の
た
め
に
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
後
の
意
味
に
お
い
て
思
想
的
な
作
品
が
作
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
作
家
の
新
し
い
技
術
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
技
術
は
機
械
的
技
術
に
お
け
る
知
性
の
本
質

に
対
す
る
深
い
洞
察
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

【1938.1

】



二
六
四

詩
と
科
学

古
代
の
詩
が
古
代
の
知
性
と
関
聯
し
て
い
る
よ
う
に
、
近
代
の
詩
は
近
代
の
知
性
と
関
聯
し
て
い
る
。
知
性
に

も
時
代
が
あ
り
、
一
つ
の
時
代
の
知
性
は
そ
の
時
代
の
他
の
文
化
に
お
い
て
と
同
様
、
詩
に
お
い
て
も
そ
の
特
殊

性
を
現
す
も
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
知
性
は
特
に
科
学
的
な
知
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
と
知
性
と
が
無
関
係
な

も
の
で
な
い
限
り
、
近
代
的
な
詩
は
科
学
と
深
い
関
係
を
有
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

詩
と
科
学
と
の
こ
の
よ
う
な
関
係
は
我
が
国
の
文
芸
に
お
い
て
は
格
別
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
我
が

国
に
お
い
て
俳
句
や
短
歌
に
対
し
て
詩
と
い
わ
れ
る
も
の
は
近
代
的
な
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
西
洋
で
発
達
し
た

近
代
的
な
科
学
的
な
文
化
の
移
植
と
共
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
俳
句
や
短
歌
も
も
と
よ
り
知
性
と
全

く
無
関
係
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
東
洋
的
な
乃
至
日
本
的
な
知
性
が
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
知
性
の

特
色
は
、
歴
史
的
に
見
て
、
こ
れ
ま
で
科
学
を
発
達
さ
せ
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
俳
句
や
短
歌
の
根
柢
に
あ

っ
た
知
性
は
科
学
と
深
い
縁
を
も
た
ぬ
知
性
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
詩
が
俳
句
や
短
歌
に
対
し
て
新
し
い
精
神
か

ら
生
れ
た
新
し
い
文
学
形
式
と
し
て
発
達
す
る
と
い
う
に
は
、
ま
ず
特
に
科
学
的
な
知
性
を
我
が
物
と
す
る
こ
と



二
六
五

詩
と
科
学

だ
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
科
学
の
精
神
を
い
か
に
身
に
つ
け
る
か
と
い
う
点
に
、
俳
句
や
短
歌
に
対
す
る
詩
の
独

立
的
発
展
が
懸
っ
て
い
る
と
考
え
得
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
詩
人
の
詩
人
と
し
て
の
生
涯
は
と
り
わ
け
短
い
と
い
わ
れ
る
。
若
い
時
代
に
詩
を
書
い
た
人
で
、
後
に

は
短
歌
な
ど
に
移
る
よ
う
な
人
も
尠
く
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
た
だ
単
に
、
青
春
の
情
熱
の
み
が
詩
を
作

ら
せ
る
と
い
う
風
に
い
っ
て
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
詩
作
に
は
情
熱
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
情
熱
の

み
で
は
詩
は
作
ら
れ
な
い
。
詩
作
に
は
方
法
論
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
す
で
に
知
性
が
必
要

で
あ
る
。
日
本
の
詩
人
の
詩
的
生
涯
が
概
し
て
短
か
過
ぎ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
彼
等
の
青
春
の
詩
が
単
に
和
歌

の
変
形
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
彼
等
が
年
齢
を
加
え
る
に
従
っ
て
東
洋
的
な
知
性
に
還
っ
て
い

っ
た
か
の
い
ず
れ
か
の
場
合
で
あ
る
こ
と
が
多
い
と
思
う
。
実
際
、
我
々
は
多
く
の
日
本
人
が
、
若
い
時
に
は
西

洋
好
み
で
あ
り
、
年
が
寄
る
と
共
に
東
洋
好
み
に
な
る
の
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
内
面
的
に
は
知
性
の
性

質
の
変
化
を
意
味
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
に
日
本
的
な
、
国
民
的
な
詩
の
生
れ
る
こ
と
は
極
め
て
望
ま
し

い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
短
歌
や
俳
句
の
如
き
も
時
代
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
的
な
知
性
と

全
く
相
容
れ
な
い
と
は
云
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
が
国
に
お
い
て
詩
が
短
歌
や
俳
句
に
対
し
て
独
立
性

を
確
立
す
る
に
は
、
詩
人
が
特
に
科
学
の
精
神
―
―
そ
れ
は
従
来
西
洋
に
お
い
て
発
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
日
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で
は
も
は
や
単
に
西
洋
的
と
云
っ
て
は
な
ら
ぬ
―
―
を
体
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
日
本
に
お
け
る
詩
の
発

達
は
、
こ
の
国
の
文
芸
家
が
科
学
の
精
神
を
ど
れ
だ
け
身
に
つ
け
得
る
か
と
い
う
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
と
云
っ

て
も
好
い
で
あ
ろ
う
。

俳
句
や
短
歌
に
対
し
て
詩
を
こ
の
よ
う
に
見
る
こ
と
は
、
す
で
に
、
詩
と
科
学
と
の
関
係
が
何
よ
り
も
方
法
論

に
存
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
詩
と
科
学
と
は
そ
の
方
法
論
に
お
い
て
全
く
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
詩
は
直
観
に
依
り
、
科
学
は
推
理
に
依
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
例
え
ば
ポ
ア
ン
カ
レ
は
『
科
学
と
方

法
』
の
中
の
有
名
な
文
章
の
中
で
、
数
学
的
発
見
に
も
直
観
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
自
分
の
体
験
か
ら
述
べ
て
い

る
。
発
見
す
る
と
は
識
別
す
る
こ
と
で
あ
り
、
選
択
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
よ
う
な
識
別
と
選
択
と

に
お
い
て
働
く
の
は
美
的
感
情
で
あ
る
。
数
や
図
形
の
調
和
、
幾
何
学
的
優
美
に
つ
い
て
の
特
殊
な
美
的
感
情
を

持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
真
の
発
明
家
に
は
な
れ
な
い
、
と
ポ
ア
ン
カ
レ
は
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
を
見
出

す
能
力
は
構
想
力
或
い
は
想
像
力
―
―
詩
学
に
お
い
て
い
わ
れ
る
フ
ァ
ン
シ
イ
と
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
の
区
別

は
こ
こ
で
は
問
題
に
し
な
い
で
お
こ
う
―
―
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
科
学
上
の
発
見
に
お
い
て
も
構
想
力
は
必
要
で

あ
り
、
そ
し
て
詩
作
が
こ
の
構
想
力
に
基
づ
く
こ
と
は
論
ず
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
詩
と
科
学
と
が
相
容
れ

な
い
よ
う
に
い
う
の
は
、
出
来
上
っ
た
詩
、
出
来
上
っ
た
科
学
を
享
受
し
或
い
は
理
解
す
る
立
場
か
ら
考
え
ら
れ
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詩
と
科
学

る
た
め
で
あ
っ
て
、
科
学
が
発
見
的
に
作
ら
れ
、
詩
が
創
造
的
に
作
ら
れ
る
作
用
そ
の
も
の
の
立
場
か
ら
見
ら
れ

な
い
た
め
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
科
学
に
お
い
て
直
観
的
な
構
想
は
実
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
詩
に
お
い

て
も
特
殊
な
実
証
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
構
想
力
に
基
づ
く
心
理
的
イ
メ
ー
ジ
が
言
葉
と
い
う
物
質
的
な
も
の

に
お
い
て
完
全
に
処
理
さ
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
実
の
詩
作
そ
の
も
の
が
実
証
な
の
で
あ
る
。

構
想
力
は
単
に
夢
想
す
る
も
の
で
な
く
、
む
し
ろ
詩
の
観
念
性
或
い
は
直
観
的
な
思
想
性
を
形
成
す
る
も
の
で

あ
る
。
伝
統
的
な
日
本
の
文
学
に
は
思
想
が
欠
け
て
い
る
と
云
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
構
想
力
が

乏
し
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
尤
も
、
思
想
が
な
い
と
云
わ
れ
る
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
学
に
も
実
は
思

想
が
な
い
わ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
思
想
と
い
わ
れ
る
も
の
の
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
即
ち
そ
れ
に

は
科
学
が
思
想
と
い
わ
れ
る
意
味
に
お
け
る
思
想
が
欠
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
俳
句
や
短
歌
に
対
し
て
詩
が
新
し

い
精
神
を
有
す
る
新
し
い
文
学
形
式
と
し
て
成
立
す
る
に
は
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
思
想
性
乃
至
観
念
性
を
獲
得

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
俳
句
や
短
歌
に
し
て
も
か
よ
う
な
詩
精
神
を
体
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
今
日
新

し
く
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
我
が
国
の
伝
統
的
な
文
学
の
根
本
精
神
は
、
特
殊
な
リ
ア
リ
ズ
ム
、
即
ち

東
洋
的
自
然
主
義
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
リ
ア
リ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
特
色
は
科
学
的
な
知
性
と

の
対
立
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
的
な
知
性
の
特
色
は
、
仮
説
的
に
考
え
る
と
い
う
と
こ
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ろ
に
あ
る
。
こ
の
仮
説
的
な
思
考
が
伝
統
的
な
東
洋
思
想
に
は
欠
け
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
ま
た
一
層
リ
ア

リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
た
と
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
仮
説
的
に
考
え
る
と
い
う
に
は
構
想
力
が
働
か
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
し
か
し
仮
説
的
と
い
う
こ
と
は
何
等
の
リ
ア
リ
テ
ィ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
東
洋
的
リ
ア

リ
ズ
ム
に
対
し
て
一
つ
の
新
し
い
リ
ア
リ
テ
ィ
の
実
証
の
仕
方
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
方
法
を
我
が
物

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
は
伝
統
的
な
我
が
国
の
詩
文
学
に
対
し
て
「
新
詩
」
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
な
新
し
い
意

味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
詩
に
と
っ
て
重
要
な
関
係
が
あ
る
の
は
、
科
学
の
結
果
で
あ
る
よ
り
も
科
学
の
精
神

で
あ
る
。

近
代
科
学
の
詩
に
対
す
る
意
味
は
も
ち
ろ
ん
右
の
よ
う
な
方
法
論
上
の
こ
と
に
尽
き
る
の
で
な
く
、
科
学
は
内

容
的
に
も
詩
の
た
め
に
新
し
い
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
を
開
拓
し
た
の
で
あ
る
。
科
学
は
従
来
の
神
秘
の
世

界
を
無
く
し
た
と
同
時
に
新
し
い
神
秘
の
世
界
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
お
い
て
詩
人
は
新
し
い
イ
マ

ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
働
か
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
こ
の
世
界
の
開
拓
は
一
つ
の
方
法
論
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ

た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
世
界
に
自
由
に
出
入
し
て
詩
作
す
る
た
め
に
は
、
詩
人
も
ま
た
科
学
の
方
法
論
と
類
比
的

な
方
法
論
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
は
こ
こ
で
詩
と
科
学
と
の
関
係
を
伝
統
的
な
俳
句
や
短
歌
と
の
対
立
に
お
い
て
考
察
し
た
。
誤
解
の
生
じ
な
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詩
と
科
学

い
よ
う
に
繰
り
返
し
て
云
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
私
は
俳
句
や
短
歌
が
決
し
て
変
化
し
な
い
も
の
で
あ

る
と
考
え
る
の
で
な
く
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
詩
が
西
洋
模
倣
に
止
ま
っ
て
独
自
の
日
本
的
な
も
の
に
達
す
る
こ

と
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
却
っ
て
全
く
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
独
自
の
詩
が
生
れ
る
に
し
て
も
、
そ

れ
は
科
学
の
精
神
を
我
々
の
独
自
の
立
場
か
ら
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
い
の
で

あ
る
。
詩
人
は
新
文
学
の
先
駆
者
で
あ
る
と
い
う
自
覚
を
つ
ね
に
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。

【1938.5

】
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古
典
の
概
念

無
雑
作
に
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
時
に
反
省
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
そ
こ
に
思
い

掛
け
な
く
大
き
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
あ
る
。

今
日
極
め
て
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
古
典
と
い
う
語
は
西
洋
の
「
ク
ラ
シ
ッ
ク
」（classic, K

lassik, 

classique

）
と
い
う
語
と
同
じ
意
味
で
、
そ
の
訳
語
の
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
今
そ
の
言
語
学
的
・
文
献
学
的

詮
索
は
私
の
問
題
で
な
く
、
そ
の
謂
わ
ば
論
理
的
意
味
が
問
題
で
あ
る
。
論
理
的
に
考
え
る
と
、
西
洋
の
ク
ラ
シ

ッ
ク
と
い
う
語
と
我
々
の
古
典
と
い
う
語
と
の
間
に
は
か
な
り
差
異
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
日
本
の
文
学

史
、
ま
た
一
般
に
文
化
史
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
単

に
過
去
の
歴
史
に
関
す
る
の
み
で
な
く
、
現
在
の
問
題
に
も
関
係
す
る
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
普
通
用
い
ら
れ
て
い
る
古
典
と
い
う
語
の
一
般
的
意
味
は
西
洋
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
語
の
一
般
的

意
味
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
そ
れ
は
模
範
で
あ
り
典
型
で
あ
る
よ
う
な
作
品
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に

お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
国
、
あ
ら
ゆ
る
時
代
に
古
典
が
存
在
す
る
。
古
典
と
か
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
か
と
い
う
と
、
古
い



二
七
一

古
典
の
概
念

時
代
の
作
品
と
い
う
意
味
が
た
い
て
い
含
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
単
に
過
去
の
も
の
で
な
く
時
代
を
超
え
て
生

命
を
有
し
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
何
等
か
模
範
と
な
り
得
る
よ
う
な
永
続
的
価
値
を
有
す
る
も
の
が
古
典
で
あ

り
、
従
っ
て
今
日
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
の
よ
う
な
価
値
を
有
し
得
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
そ
れ
自
身

既
に
古
典
で
あ
る
と
見
ら
れ
、「
現
代
の
古
典
」
な
ど
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
一
般
的
意
味
に
お

い
て
は
古
典
と
い
う
語
と
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
語
と
は
全
く
同
じ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
言
葉
の
一
般
的
意
味

0

0

0

0

0

に
対
し
て
そ
の
歴
史
的
意
味

0

0

0

0

0

が
論
理
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち

西
洋
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
と
い
う
語
は
一
般
的
意
味
の
ほ
か
に
特
別
の
歴
史
的
意
味
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ

ア
・
ラ
テ
ン
と
い
う
の
と
端
的
に

0

0

0

同
じ
意
味
に
使
わ
れ
る
。
古
典
語
と
い
う
と
ギ
リ
シ
ア
語
ラ
テ
ン
語
の
こ
と
で

あ
り
、
古
典
文
学
と
い
う
と
ギ
リ
シ
ア
及
び
ロ
ー
マ
の
文
学
の
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
用
法
は
歴
史
的
に
自
明

の
こ
と
と
し
て
通
用
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
ド
イ
ツ
に

お
い
て
も
変
り
が
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
文
化
が
西
洋
文
化
に
対
し
て
如
何
に
深
い
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
る
か
を
語
る
と
共
に
、
西
洋
諸
国
の
文
化
が
全
体
と
し
て
一
つ
の
統
一
を
有
す
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
西
洋
人
に
と
っ
て
ク
ラ
シ
ッ
ク
は
自
国
の
古
典
を
意
味
す
る
よ
り
も
ギ
リ
シ
ア
・
ラ
テ
ン
の
古
典
を
意
味
し

て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
文
化
は
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
今
日
に
至
る
ま
で
西
洋
文
化
の
統
一
の
基
礎
と
な



二
七
二

っ
て
い
る
。

い
ま
若も

し
日
本
で
同
様
の
意
味
に
お
け
る
古
典
の
概
念
を
た
ず
ね
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
差
当
り
支
那
の
文
化
を

意
味
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
日
本
の
文
化
は
支
那
の
文
化
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
お
り
、
漢

学
が
古
典
的
教
養
と
見
做
さ
れ
た
時
代
は
永
い
間
続
い
た
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
今
日
我
々
は
古
典
と
い
う
語

が
端
的
に

0

0

0

古
代
支
那
の
典
籍
を
指
す
も
の
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
文
学
の
歴
史
を
研
究
し
叙
述
す
る
者

に
と
っ
て
そ
の
よ
う
な
古
典
の
概
念
は
殆
ど
全
く
頭
に
浮
ん
で
い
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
仕
方
で

日
本
の
文
学
が
支
那
の
作
品
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
今
日
の
思
想
問
題
と
し

て
考
え
て
も
、
例
え
ば
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
頻
り
に
民
族
主
義
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
依
然
と
し
て
ギ

リ
シ
ア
が
古
典
と
呼
ば
れ
、
ド
イ
ツ
こ
そ
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
正
統
の
継
承
者
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
る
に
日
本
主
義
者
は
支
那
の
文
化
に
つ
い
て
同
様
に
考
え
る
こ
と
を
許
す
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
の
み
で
な
く
日
本
文
学
の
内
部
に
お
い
て
も
古
典
の
歴
史
的
概
念
は
明
瞭
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
そ
れ
が
限
定
さ
れ
る
た
め
に
は
日
本
文
学
の
従
来
の
歴
史
の
う
ち
に
お
い
て
「
古
典
的
時
代
」
と
い
う
も

の
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
如
何
な
る
時
代
が
そ
の
よ
う
な
古
典
的
時
代
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
時
代
規
定
は
な
く
、
ま
た
そ
の
規
定
に
向
っ
て
人
々
が
努
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力
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
な
い
の
で
あ
る
。

我
が
国
に
お
け
る
古
典
の
概
念
の
か
よ
う
な
無
限
定
性
は
更
に
古
典
と
い
う
語
と
結
び
付
い
た
「
古
典
主
義
」

と
い
う
概
念
が
日
本
の
文
学
史
に
は
明
確
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
西
洋
に

お
い
て
は
古
典
主
義
と
い
う
語
は
限
定
さ
れ
た
意
味
を
有
し
て
い
る
、
古
典
と
か
古
典
的
時
代
と
か
と
い
う
も
の

の
意
味
が
限
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
若
し
我
が
国
に
お
い
て
古
典
主
義
と
い
う
語
を
用
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
西
洋
に
お
い
て
は
古
典
即
ち
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
の
文
化

の
復
興
と
い
う
こ
と
は
一
定
の
思
想
傾
向
即
ち
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
結
び
付
い
て
い
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
ル
ネ

サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
、
フ
ン
ボ
ル
ト
な
ど
の
ド
イ
ツ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
そ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に

我
が
国
に
お
い
て
古
典
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
何
等
か
一
定
の
思
想
傾
向
と
結
び
付
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

右
の
よ
う
な
こ
と
を
種
々
考
え
て
く
る
と
、
そ
こ
か
ら
色
々
な
こ
と
が
出
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
そ
こ
に

日
本
文
学
の
史
家
及
び
批
評
家
に
と
っ
て
反
省
す
べ
き
問
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
が
、

我
々
は
ま
た
そ
こ
か
ら
日
本
の
文
化
、
殊
に
文
学
が
、
支
那
の
影
響
を
受
け
て
い
る
に
し
て
も
、
極
め
て
独
自
な

も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
と
共
に
、
他
方
東
洋
に
は
西
洋
に
お
け
る
と
同
様
の
文
化
の
統
一
が
存
在
し
な
か
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っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。「
東
洋
文
化
」
と
か
「
東
洋
思
想
」
と
か
と
い
う
も
の
は
な
か
な
か
困
難
な

問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
日
本
文
学
の
内
部
に
お
い
て
古
典
の
歴
史
的
概
念
が
明
瞭
で
な
い
と
い
う
こ

と
は
今
日
の
我
々
に
と
っ
て
大
き
な
文
化
的
問
題
で
あ
る
。
今
日
我
々
の
間
で
古
典
と
い
わ
れ
る
も
の
は
日
本
の

古
典
で
あ
っ
た
り
、
支
那
の
古
典
で
あ
っ
た
り
、
更
に
西
洋
の
古
典
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
に
日
本
文
化
の
多

様
な
豊
富
さ
と
共
に
、
少
な
く
と
も
そ
の
客
観
的
な
無
統
一
が
直
接
に
現
れ
て
い
る
。

【1938.10

】
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文
芸
時
評i

【1939.8

】

文
壇
の
圏
外
に
あ
っ
て
文
壇
を
見
て
い
る
者
に
と
っ
て
も
、
支
那
事
変
【1937.7.7

】
が
始
ま
っ
て
か
ら
今
日

に
至
る
ま
で
の
間
に
文
壇
の
現
象
に
は
既
に
か
な
り
の
変
化
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
文
壇
人
の
み
で

な
く
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
人
の
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
自
己
反
省
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
。

支
那
事
変
が
始
ま
る
と
共
に
現
れ
た
の
は
戦
争
文
学
論
で
あ
っ
た
。
多
く
の
従
軍
文
士
が
出
来
、
ま
た
戦
地
か

ら
も
作
品
が
送
ら
れ
て
来
た
。
直
接
に
戦
争
に
関
係
し
な
い
に
し
て
も
、
或
い
は
満
洲
移
民
の
文
学
が
作
ら
れ
た

り
、
農
村
文
学
が
唱
え
ら
れ
た
り
、
傷
病
兵
文
学
の
如
き
も
の
さ
え
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
は
現
在
の
戦
争
が
総
力

戦i i

で
あ
る
と
い
う
建
前
か
ら
い
っ
て
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
れ
ら
は
凡
て
広
い
意
味
で
の
戦
争
文
学
で
あ
る
。

或
い
は
そ
れ
ら
は
い
わ
ゆ
る
国
策
文
学
で
あ
り
、
そ
し
て
実
際
に
国
策
文
学
と
し
て
文
壇
の
問
題
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。

か
よ
う
に
し
て
一
時
盛
ん
で
あ
っ
た
戦
争
文
学
論
或
い
は
国
策
文
学
論
は
一
つ
の
重
要
な
問
題
を
含
ん
で
い

i　

前
年1938.5

国
家
総
動
員
法
の
施
行
。
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た
。
即
ち
国
策
文
学
は
一
定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
前
提
の
も
と
に
立
つ
の
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
国
策

文
学
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
問
題
の
中
心
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
文
学
と
の
関
係
で
あ
っ
た
筈
で
あ

る
。
こ
の
問
題
を
あ
の
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
論
の
後
新
た
に
提
出
し
た
と
い
う
点
に
於
て
国
策
文
学
論
は
文
学
論

上
重
要
な
意
味
を
有
し
た
。

し
か
る
に
事
実
と
し
て
は
、
問
題
は
そ
の
よ
う
な
方
向
に
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
問
題
の
中
心
は
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
或
い
は
思
想
と
文
学
と
の
関
係
で
あ
っ
た
が
、
先
ず
そ
の
よ
う
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
乃
至
思
想
が
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
は
根
本
的
に
追
求
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
に
お
い
て
国
策
と
い
わ
れ
る
も
の
の
思
想
的
根

柢
が
曖
昧
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
国
策
文
学
の
基
礎
を
な
す
思
想
も
曖
昧
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
思
想

が
何
で
あ
り
、
或
い
は
何
で
あ
る
べ
き
か
を
思
想
的
に
乃
至
文
学
的
に
追
求
す
る
と
い
う
努
力
は
作
家
に
よ
っ
て

も
批
評
家
に
よ
っ
て
も
真
剣
に
な
さ
れ
た
と
は
云
い
難
い
。
そ
こ
に
寧
ろ
国
策
文
学
論
の
論
点
回
避
が
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

国
策
文
学
論
の
中
心
は
思
想
と
文
学
と
の
関
係
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
政
治
と
文
学
と
の
関
係
で
あ
る

べ
き
で
あ
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
合
思
想
と
い
う
の
は
政
治
的
な
思
想
で
あ
る
筈
で
あ
る
か
ら
。
国
策
文
学

論
は
以
前
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
に
お
い
て
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ
た
政
治
と
文
学
と
い
う
重
要
な
問
題
を
新
た
に
提
出
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し
て
い
た
筈
で
あ
る
。
し
か
し
事
実
と
し
て
は
、
そ
れ
は
こ
の
方
向
に
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
も
論
点

回
避
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

国
策
文
学
論
に
現
れ
た
か
よ
う
な
論
点
回
避
は
、
そ
の
論
点
が
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
論
時
代
に
論
じ
ふ
る
さ
れ

て
い
た
故
に
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
と
い
論
じ
ふ
る
さ
れ
て
い
た
に
し
て
も
論
じ
尽
さ
れ
て
い
な
い

も
の
で
あ
り
、
そ
の
重
要
性
に
お
い
て
今
日
決
し
て
減
じ
て
い
な
い
問
題
で
あ
る
。
或
い
は
そ
の
こ
と
は
現
在
の

政
治
的
状
況
が
論
議
の
自
由
を
許
さ
な
い
た
め
に
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
そ
し
て
今
日
の
政
治
的
状
況
は
イ

ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
が
自
己
に
不
誠
実
で
あ
る
こ
と
を
余
儀
な
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ず
れ
に
し
て
も
い
わ
ゆ
る
国
策
文
学
論
に
お
い
て
少
な
く
と
も
曖
昧
に
し
て
お
か
れ
た
論
点
が
、
最
近
に
至

っ
て
い
わ
ば
積
極
的
に
回
避
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
我
々
は

見
究
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
頃
文
壇
で
は
ま
た
素
材
と
形
式
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
国
策
文
学
論
の
中
心
で
あ
る
筈
の

思
想
と
文
学
或
い
は
政
治
と
文
学
の
問
題
の
論
点
回
避
か
ら
、
論
点
転
換
に
よ
っ
て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
と
云
え

る
。種

々
の
国
策
文
学
は
従
来
の
文
学
に
対
し
て
新
し
い
題
材
を
取
り
上
げ
た
。
そ
こ
に
は
文
学
に
お
け
る
素
材
の
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拡
張
が
あ
っ
た
。
国
策
文
学
、
殊
に
戦
争
文
学
は
、
そ
の
素
材
に
対
す
る
興
味
か
ら
読
者
を
惹
き
寄
せ
た
。
し
か

し
素
材
だ
け
で
は
文
学
に
な
ら
な
い
。
素
材
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
形
式
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
る
に
国
策

文
学
の
多
く
は
、
そ
の
素
材
が
新
し
い
も
の
で
あ
る
だ
け
、
従
来
の
作
家
に
と
っ
て
そ
れ
に
は
ま
っ
た
新
し
い
形

式
を
発
見
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
っ
た
。
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
た
作
品
は
殆
ど
現
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
素
材
の
新

し
さ
に
対
す
る
興
味
が
薄
く
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
対
す
る
不
満
が
感
じ
ら
れ
、
新
た
に
形
式
の
問
題

が
生
じ
た
。
芸
術
至
上
主
義
で
さ
え
も
が
唱
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
く
し
て
国
策
文
学
論
が
今
日
の
素
材

と
形
式
の
問
題
に
転
換
さ
れ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

素
材
と
形
式
の
問
題
は
芸
術
論
の
イ
ロ
ハ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
何
等
か
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
て
ゆ
く

う
ち
に
突
然
イ
ロ
ハ
の
問
題
に
帰
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
が
国
の
文
壇
や
論
壇
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら

れ
る
現
象
で
あ
る
。
我
々
は
そ
こ
に
伝
統
の
欠
乏
と
こ
れ
に
関
聯
し
た
基
礎
的
な
教
養
の
不
足
と
を
感
じ
る
。
我

が
国
の
作
家
や
批
評
家
は
と
か
く
基
礎
的
な
知
識
を
軽
蔑
し
た
が
る
傾
向
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
教
養
の
必

要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
基
礎
的
な
問
題
に
つ
い
て
啓
蒙
的
に
論
じ
た
芸
術
論
の
好
い
書
物
が
我
が
国
に
は
欠
け
て

お
り
、
そ
の
出
現
が
望
ま
し
い
と
思
う
。

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
流
行
し
た
際
に
素
材
と
形
式
の
問
題
が
頻
り
に
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
こ
の
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問
題
は
思
想
と
文
学
或
い
は
政
治
と
文
学
の
問
題
と
の
関
聯
に
於
て
取
扱
わ
れ
た
。
し
か
る
に
今
日
素
材
と
形
式

の
問
題
は
国
策
文
学
論
か
ら
必
然
に
発
展
す
べ
き
で
あ
っ
た
思
想
と
文
学
或
い
は
政
治
と
文
学
の
問
題
か
ら
分
離

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
に
論
点
回
避
に
よ
る
論
点
転
換
が
あ
る
。

形
式
と
素
材
或
い
は
内
容
の
問
題
に
関
聯
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
、
文
学
に
お
け
る
思
想
と
は
何
か
、

そ
れ
は
内
容
に
属
す
る
の
か
形
式
に
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。思
想
は
た
し
か
に
内
容
に
属
し
て
い
る
。

し
か
し
単
に
か
く
考
え
る
こ
と
か
ら
種
々
の
誤
謬
が
生
じ
て
い
る
。
思
想
は
む
し
ろ
形
式
に
属
し
て
い
る
。
思
想

は
素
材
に
形
式
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
国
策
文
学
が
素
材
主
義
の
弊
に
陥
っ
て

芸
術
と
し
て
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
見
方
に
依
れ
ば
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
国
策
の
基
礎
の
思
想
に
つ
い
て
深

く
追
求
す
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
を
無
批
判
に
、
常
識
的
に
、
曖
昧
に
考
え
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る

と
い
え
る
。
こ
の
思
想
を
い
わ
ゆ
る
国
策
に
対
し
て
批
判
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
恐
れ

な
い
ま
で
に
深
く
追
求
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
思
想
が
文
学
的
に
生
き
て
来
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
今
日
の
文
学
に

お
い
て
思
想
は
ど
こ
ま
で
も
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
う
。
思
想
が
な
け
れ
ば
新
し
い
素
材
を
取
扱
っ
て
新
し
い

形
式
の
文
学
は
生
れ
な
い
の
で
あ
る
。

思
想
が
形
式
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
思
想
と
は
何
よ
り
も
先
ず
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
方
法
は
作
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家
の
身
に
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
拠
っ
て
作
品
が
作
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
方
法
は
作
家
に
と

っ
て
外
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
こ
れ
ま
で
思
想
は
単
に
素
材
或
い
は
内
容
の
如
く
考
え
ら
れ
、
作
家

に
と
っ
て
外
か
ら
与
え
ら
れ
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
間
違
っ
た
考
え
方
が
清
算
さ
れ
、
思
想
が
形

式
で
あ
り
方
法
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
文
学
に
お
け
る
思
想
探
求
の
端
緒
で
あ
る
。

作
家
に
と
っ
て
方
法
は
技
術
を
意
味
し
て
い
る
。
技
術
は
、
物
質
的
生
産
の
技
術
の
場
合
に
明
ら
か
で
あ
る
よ

う
に
、
知
識
を
予
想
す
る
。
新
し
い
技
術
は
新
し
い
知
識
を
基
礎
と
し
て
生
れ
る
。
尤
も
技
術
は
科
学
と
直
接
に

同
じ
で
な
く
、
む
し
ろ
技
術
は
知
識
と
意
欲
と
の
綜
合
で
あ
る
。
新
し
い
意
欲
が
な
け
れ
ば
新
し
い
技
術
は
生
れ

な
い
。
し
か
し
意
欲
だ
け
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
相
応
す
る
知
識
が
な
け
れ
ば
新
し
い
技
術
は
生
れ
な
い
。
か
く
の

如
く
、作
家
に
と
っ
て
も
思
想
は
何
よ
り
も
先
ず
新
し
い
技
術
即
ち
創
作
方
法
を
獲
得
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
。

た
だ
習
慣
的
に
、
ル
ー
テ
ィ
ー
ヌ
に
従
っ
て
習
得
さ
れ
た
技
術
の
み
が
方
法
と
考
え
ら
れ
て
い
て
は
、
今
日
思

想
と
い
う
も
の
は
作
家
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
今
日
の
作
家
に
と
っ
て
は
習
慣
的
に

学
ば
る
べ
き
も
の
に
過
ぎ
ぬ
技
術
も
、
そ
の
根
源
に
溯
れ
ば
、
一
定
の
思
想
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

思
想
を
方
法
に
、
技
術
に
転
化
す
る
こ
と
が
作
家
に
と
っ
て
問
題
で
あ
る
。
方
法
を
離
れ
て
思
想
が
あ
る
の
で
は

な
い
。
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し
か
る
に
思
想
を
単
に
素
材
或
い
は
内
容
の
如
く
考
え
る
者
は
、
思
想
を
も
っ
て
外
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
単

に
社
会
的
な
も
の
の
如
く
考
え
る
。
思
想
は
主
体
化
さ
れ
る
事
な
く
、
社
会
的
に
規
格
化
さ
れ
る
。
思
想
の
社
会

的
規
格
化
は
マ
ル
ク
ス
主
義
時
代
か
ら
我
が
国
に
流
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
今
日
の
全
体
主
義
や
日
本
主

義
な
ど
も
そ
の
弊
害
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
が
継
続
す
る
限
り
作
家
の
思
想
嫌
悪
が
生
ず
る
の
も
無

理
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

真
の
思
想
家
は
単
に
社
会
の
為
に
思
想
を
作
る
の
で
な
く
、
自
分
自
身
の
為
に
思
想
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
自

分
の
生
き
て
ゆ
く
拠
り
所
を
求
め
る
た
め
に
思
想
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
と
自
分
と
は
別
の
も
の
で
あ
り

な
が
ら
、
し
か
し
ま
た
自
分
と
社
会
と
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
思
想
の
場
所
が
あ
る
。

し
か
る
に
自
分
と
社
会
と
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
の
喪
失
、
そ
れ
が
現
代
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の

信
念
喪
失
の
主
な
る
内
容
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
方
時
代
に
対
す
る
無
節
操
な
追
随
即
ち
無
思
想
が
生
ず
る
と
共

に
、
他
方
あ
ら
ゆ
る
思
想
に
対
す
る
不
信
乃
至
懐
疑
が
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
り
思
想
が
そ
の
場
所
を
も
た
な
い
の

で
あ
り
、
こ
れ
で
は
思
想
も
文
学
も
発
展
の
し
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

時
代
に
対
す
る
追
随
も
、
思
想
に
対
す
る
懐
疑
も
、
作
家
が
思
想
を
そ
の
あ
る
べ
き
場
所
に
お
い
て
探
求
し
な

い
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
内
容
と
し
て
よ
り
も
方
法
と
し
て
、
社
会
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
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し
て
で
な
く
、
自
分
が
社
会
と
一
つ
で
あ
る
と
い
う
信
念
に
お
い
て
探
求
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

文
学
に
お
け
る
思
想
の
問
題
は
つ
ね
に
創
作
方
法
の
問
題
と
結
び
付
い
て
い
る
。
自
然
主
義
文
学
の
場
合
が
そ

う
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
の
場
合
に
お
い
て
も
唯
物
弁
証
法
的
創
作
方
法
と
か
社
会
主
義
的
リ

ア
リ
ズ
ム
と
か
と
い
っ
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
こ
と
は
、
人
々
の
記
憶
に
新
た
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
新
日
本
主
義

も
「
コ
ギ
ト
」
一
派
に
お
い
て
は
、
初
め
浪
漫
主
義
と
し
て
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
国
策
文
学
論
以
来
の
文
学
は
、
思
想
に
つ
い
て
の
追
求
が
足
り
な
く
な
っ
た
と
共
に
、
創
作
方
法
に

つ
い
て
の
探
求
も
足
り
な
く
な
っ
て
い
る
。
国
策
文
学
論
は
如
何
な
る
方
法
論
を
提
起
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
何

も
な
い
。
ま
た
実
践
的
に
も
そ
の
作
品
は
新
し
い
創
作
方
法
を
示
し
た
と
は
云
え
な
い
。
か
よ
う
に
し
て
従
来
の

国
策
文
学
論
は
そ
れ
が
政
治
的
に
ど
れ
ほ
ど
貢
献
し
た
か
が
問
題
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
文
学
的
に
も
寄
与
す
る

も
の
が
殆
ど
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

尤
も
思
い
出
し
た
よ
う
に
リ
ア
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
ま
た
思
い
出
し
た
よ
う
に
浪
漫
主
義
が
問
題

に
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
変
化
を
求
め
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
刺
戟
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
作
家
や
批
評
家
の

内
的
な
要
求
に
基
づ
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
方
法
論
的
探
求
で
あ
る
と
思
え
な
い
。

か
よ
う
に
し
て
今
日
の
文
学
に
お
い
て
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
探
求
心
の
衰
弱
で
あ
る
。
文
学
書
が
よ
く
売
れ
る
と
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云
わ
れ
る
―
―
そ
の
売
行
も
最
近
で
は
減
退
の
傾
向
に
あ
る
と
い
う
―
―
に
も
拘
ら
ず
、
文
学
が
盛
ん
で
あ
る
と

は
云
わ
れ
な
い
理
由
が
あ
る
。
む
し
ろ
探
求
心
の
衰
弱
の
た
め
に
文
学
は
次
第
に
低
下
し
つ
つ
あ
る
。
肝
腎
の
探

求
心
が
衰
弱
し
て
ゆ
く
の
で
は
、
こ
の
低
下
の
傾
向
は
防
ぎ
よ
う
も
な
い
の
で
あ
る
。
露
伴
や
鏡
花
、
武
者
小
路

や
里
見
等
の
作
家
が
俄に
わ
かに

光
り
出
し
て
来
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
作
品
の
質
が
低
下
す
る
の
で
は
文
学
は
真
に

国
家
の
為
め
に
仕
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
国
策
文
学
以
来
、
書
物
の
売
行
き
が
好
い
と
い
う
事
情
も
伴
っ
て
、
作
家
た
ち
の
多
く
は
安
易
な
道

を
歩
み
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
支
那
事
変
は
彼
等
に
と
っ
て
一
種
の
救
済
で
あ
っ
た
。
探
求
の
必
要
は
も

は
や
な
く
な
り
、
常
識
的
に
や
っ
て
行
く
こ
と
で
足
り
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
何
よ
り
も
思
想
に
対
す
る
探
求
心
の

衰
弱
が
現
れ
た
。
思
想
が
な
い
と
云
っ
て
い
た
時
代
は
ま
だ
好
か
っ
た
、
そ
こ
に
は
な
お
探
求
心
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
る
。
し
か
る
に
今
日
で
は
そ
の
探
求
心
も
衰
弱
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
反
対
に
支
那
事
変
は
文
学
者
に
と
っ
て
も
新
し
い
思
想
上
並
び
に
方
法
論
上
の
問
題
を
課
し
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
探
求
の
終
末
で
な
く
却
っ
て
出
発
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
例
え
ば
、
文
学

の
永
久
の
問
題
で
あ
る
と
い
っ
て
も
好
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
問
題
は
こ
の
事
変
に
関
し
て
如
何
に
解
決
さ
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
事
変
は
大
衆
を
動
員
し
た
が
、
大
衆
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
の
関
係
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
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う
か
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
偏
執
に
過
ぎ
ず
、
大
衆
と
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
如
く
い
う

今
日
の
一
派
の
議
論
に
果
た
し
て
我
々
は
承
服
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
真
面
目
な
文
学
者
の
探
求
す
べ
き
問
題
は

無
数
に
あ
る
の
で
あ
る
。

探
求
心
の
衰
弱
は
我
々
に
今
日
の
作
家
の
倫
理
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。
探
求
心
は
作
家
の
倫
理
の
問
題
で
あ

る
。
今
日
の
作
家
の
倫
理
は
い
っ
た
い
何
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
曖
昧
と
云
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

思
想
の
問
題
は
単
に
客
観
的
な
社
会
的
な
思
想
の
問
題
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
特
に
主
体
的
な
倫
理
の
問
題

で
あ
る
。
し
か
る
に
事
変
が
も
た
ら
し
た
心
理
的
な
一
種
の
救
済
に
よ
っ
て
思
想
の
問
題
に
つ
い
て
安
易
な
常
識

的
な
道
を
歩
み
始
め
た
人
々
は
、
倫
理
の
問
題
に
つ
い
て
も
安
易
な
常
識
的
な
道
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
我
々
は
む
し
ろ
率
直
に
倫
理
の
喪
失
と
い
う
で
あ
ろ
う
。

マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
以
後
の
文
学
に
お
い
て
最
も
多
く
問
題
に
さ
れ
た
の
は
倫
理
の
問
題
で
あ
っ
た
。
倫
理
の

問
題
は
確
か
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
一
つ
の
欠
陥
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
最
近
の
文
学
に
お
い
て
は
果
た
し

て
真
に
倫
理
の
探
求
が
な
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
国
策
文
学
論
以
後
の
文
学
は
む
し
ろ
一
種
の
風
俗
文
学
に

過
ぎ
な
く
な
り
、
一
種
の
通
俗
小
説
へ
の
傾
向
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
風
俗
文
学
に
欠
け
て
い
る
の
は
知
性
で
あ

り
、
こ
の
通
俗
小
説
に
失
わ
れ
て
い
る
の
は
倫
理
の
探
求
で
あ
る
。
倫
理
の
探
求
の
な
い
場
合
文
学
は
通
俗
文
学
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に
な
り
、
知
性
の
な
い
風
俗
小
説
は
通
俗
小
説
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

し
か
る
に
今
や
倫
理
の
問
題
は
単
に
作
家
に
と
っ
て
の
み
で
な
く
一
般
に
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
と
っ
て
次
第

に
重
大
な
問
題
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
今
後
い
よ
い
よ
深
刻
性
を
増
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
は
再
び
あ

の
不
安
の
文
学
の
時
代
に
帰
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
は
既
に
微
か
に
現
れ
始
め
た
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
。
そ
れ
と
も
何
か
新
し
い
倫
理
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
国
策
文
学
論
以
来

の
安
易
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
は
次
第
に
現
実
性
の
乏
し
い
も
の
に
な
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

主
体
の
新
た
な
確
立
が
ま
す
ま
す
差
迫
っ
た
問
題
に
成
っ
て
来
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
常
識
的
な
モ
ラ
ル
で
は
や

っ
て
ゆ
け
な
い
時
が
い
よ
い
よ
近
づ
き
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
と
わ
る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
こ
こ
で
単
に
個
人
的
な
倫
理
の
こ
と
を
の
み
考
え
て
い
る
の
で

は
な
い
。
国
民
的
倫
理
に
つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
国
民
的
倫
理
に
於
て
も
何
か
新
し
い
も
の
が
確
立
さ
れ
た
か

ど
う
か
。
個
人
的
な
倫
理
か
ら
離
れ
て
国
民
的
倫
理
の
主
体
的
な
追
求
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

か
よ
う
に
し
て
今
日
の
文
壇
を
見
て
我
々
の
感
じ
る
こ
と
は
、
す
べ
て
根
本
的
な
問
題
に
対
す
る
関
心
と
追
求

と
の
欠
乏
で
あ
る
。
こ
の
欠
陥
を
補
お
う
と
す
る
の
か
、
ひ
と
は
思
い
出
し
た
よ
う
に
永
遠
の
問
題
に
つ
い
て
語

り
始
め
る
。
そ
の
際
歴
史
性
は
無
視
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
問
題
が
取
上
げ
ら
れ
る
の
に
深
い
根
拠
が
あ
る
わ
け
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で
な
く
、
い
わ
ば
埋
草
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
文
学
は
実
体
を
失
っ
て
現
象
化
す
る
か
、
た
だ
ル
ー
テ
ィ
ー
ヌ

に
従
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
傾
向
で
は
な
か
ろ
う
か
。

転
換
期
と
か
、
革
新
と
か
、
新
文
化
の
創
造
と
か
、
そ
れ
ら
は
政
治
家
の
空
疎
な
言
葉
で
あ
っ
て
、
文
学
者
に

は
何
の
関
わ
り
も
な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
言
葉
を
語
る
者
の
真
実
性
が
疑
わ
れ
る
と
い
う
よ
う

な
状
態
で
あ
っ
て
好
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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文
芸
時
評

　

―
―
四
月
号
諸
雑
誌
の
批
評
若
干
―
―i

【1930.3

】

一

こ
の
頃
の
諸
雑
誌
で
著
し
く
眼
に
つ
く
の
は
、
暴
露
と
露
出
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
資
本
主
義
末
期
の
現
象
で

あ
る
に
相
違
な
い
。
し
か
し
両
者
は
根
本
的
に
そ
の
性
質
を
異
に
し
て
い
る
筈
だ
。
暴
露
は
新
興
階
級
の
階
級
的

性
質
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
露
出
は
滅
び
ゆ
く
階
級
の
も
の
で
あ
る
。
芸
術
の
上
で
い
え
ば
、
一
は
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
芸
術
に
、
他
は
む
し
ろ
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
の
芸
術
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
暴
露
も
外
観
上
は

ま
た
一
種
の
露
出
で
あ
る
た
め
に
、
二
つ
の
も
の
が
混
同
さ
れ
、
混
淆
さ
れ
る
危
険
は
多
い
。
こ
こ
に
プ
ロ
レ
タ

リ
ア
芸
術
が
モ
ダ
ー
ニ
ズ
ム
の
芸
術
に
接
近
し
、
更
に
転
落
し
て
ゆ
く
理
由
の
ひ
と
つ
が
あ
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

芸
術
と
称
し
な
が
ら
、
暴
露
を
露
出
に
す
り
か
え
、
或
い
は
暴
露
を
露
出
的
効
果
の
た
め
に
用
い
て
い
る
も
の
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
危
険
は
、
暴
露
が
社
会
的
、
経
済
的
、
政
治
的
機
構
の
全
体
の
基
礎
の
上
に
於

て
行
わ
れ
ず
、
部
分
的
に
、
経
験
主
義
的
に
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
特
に
甚
だ
し
い
で
あ
ろ
う
。
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
暴
露
と
露
出
と
の
区
別
、
関
係
を
理
論
的
に
、
社
会
学
的
乃
至
心
理
学
的
に
は
っ
き
り
す
る

こ
と
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
両
者
の
カ
ク
テ
ル
の
味
を
も
っ
て
い
る
。
暴
露
も

こ
の
場
合
露
出
的
効
果
を
も
つ
よ
う
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
殊
に
中
間
読
物
に
於
て
著
し
い
傾
向
で
あ
ろ
う
。

改
造
と
中
央
公
論
と
の
い
ず
れ
も
が
労
農
党
の
河
上
肇
氏
と
大
山
郁
夫
氏
の
選
挙
物
を
そ
れ
ぞ
れ
巻
頭
に
載
せ

て
い
る
。
次
に
両
者
が
共
に
山
川
均
氏
の
選
挙
に
関
す
る
論
文
を
掲
げ
て
い
る
。
一
方
に
は
無
産
党
の
当
選
組
の
、

他
方
に
は
そ
の
落
選
組
の
感
想
が
出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
見
る
と
皮
肉
で
は
な
く
、
雑
誌
の
編
輯
と
い
う

こ
と
が
ど
ん
な
に
困
難
な
仕
事
で
あ
る
か
が
わ
か
る
。
清
新
な
、
し
っ
か
り
し
た
、
豊
富
な
雑
誌
を
作
る
と
い
う

の
は
随
分
手
腕
と
見
識
と
を
要
す
る
こ
と
だ
。
読
者
は
編
輯
者
に
対
し
て
も
っ
と
好
意
を
も
ち
、こ
れ
を
激
励
し
、

こ
れ
に
感
謝
を
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
編
輯
者
は
も
っ
と
大
胆
に
、
も
っ
と
度
胸
を
も
っ
て
新
人
を
と
っ
て
ほ
し
い
も

の
だ
。

笠
信
太
郎
氏
は
新
人
で
あ
る
。
こ
の
人
の
中
央
公
論
の
「
世
界
関
税
政
策
の
動
向
」
と
い
う
論
文
は
、
今
月
号

の
中
で
光
っ
て
い
る
。
資
本
主
義
が
そ
の
自
由
競
争
の
地
盤
の
上
に
独
占
の
形
態
を
発
展
さ
せ
る
と
共
に
、
保
護

関
税
の
機
能
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
特
化
す
る
か
を
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
。
各
国
の
関
税
政
策
を
通
じ
て
み
た

世
界
経
済
の
現
段
階
の
一
分
析
で
あ
る
。
新
人
抜
擢
の
成
功
で
あ
る
。
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最
近
「
同
志
マ
リ
オ
ン
の
改
宗
」
と
か
「
イ
ス
ト
ラ
チ
の
経
験
」
と
か
を
書
い
て
反
ソ
ビ
エ
ト
気
分
を
養
成
す

る
に
努
め
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
柳
沢
健
氏
の
「
亜
米
利
加
発
見
」
を
読
ん
で
み
た
。
巧
に
書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
そ
こ
に
は
何
も
「
発
見
」
は
な
い
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
自
由
、
個
性
、
富
の
開
発
と
獲
得
、
農
村

の
欠
如
な
ど
と
い
う
言
葉
が
み
ん
な
空
虚
に
響
い
て
来
る
。我
々
は
も
う
こ
の
種
の
文
明
批
評
に
は
飽
き
て
い
る
。

ア
メ
リ
カ
の
「
再
発
見
」
が
求
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
発
見
さ
る
べ
き
も
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
の
か
そ
れ
と

も
「
ロ
シ
ア
」
で
あ
る
の
か
、
だ
が
同
志
マ
リ
オ
ン
も
イ
ス
ト
ラ
チ
も
赤
露
訪
問
の
後
、
改
宗
し
、
転
落
し
た
で

は
な
い
か
。
ひ
と
り
が
改
宗
し
、
ひ
と
り
が
転
落
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
騒
ぐ
こ
と
は
な
い
。
既
に
多
く
の
者
が

彼
等
以
前
に
改
宗
も
し
転
落
も
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
大
衆
は
、
時
代
は
、
歴
史
は
、
そ
れ
ら
の
も
の
に
容
赦

す
る
こ
と
な
し
に
、
必
然
的
な
過
程
を
運
動
し
て
ゆ
く
。

二

改
造
で
高
田
保
氏
の
「
新
興
演
劇
の
左
翼
的
傾
向
」
を
、
中
央
公
論
で
佐
々
木
孝
丸
氏
の
「
歌
舞
伎
王
国
の
落

城
」
を
読
む
。
い
ず
れ
も
有
益
な
文
章
で
あ
る
。
わ
が
国
の
左
翼
演
劇
は
比
較
的
有
利
な
条
件
の
う
ち
に
進
出
す

る
こ
と
が
出
来
た
。
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
そ
れ
自
身
の
演
劇
を
鞏
固
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
か
ら
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で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
勢
力
を
も
っ
て
い
た
歌
舞
伎
は
、
佐
々
木
氏
の
い
わ
れ
る
如
く
、
封
建
的
性
質
と
近
代
的
性

質
と
の
両
面
の
存
在
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
近
代
的
性
質
の
た
め
に
、歌
舞
伎
は
、い
わ
ゆ
る
「
新

派
」
に
推
し
除
け
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
比
較
的
永
い
間
そ
の
存
在
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
。「
新
派
」
は
決
し

て
歌
舞
伎
の
本
来
の
対
立
物
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
今
や
歌
舞
伎
は
急
速
に
崩
壊
過
程
を
辿
り
つ
つ
あ
る
。

け
れ
ど
も
我
々
は
そ
れ
を
も
っ
て
直
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
の
輝
し
き
勝
利
で
あ
る
と
速
断
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ

ろ
う
。
歌
舞
伎
の
崩
壊
は
、
一
方
で
は
、
た
し
か
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
演
劇
の
勝
利
を
意
味
す
る
と
共
に
、
他
方
で

は
、
し
か
し
そ
れ
は
歌
舞
伎
の
う
ち
に
支
配
的
で
あ
っ
た
封
建
的
性
質
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
直

接
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
も
の
そ
の
も
の
の
崩
壊
を
意
味
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
わ
が
国
の
ブ
ル

ジ
ョ
ア
ジ
ー
は
そ
れ
自
身
の
演
劇
を
十
分
に
発
展
さ
せ
得
な
か
っ
た
。
従
っ
て
歌
舞
伎
を
駆
逐
し
た
重
要
な
一
勢

力
は
、
演
劇
で
は
な
く
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
映
画
や
レ
ヴ
ュ
ー
そ
の
他
の
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
て
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
演
劇
は
な
お
多
く
の
困
難
と
戦
う
こ
と
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

高
田
氏
の
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
新
劇
」
は
比
較
的
早
く
衰
滅
し
た
。
し
か
る
に
文
壇
に
あ
っ
て
は
事
情

が
少
し
違
っ
て
い
る
。
文
壇
に
於
け
る
「
新
劇
」
的
存
在
と
も
い
わ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
派
は
な

お
依
然
と
し
て
或
る
勢
力
を
も
ち
、
今
日
再
び
そ
の
勃
興
の
声
さ
え
が
聞
か
れ
る
の
で
あ
る
。
文
学
時
代
の
四
月
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号
に
於
て
、岡
田
三
郎
氏
が
「
新
興
芸
術
派
の
人
々
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
新
劇
の
衰
微
と
芸
術
派
の
勃
興
、

こ
の
一
見
矛
盾
し
た
事
実
は
、
左
翼
劇
壇
の
人
々
に
も
、
ま
た
芸
術
派
の
人
々
に
も
、
少
な
か
ら
ぬ
反
省
を
要
求

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。

ほ
か
に
正
宗
白
鳥
氏
が
中
央
公
論
に
文
芸
時
評
を
書
か
れ
て
い
る
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
が
今
日
の
よ
う
に
文

壇
に
於
て
地
歩
を
占
め
る
に
至
っ
た
と
き
、
文
芸
時
評
の
筆
を
な
お
い
つ
ま
で
も
正
宗
氏
の
よ
う
な
人
に
煩
わ
す

の
は
如
何
で
あ
ろ
う
。
新
興
文
学
に
あ
れ
ほ
ど
の
位
置
を
与
え
て
い
る
雑
誌
は
、
文
芸
時
評
の
方
面
に
於
て
も
、

新
興
文
学
に
対
し
て
も
っ
と
親
和
の
感
情
を
も
ち
、
こ
れ
を
正
当
に
理
解
し
得
る
新
時
代
の
人
々
に
場
所
を
与
え

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
芸
春
秋
で
時
評
を
や
っ
て
い
る
小
林
秀
雄
氏
は
新
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
新
人

ら
し
い
と
こ
ろ
が
少
な
過
ぎ
る
感
が
あ
る
。
我
々
若
い
者
は
も
っ
と
正
面
か
ら
、
真
直
に
物
を
見
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
こ
の
と
き
平
凡
な
も
の
し
か
見
え
ぬ
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
平
凡
な
道
を
通
っ
て
、
し
か
も
他
の
人
々
よ
り

こ
の
道
に
於
て
一
歩
を
進
め
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
他
人
と
違
っ
た
こ
と
を
言
う
の
は
さ
し
て
困
難
で

な
い
。
一
寸
違
っ
た
角
度
か
ら
物
を
見
れ
ば
す
む
こ
と
だ
、
し
か
し
平
凡
な
道
を
一
歩
先
へ
行
く
こ
と
は
決
し
て

容
易
で
は
な
い
。
私
は
そ
の
曲
り
く
ね
っ
た
見
方
を
小
林
氏
の
た
め
に
と
ら
な
い
。
文
章
も
明
朗
性
を
欠
い
て
い

る
。
そ
の
懐
疑
的
な
行
き
方
も
む
し
ろ
き
ざ
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
的
懐
疑
を
ま
ね
て
い
る
ら
し
く
も
見
え
る
が
、
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そ
れ
な
ら
も
っ
と
透
明
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
正
宗
、
小
林
両
氏
と
も
に
大
宅
壮
一
氏
の
「
文
学
的
戦
術

論
」
を
批
評
し
て
い
る
。
大
宅
氏
の
も
の
は
、「
文
学
」
批
評
で
な
く
「
文
壇
」
批
評
だ
。
文
学
的
戦
術
と
い
え
ば
、

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
運
動
の
一
翼
と
し
て
の
文
学
の
戦
術
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
事
実

は
む
し
ろ
そ
う
で
あ
る
よ
り
も
、
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
で
の
成
功
法
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
書
い
て
い
る

と
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
大
宅
氏
の
得
意
の
壇
場
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
そ
こ
に
こ
の
書
の
根
本
的
な
欠
陥
も
横
た

わ
っ
て
い
る
筈
だ
。

三

「
ブ
ル
ジ
ョ
ア
」。
改
造
の
懸
賞
当
選
小
説
、
作
者
は
芹
沢
光
治
良
氏
。
好
い
作
品
で
あ
る
。
じ
め
じ
め
し
た
と

こ
ろ
の
少
し
も
な
い
の
が
快
い
感
じ
を
与
え
る
。
ス
イ
ス
の
コ
コ
と
い
う
国
際
的
な
肺
結
核
療
養
所
に
題
材
を
と

っ
て
、
滅
び
ゆ
く
階
級
の
一
態
を
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
光
、
色
、
臭
、
凡
て
十
分
に
清
新
な
手
法
だ
。
相

当
に
大
き
な
も
の
を
掴
も
う
と
し
て
い
な
が
ら
、
全
体
の
構
成
が
し
っ
か
り
し
て
い
な
い
た
め
に
、
エ
ピ
ソ
ー
ド

的
面
白
さ
だ
け
が
前
面
に
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
惜
し
い
。
動
き
は
あ
り
な
が
ら
、
必
然
性
の
感
じ
が
足
り
な

い
。
畳
み
か
け
て
来
る
よ
う
に
書
か
れ
た
ら
、
も
っ
と
効
果
的
で
あ
っ
た
ろ
う
。
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必
然
性
の
感
じ
の
欠
乏
、
こ
れ
は
私
が
こ
の
頃
の
作
品
の
多
く
の
も
の
か
ら
受
け
る
一
般
的
な
感
じ
で
あ
る
。

以
前
の
作
品
は
、
そ
れ
を
読
め
ば
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
の
っ
ぴ
き
な
ら
ぬ
こ
と

だ
、
と
い
う
感
じ
を
も
っ
と
沢
山
に
も
っ
て
い
た
と
思
う
。
必
然
性
の
感
じ
の
欠
乏
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
頃
の

作
品
を
し
て
、
何
か
が
さ
が
さ
し
た
、
浮
っ
調
子
な
、
甘
過
ぎ
る
と
い
う
感
じ
を
起
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
最
も
重
要

な
理
由
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
必
然
性
の
感
じ
と
い
う
こ
と
は
特
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の

重
要
な
要
素
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
の
稀
薄
な
た
め
に
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
と
こ
ろ
ば
か
り
が
こ
の
種
類
の

文
学
作
品
に
於
て
も
感
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
材
料
は
大
き
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
緻
密

に
占
有
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
昭
和
初
年
の
イ
ン
テ
リ
作
家
」（
改
造
）
と
「
手
に
霜
焼
の
し
た
女
」（
中
央
公
論
）
と
を
読
ん
で
み
る
。
共

に
広
津
和
郎
氏
の
も
の
で
あ
る
。
善
良
な
、
人
間
的
な
作
者
の
心
立
て
が
滲
み
出
し
て
い
る
の
に
は
好
意
が
も
て

る
。
無
気
力
で
、
人
が
好
く
て
、
意
気
地
の
な
い
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ア
の
落
ち
て
ゆ
く
姿
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
い
っ
た
物
を
こ
の
よ
う
に
取
扱
う
た
め
に
は
作
者
に
は
も
っ
と
も
っ
と
多
く
の
ユ
ー
モ
ア
が
要
求
さ
れ
て
い

は
し
な
い
か
。
ユ
ー
モ
ア
の
不
足
、
こ
れ
は
後
の
作
品
に
於
て
特
に
重
大
な
弱
点
で
あ
る
。
作
者
は
主
人
公
を
批

判
的
に
取
扱
お
う
と
思
い
な
が
ら
、
い
つ
も
其
気
持
に
ひ
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
ど
う
し
て
も
客
観
的
に
な
れ
な
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い
。
作
者
の
社
会
批
評
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
極
め
て
原
始
的
な
組
合
主
義
以
上
の
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ

れ
を
妨
げ
て
い
る
。
客
観
的
に
な
れ
な
い
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
力
学
的
に
描
け
な
い
。

細
田
源
吉
氏
の
「
巷
路
過
程
」（
中
央
公
論
）
も
ま
た
崩
滅
し
て
ゆ
く
中
間
層
を
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ

に
は
巷
路
「
過
程
」
の
ス
ピ
ー
ド
と
い
う
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
の
或
る
ス
ピ
ー
ド
の
感
じ
が
こ
の
作
品
の
も

っ
て
い
る
長
所
で
あ
る
。
商
人
の
気
質
、
ま
た
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
一
人
は
少
し
古
い
、

一
人
は
少
し
新
し
い
、
二
人
の
商
人
に
於
て
、
上
手
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
纏
っ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
巷
路
過
程
を
過
程
せ
し
め
て
い
る
機
構
の
も
つ
迫
力
が
十
分
に
出
て
い
な
い
。
気
持
の
好
い
ス
ピ
ー
ド
の
原

因
と
な
っ
て
い
る
も
の
に
よ
っ
て
裏
打
ち
す
る
か
、
こ
の
原
因
の
力
を
も
う
少
し
表
面
に
出
し
て
来
る
か
、
い
ず

れ
に
せ
よ
、
も
っ
と
立
体
的
な
も
の
が
ほ
し
い
。

金
子
洋
文
氏
の「
蒼
ざ
め
た
大
統
領
」（
改
造
）と「
部
落
と
金
解
禁
」（
経
済
往
来
）。
後
者
は
課
題
創
作
で
あ
り
、

前
者
も
同
じ
よ
う
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
金
子
氏
の
領
分
は
や
は
り

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
文
学
に
な
い
こ
と
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
何
と
い
っ
て
も
戦
旗
の
諸
君
の
も
の
で
あ
る
。
彼
の
作

品
に
於
て
の
よ
う
に
演
説
に
よ
っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
説
明
さ
せ
る
の
は
何
と
い
っ
て
も
逃
げ
道
に
違
い
な
い
。

前
の
作
品
も
が
さ
が
さ
し
て
い
て
、
必
然
性
が
な
い
。
戯
曲
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
は
個
性
が
な
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い
。
こ
こ
に
い
っ
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
個
人
と
し
て
の
個
性
で
は
な
い
。
大
衆
の
力
の
集
中
的
表
現
と
し

て
の
、
一
定
の
社
会
層
の
類
型
的
表
現
と
し
て
の
個
性
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
個
性
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
於

て
も
、
殊
に
戯
曲
に
於
て
は
、
創
造
さ
れ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四

課
題
創
作
と
い
う
も
の
を
経
済
往
来
が
始
め
た
。
私
は
、
ど
う
い
う
風
に
し
て
題
が
課
せ
ら
れ
、
ど
う
い
う
風

に
し
て
創
作
さ
れ
る
の
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
可
笑
し
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
目
的
意
識
的
な

文
学
、
文
学
の
政
治
的
価
値
、
な
ど
の
議
論
に
つ
り
込
ま
れ
て
出
来
た
単
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
企
て
に
過

ぎ
な
い
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
課
題
創
作
と
い
う
の
は
小
学
校
の
作
文
の
先
生
が
そ
の
生
徒
に
題
を
与
え
て
文
章

を
作
ら
せ
る
、
い
わ
ゆ
る
課
題
作
文
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
課
題
創
作
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
も
或

る
一
定
の
政
党
が
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
り
、
戦
術
戦
略
な
り
を
、
党
の
文
学
者
を
し
て
、
い
わ
ゆ
る
ア
ヂ
・
プ

ロ
の
目
的
の
た
め
に
、
文
学
的
に
表
現
さ
せ
る
と
い
う
の
な
ら
、
ま
だ
し
も
わ
か
る
。
経
済
往
来
の
よ
う
な
雑
誌

が
こ
れ
を
企
て
る
と
い
う
こ
と
は
無
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

一
体
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
書
く
と
い
う
こ
と
を
、何
か
非
常
に
珍
奇
な
こ
と
だ
と
考
え
る
の
が
間
違
い
だ
。
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ど
ん
な
文
学
だ
っ
て
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
、
従
っ
て
い
わ
ゆ
る
芸
術
派
の
作
品
は
芸
術
派

の
作
品
で
、
そ
れ
に
相
応
し
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
、
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
も
感
覚
的
な
も
の
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
現
実
の
人
間
の
も
の
で
あ
る
限
り
な
ん
ら
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
合
し
て
い
る
。
問
題
は

そ
れ
が
如
何
な
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
か
に
あ
る
。
そ
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
殊
性
は
、

そ
れ
が
今
日
に
於
て
最
も
現
実
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
天
上
か
ら
降
り
て
来
た
も

の
で
な
く
、
地
上
か
ら
昇
っ
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
こ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
る
の
で
な
い
な
ら

ば
、
人
生
及
び
社
会
の
ど
の
よ
う
な
断
面
も
、
具
体
的
に
、
ま
た
全
体
的
に
理
解
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
個
々
の
事

実
を
生
か
す
「
魂
」
で
あ
り
、
人
生
を
見
る
「
眼
」
で
あ
る
。
従
っ
て
ま
た
反
対
に
マ
ル
ク
ス
主
義
の
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
、
そ
の
芸
術
と
し
て
の
本
質
上
ど
こ
ま
で
も
形
象
的
乃
至
具
象
的
で
あ
る
べ
き
文
学
作
品
の
う
ち
に
あ
っ

て
は
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
だ
け
と
し
て
浮
び
上
ら
ず
、
孤
立
さ
せ
ら
れ
ず
、
事
実
の
隅
々
に
ま
で
ゆ
き
わ
た
っ
て

は
た
ら
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
事
実
の
行
届
い
た
研
究
に
対
す
る
怠
惰
を
、
誤
魔

化
す
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
事
実
の
中
へ
ど
こ
ま
で
も
深
く
這
入
っ
て
ゆ
く
た
め
に
こ
そ
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
必
要
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
技
術
的
な
方
面
か
ら
い
っ
て
も
、
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
み
が
、
し
っ
か
り
し
た
、
力
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強
い
全
体
的
な
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
を
可
能
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
の
み
が
作
品
に
ど
う
し
て
も
動
か
せ
な

い
必
然
性
を
与
え
て
、
読
者
を
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
見
え
る
。

小
林
多
喜
二
氏
は
好
い
作
家
で
あ
る
。
今
度
の
「
工
場
細
胞
」（
改
造
）
は
、
な
お
未
完
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
れ
も
本
格
的
な
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
小
説
の
風
貌
を
も
っ
て
い
る
。
小
林
氏
の
も
の
は
、
デ
ッ
サ
ン
が
十
分
に
出
来

て
か
ら
、
書
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
徳
永
直
氏
の
も
の
に
比
し
て
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な

と
こ
ろ
が
少
な
く
、
従
っ
て
大
衆
性
と
い
う
点
で
は
損
を
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
危
険

な
と
こ
ろ
が
少
な
く
、
正
確
だ
と
い
う
感
じ
を
与
え
る
。「
工
場
細
胞
」
は
、
機
構
及
び
機
構
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
分
析
を
、
か
な
り
の
成
功
を
も
っ
て
、
芸
術
的
に
支
配
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
機
構
と
生
活
と
の
関
係
の
描

写
が
少
し
平
面
的
で
あ
り
過
ぎ
る
。
こ
の
関
係
を
も
っ
と
動
的
に
、
生
き
生
き
と
、
そ
し
て
も
っ
と
緊
密
に
書
い

て
ほ
し
い
と
思
う
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、
全
体
が
あ
ま
り
に
分
析
的
に
出
来
て
い
て
、
綜
合
的
な
力
が
足

り
な
い
。
小
林
氏
は
頭
の
好
い
男
で
あ
ろ
う
。
分
析
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
頭
の
好
い
人
の
長
所
で
あ
る
と
共

に
短
所
で
も
あ
り
得
る
。

五
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『
新
潮
』
に
雅
川
滉
氏
が
「
芸
術
派
宣
言
」
と
い
う
も
の
を
書
か
れ
た
。
馬
鹿
に
威
勢
の
好
い
文
章
で
あ
る
。

こ
の
論
文
の
唯
一
の
功
績
は
、
芸
術
派
は
反
動
派
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
み
ず
か
ら
進
ん
で
、
勇
敢
に
宣
言
し

た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
う
大
胆
に
宣
言
さ
れ
て
し
ま
っ
て
は
芸
術
派
の
作
家
た
ち
に
し
て
も
、
中
に
は
多
少
迷
惑

を
感
じ
る
人
も
あ
ろ
う
。

自
己
を
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
の　
『
共
産
党
宣
言
』
に
比
し
、「
迫
害
と
圧
迫
と
を
冒
し
て
身
を
挺
し
て
」

書
か
れ
た
雅
川
氏
の
「
芸
術
派
宣
言
」
の
根
柢
を
な
し
て
い
る
も
の
が
、な
お
依
然
と
し
て
芸
術
は
芸
術
で
あ
る
、

と
い
う
命
題
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
は
、
い
か
に
も
哀
れ
で
あ
る
。
こ
の
固
よ
り
自
明
な
命
題
を
ど
ん
な
マ
ル
ク

ス
主
義
芸
術
家
だ
っ
て
否
認
し
て
い
な
い
筈
だ
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
、
彼
等
は
何
を
苦
し
ん
で
小
説
を
書
き
、
戯

曲
を
作
ろ
う
。
マ
ル
ク
ス
主
義
文
学
論
の
問
題
は
も
っ
と
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
立
場

に
立
ち
得
な
い
者
は
、
凡
て
芸
術
的
不
感
症
に
罹
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は
大
き
な
独
断
だ
。
そ
れ
な
ら
、
あ
ら

ゆ
る
古
典
的
芸
術
の
作
者
は
悉
く
芸
術
不
感
症
の
人
で
あ
っ
た
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
。
メ
ー
リ
ン

グ
の
言
葉
を
想
い
起
そ
う
。「
現
代
言
葉
に
対
す
る
近
代
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
排
撃
が
い
か
に
非
芸
術
的
傾
向

と
い
う
も
の
と
無
関
係
で
あ
る
か
は
、
古
典
に
対
す
る
彼
等
の
熱
愛
が
こ
れ
を
証
明
し
て
い
る
。
古
典
の
中
に
は

勿
論
彼
等
の
階
級
意
識
の
片
鱗
も
現
れ
て
い
な
い
が
、
そ
の
中
に
は
、
現
代
芸
術
に
欠
け
て
い
る
か
の
喜
ば
し
き



二
九
九

文
芸
時
評(1930)

闘
争
的
要
素
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。」
こ
こ
に
い
わ
れ
た
現
代
芸
術
の
範
疇
に
「
芸
術
派
」
も
属
す
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

雅
川
氏
に
よ
れ
ば
、
芸
術
派
の
社
会
的
基
礎
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
の
限
り
で
は
正
し
い

意
見
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
氏
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
歴
史
的
意
義
を
十
分
に
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
現
在
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
文
学
の
多
く
の
も
の
が
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
そ
し

て
ル
ナ
チ
ャ
ル
ス
キ
ー
は
云
っ
て
い
る
。「
勿
論
芸
術
家
は
種
々
な
る
層
か
ら
出
て
来
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か

し
近
き
将
来
に
於
て
は
そ
れ
は
依
然
と
し
て
、
主
と
し
て
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
か
ら
出
て
来
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。」
現
在
わ
が
国
の
知
識
階
級
は
つ
ね
に
左
右
に
甚
だ
し
く
動
揺
し
て
い
る
。

こ
の
動
揺
つ
ね
な
き
少
数
者
の
層
を
基
礎
に
し
よ
う
と
す
る
文
学
と
、
た
と
え
遅
々
と
し
て
で
あ
る
に
せ
よ
、
堅

実
に
進
み
つ
つ
あ
る
巨
大
な
る
大
衆
を
基
礎
に
も
つ
文
学
と
は
、
い
ず
れ
が
将
来
を
約
束
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。『

中
央
公
論
』『
改
造
』『
文
芸
春
秋
』
そ
の
他
わ
が
国
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
は
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
を
多
く
相

手
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
諸
雑
誌
の
動
揺
せ
る
内
容
は
こ
れ
の
反
映
で
あ
る
。
芸
術
派
の
「
勃
興
」
な
る
も
の

も
こ
の
事
実
に
相
応
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
れ
は
単
に
文
壇
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
上
だ
け
の
こ
と
で
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あ
り
、
究
極
的
な
勝
利
の
方
向
を
指
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
文
壇
に
於
け
る
成
功
は
、
同
じ
よ
う
に
、
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
と
っ
て
も
多
く
の
危
険
を
含
む
も
の
で
あ
る
。

芸
術
派
の
作
品
を
い
く
つ
か
読
ん
で
み
た
。
上
手
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
け
れ
ど
、そ
れ
だ
け
だ
。
我
々

は
芸
術
か
ら
芸
術
派
の
人
々
の
与
え
る
も
の
よ
り
以
上
の
も
の
を
求
め
て
い
る
。我
々
が
無
理
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

だ
が
我
々
は
芸
術
派
の
人
々
の
考
え
て
い
る
よ
り
も
芸
術
は
も
っ
と
偉
い
も
の
だ
、
と
思
っ
て
い
る
か
ら
我
々
の

要
求
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
は
、
雅
川
氏
の
注
意
さ
れ
る
ま
で
も
な
く
、
な
お
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
が
、

芸
術
派
に
と
っ
て
有
利
な
理
由
を
提
供
す
る
も
の
で
な
い
。
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
も
今
や
自
己
批
判
的
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
青
野
季
吉
氏
の
「
実
践
さ
れ
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
・
リ
ア
リ
ズ
ム
の
検
討
」（『
文
芸
戦
線
』）
な
ど
が
そ

の
一
例
で
あ
る
。
平
林
初
之
輔
氏
の
「
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
へ
の
二
三
の
警
告
」（『
新
潮
』）
も
そ
れ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
に
つ
い
て
も
書
き
た
い
け
れ
ど
も
、
も
う
紙
面
が
尽
き
た
。

【1930.3

、
第
五
節
は
第
十
九
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
た
。】
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）

『
世
界
文
芸
大
辞
典
』
執
筆
項
目

一
般
性 

・ 

一
般
性
と
特
殊
性 

・ 

イ
デ
ア
チ
オ
ン 

・ 

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー 

・ 

イ
デ
オ
ロ
ー
グ 

・ 

今 

・ 

永
遠
性 

・ 

永
遠
の
今 

・ 

永
遠
の

真
理 

・ 

英
雄 

・ 

エ
ス
プ
リ
・
ジ
ェ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク 

・ 

エ
ス
プ
リ
・
ド
ゥ
・
フ
ィ
ネ
ス 

・ 

オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ 

・ 

解
釈

学 

・ 

概
念 

・ 

賭 

・ 

価
値
批
評 
・ 

観
念 

・ 

観
念
論 

・ 

危
機 

・ 

虚
無
主
義 

・ 

形
式
主
義 

・ 

芸
術
的
価
値
と
社
会
的
価
値 

・ 「
芸
術
哲

学
」（
ジ
ン
メ
ル
の
） ・ 

言
語
学 
・ 
現
在 

・ 

現
実
と
現
実
性 

・ 

現
象
と
本
質 

・ 

合
目
的
性 

・ 

功
利
性 

・ 

個
人
主
義
の
文
芸 

・ 

個
性 

・ 

シ
ェ
ス
ト
フ 

・ 

自
然 

・ 

自
然
哲
学 
・ 
思
想 

・ 

時
代 

・ 

思
潮
史 

・ 

実
体 

・ 

自
発
性 

・ 

思
弁 

・ 

思
弁
哲
学 

・ 

自
由 

・ 

主
観 

・ 

主
観

主
義 

・ 

主
観
的
観
念
論 

・ 

主
体
と
客
体 
・ 
手
段 

・ 

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
ダ
ヴ
ィ
ト
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
） ・ 

終
末
論 

・ 

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル

マ
ッ
ハ
ー 

・ 

少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派 

・ 

人
格 

・ 
身
体
と
心 

・ 

真
理 

・ 

真
理
自
体 

・ 

生 

・ 

世
界 

・ 

絶
対
的
主
観
主
義 

・ 

全
体
主
義 

・ 

荘
厳 

・ 

智
慧 

・ 

知
識 

・ 

力 

・ 

テ
オ
リ
ア 

・ 

天
才 
・ 
ド
ク
マ 

・ 

ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム 

・ 

西
田
幾
多
郎 

・ 

日
本 

・ 

ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム 

・ 

パ
ス
カ
ル 

・ 

パ
ト
ス
・「
パ
ン
セ
」 ・ 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム 

・ 

不
安 

・ 

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ 

・ 

普
遍
的
人
間 

・ 「
プ
ロ
ヴ
ァ

ン
シ
ア
ル
」 ・ 

文
学
史
方
法
論 

・ 

文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ 

・ 

ヘ
ー
ゲ
ル 

・ 

法
則 

・ 

方
法
論 

・ 

マ
ッ
ハ 

・ 

マ
ル
ク
シ
ズ
ム 

・ 

ミ
ネ
ル

バ
の
梟 

・ 

無 

・ 

無
限
と
有
限 

・ 

矛
盾 

・ 

物 

・ 

モ
ラ
ル 

・ 

憂
鬱 

・ 
理
性
の
狡
智 

・ 

理
論 

・ 

歴
史
主
義 

・ 「
歴
史
哲
学
」 ・ 

ロ
ゴ
ス 

・ 

ロ
ゴ
ス
・
エ
ン
デ
ィ
ア
テ
ト
ス 

・ 

ロ
ゴ
ス
・
ス
ペ
ル
マ
テ
ィ
コ
ス 

・ 
ロ
ゴ
ス
・
プ
ロ
フ
ォ
リ
コ
ス 

・ 

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム 

・ 

和
辻

哲
郎
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一
般
性
〔
独i U

niversalität, A
llgem

einheit

〕
一
群
の
対

象
の
凡
て
に
つ
い
て
同
じ
よ
う
に
妥
当
す
る
も
の
は
一
般
性

或
い
は
普
遍
性
を
有
す
る
と
云
わ
れ
る
。
経
験
論
の
立
場
に

お
い
て
は
、
一
般
的
な
も
の
は
経
験
か
ら
帰
納
的
に
知
ら
れ

る
と
見
做
さ
れ
る
。
し
か
し
厳
密
に
云
え
ば
、
単
に
経
験
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
も
の
は
真
の
一
般
性
を
有
す
る
こ
と
が

で
き
ぬ
。
経
験
の
与
え
る
の
は
相
対
的
な
一
般
性
で
あ
っ

て
、
我
々
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
限
り
で
は
、
こ
の
ま
た
は

か
の
規
則
は
例
外
を
見
出
さ
な
い
と
い
う
に
過
ぎ
ず
、
将
来

の
経
験
に
よ
っ
て
そ
の
一
般
性
が
否
定
さ
れ
な
い
と
い
う
保

証
は
存
し
な
い
。
経
験
的
一
般
性
は
必
然
性
を
有
し
な
い
の

で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
一
般

性
は
「
ひ
と
つ
の
特
殊
な
認
識
源
泉
、
即
ち
先
験
的
認
識
の

能
力
」
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
経
験
の
対
象
の
認
識
が
一

般
性
を
有
し
得
る
の
は
、
か
か
る
対
象
が
「
意
識
一
般
」
と

呼
ば
れ
る
超
個
人
的
主
観
の
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
で

あ
る
。
道
徳
や
美
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
判
断

の
一
般
性
は
経
験
に
基
づ
き
得
ず
、
先
験
的
原
理
、
超
個
人

的
理
性
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
経
験
的
事
実
と
し

て
は
、
あ
ら
ゆ
る
処
あ
ら
ゆ
る
時
の
あ
ら
ゆ
る
人
に
よ
っ
て

等
し
く
承
認
さ
れ
る
が
如
き
如
何
な
る
美
的
判
断
乃
至
道
徳

的
判
断
も
存
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
事
実
問
題
」

‘quid facti’i

と
「
権
利
問
題
」‘quid juris’ 

と
は
区
別
さ
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
判
断
は
権
利
と
し
て
一
般
的
に
承

認
さ
る
べ
き
要
求
を
含
ん
で
い
る
。
新
カ
ン
ト
派
が
先
験
的

「
当
為
」
或
い
は
超
歴
史
的
「
価
値
」
を
た
て
る
の
も
そ
の

た
め
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
一
般

性
は
個
々
の
経
験
的
現
実
及
び
歴
史
に
対
し
て
抽
象
的
な
も

の
と
な
り
、
こ
の
よ
う
に
抽
象
的
に
特
殊
に
対
立
す
る
一
般

性
は
真
の
一
般
性
で
な
く
、
そ
れ
自
身
一
の
特
殊
性
に
過
ぎ

ぬ
と
も
云
わ
れ
得
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
般
的
な
も
の
は
特
殊

の
う
ち
に
は
た
ら
く
も
の
、
歴
史
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
も
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の
と
考
え
た
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
絶
対
的
な
一
般

性
を
有
す
る
真
理
は
存
在
す
る
が
、
そ
れ
は
た
だ
相
対
的
真

理
の
認
識
に
お
け
る
発
展
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
得
る
も
の
で

あ
る
。

一
般
性
と
特
殊
性
〔A

llgem
einheit und B

esonderheit

〕

一
般
も
し
く
は
普
遍
と
特
殊
も
し
く
は
個
物
と
の
関
係
に
つ

い
て
は
、
個
物
が
実
在
的
で
あ
っ
て
普
遍
は
た
だ
名
ま
た
は

記
号
に
過
ぎ
ず
、
単
に
思
惟
の
う
ち
に
存
す
る
の
み
で
何
等

客
観
的
に
実
在
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
見
解
と
、
一
般

概
念
は
実
在
的
し
か
も
個
物
に
先
立
っ
て
実
在
的
で
あ
る

と
い
う
見
解
と
が
あ
る
。
前
者
は
唯
名
論
或
い
は
名
目
論i

N
om

inalism
usi

で
あ
り
後
者
は
実
在
論i R

ealism
usi

で
あ

る
。
こ
の
論
争
は
中
世
哲
学
に
於
け
る
一
つ
の
重
要
な
題
目

で
あ
っ
た
。
形
式
論
理
学
で
は
、
一
般
概
念
は
諸
々
の
特
殊

か
ら
そ
れ
ら
に
共
通
な
表
徴
を
抽
象
乃
至
分
析
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
作
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
普
遍
は
抽
象
的

普
遍
或
い
は
カ
ン
ト
の
語
を
用
い
て
「
分
析
的
普
遍
」das 

A
nalytisch-A

llgem
einei

と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
立
場
に
お
い

て
は
普
遍
と
特
殊
と
は
抽
象
的
に
対
立
す
る
の
み
で
、
内
面

的
な
有
機
的
な
関
係
を
有
し
な
い
。
一
般
性
は
一
般
的
と
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
内
容
が
貧
弱
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
に
反
し

普
遍
と
特
殊
と
を
全
体
と
部
分
と
の
関
係
に
お
い
て
眺
め
、

普
遍
は
一
の
全
体
で
あ
っ
て
そ
の
諸
部
分
た
る
特
殊
を
自
己

の
内
的
要
素
と
し
て
含
む
と
考
え
る
場
合
、
普
遍
は
カ
ン
ト

の
所
謂
「
綜
合
的
普
遍
」das Synthetisch-A

llgem
einei

も

し
く
は
具
体
的
普
遍
で
あ
る
。
全
体
は
部
分
の
単
な
る
和
以

上
の
も
の
で
あ
る
。
普
遍
は
有
機
的
全
体
で
あ
っ
て
、
特
殊

は
そ
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
部
分
で
あ
る
と
共
に
い
ず
れ
も
普

遍
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
、普
遍
の
分
化
発
展
と
考
え
ら
れ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
は
か
か
る
具
体
的
普
遍
の
立
場
に
立
っ

て
い
る
。
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イ
デ
ア
チ
オ
ン
〔
独Ideation

〕　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

に
於
け
る
用
語
。
本
質
直
観
と
い
う
の
と
同
意
義
で
あ
る
。

本
質
は
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の

直
観
は
経
験
的
直
観
と
は
異
な
る
。
経
験
的
直
観
が
与
え
る

の
は
事
実
で
あ
り
、
本
質
は
か
か
る
個
別
的
な
対
象
と
異
な

る
新
し
い
種
類
の
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
本
質
は
事
実
か
ら

全
く
離
れ
た
も
の
で
な
く
、
個
別
的
な
も
の
、
偶
然
的
な
も

の
の
意
味
に
は
、本
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
属
し
て
い
る
。

か
か
る
本
質
は
純
粋
に
捕
捉
さ
れ
て
「
イ
デ
ー
に
措
定
さ
れ

る
」
こ
と
が
で
き
る
。
本
質
を
原
本
的
に
与
え
る
直
観
が
イ

デ
ア
チ
オ
ン
と
云
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
文
献
〕　

H
usserl: Logische U

ntersuchungen; derselbe, Ideen 
zu einer reinen Phänom

enologie und phänom
enologischen 

Philosophie.

【
池
上
鎌
三
訳「
純
粋
現
象
学
及
現
象
学
的
哲
学
考
案
」】

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
〔Ideologie

〕　

先
ず
観
念
学
と
い
う
意

味
で
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
思
想
を
継

承
す
る
一
派
の
哲
学
を
謂
う
。
そ
れ
は
形
而
上
学
を
排
斥
し

て
、
哲
学
を
人
性
論
、
心
理
学
に
帰
し
て
観
念
の
分
析
及
び

そ
の
起
原
、
成
立
の
探
究
に
限
り
、
こ
の
見
地
か
ら
ま
た
倫

理
学
、
教
育
学
、
政
治
学
等
を
改
造
し
て
こ
れ
に
合
理
的
基

礎
を
与
え
よ
う
と
し
た
。
デ
ス
テ
ュ
ッ
ト
・
ド
ゥ
・
ト
ラ
シ
、

カ
バ
ニ
ス
な
ど
こ
の
派
は
一
七
九
二
年
か
ら
一
八
〇
二
年
に

至
る
間
政
治
上
に
も
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
が
、
帝
政
の

反
対
者
と
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
嫌
悪
を
買
っ
た
。
ナ
ポ
レ

オ
ン
は
彼
等
を
非
実
際
的
な
理
論
家
と
し
て
軽
蔑
し
排
斥
し

た
。
そ
れ
以
来
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
語
は
非
実
践
的
な
非

現
実
的
な
理
論
と
い
う
意
味
を
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か

し
こ
の
語
は
観
念
形
態
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
政
治
、
法

律
、
道
徳
、
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
等
一
切
の
も
の
を
意
味
す

る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
経
済
的
構
造
を
「
下
部
構
造
」
も
し

く
は
土
台
と
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
た「
上
部
構
造
」
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も
し
く
は
上
層
建
築
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
そ
れ
自
身
の
独
立
な
存
在
並
び
に
発
展
を
も
た
ぬ
と

考
え
ら
れ
る
。
生
産
力
及
び
生
産
関
係
の
変
化
す
る
に
応
じ

て
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
も
ま
た
歴
史
的
に
変
化
す
る
。
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
が
現
実
の
存
在
に
対
し
て
影
響
す
る
方
面
が
全
く
存

し
な
い
と
云
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
決

定
的
な
も
の
は
つ
ね
に
現
実
の
存
在
の
側
に
あ
る
。
或
る
一

定
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
現
実
の
存
在
に
対
し
て
作
用
し
得
る

か
否
か
、
ま
た
如
何
に
作
用
す
る
か
は
、
現
実
の
存
在
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
「
純
粋
な
」
意
識
の

産
物
と
見
ら
る
べ
き
で
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
を
生
産
す
る
人

間
の
社
会
的
階
級
的
性
質
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
か
く

て
階
級
社
会
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
階
級

的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

〔
文
献
〕K

arl M
annheim

: Ideologie und U
topie. 

【ideology 

and utopia

】
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
ド
イ
ッ
チ
ェ
・
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
（
岩
波
文
庫
）。
プ
レ
ハ
ー
ノ
フ
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

根
本
問
題
。

イ
デ
オ
ロ
ー
グ
〔
独Ideolog

〕　

そ
の
最
初
の
意
味
は
フ

ラ
ン
ス
の
一
哲
学
学
派
、
即
ち
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
流
の
観
念

学
（
イ
デ
オ
ロ
ジ
ー
）
の
継
承
者
追
随
者
を
い
う
。
そ
の
現

代
的
意
味
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
こ
の
一
派
の
哲
学
者
を
「
イ

デ
オ
ロ
ー
グ
」
と
呼
ん
で
非
難
し
た
時
に
生
れ
た
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
時
初
め
て
そ
の
語
は
現
代
的
含
蓄
を
も
っ
て
使
用

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
蓄
さ
れ
る
の
は
非
現
実
的
及

び
非
実
践
的
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
は
非

現
実
的
非
実
践
的
な
理
論
を
唱
え
る
者
の
こ
と
で
あ
る
。
か

か
る
意
味
に
お
い
て
そ
れ
は
反
対
の
党
派
に
属
す
る
理
論
家

を
軽
蔑
し
非
難
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
特
に
凡
て
の
理
論
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
性
質
の
も
の
、

換
言
す
れ
ば
社
会
的
階
級
的
に
制
約
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と

見
る
立
場
か
ら
、
理
論
家
を
ば
一
定
の
階
級
代
弁
者
と
い
う
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意
味
に
お
い
て
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
と
称
す
る
。

〔
文
献
〕Picavet: Les idéologues, essai sur l’histoire des 

idées et théories scientifiques, philosophiques, religieuses, 

etc. en France depuis 1789.

今
〔
独Jetzti

拉N
unc

〕　

時
間
の
一
様
相
と
し
て
、
連
続

的
に
経
過
す
る
時
間
に
於
け
る
現
在
の
一
点
を
指
す
の
が
普

通
で
あ
る
。
時
間
は
多
く
の
場
合
今
を
基
本
と
し
て
考
え
ら

れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
今
が
時
間
を
、
前
後
を
含

む
限
り
に
お
い
て
、
量
る
」、「
時
間
は
今
に
よ
っ
て
連
続
的

で
あ
る
と
共
に
今
に
従
っ
て
分
た
れ
る
」
と
云
っ
た
。
ハ
イ

デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
生
れ
て
は
去
り
行
く
「
今
」
の
継
起

と
し
て
考
え
ら
れ
る
時
間
は
「
通
俗
的
時
間
」
で
あ
っ
て
、

本
来
的
な
時
間
は
却
っ
て
未
来
か
ら
生
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
時
間
意
識
に
と
っ
て
感
覚
に
特
殊
な
意
味
を
認
め
、
感
覚

を
ば
現
前
化
の
様
相
に
よ
っ
て
特
性
的
な
「
根
源
的
時
間
意

識
」
と
見
做
し
た
。
感
覚
は
「
今
」
か
ら
新
し
い
「
今
」
へ

導
く
志
向
を
有
す
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
実
在
的
な

時
間
即
ち
「
純
粋
持
続
」
に
お
い
て
は
、
現
在
は
過
去
を
負

い
未
来
を
孕
み
、
直
線
的
継
起
と
し
て
考
え
ら
れ
ぬ
そ
れ
ぞ

れ
質
的
に
新
し
い
も
の
で
あ
る
。「
今
」
と
い
う
語
は
ま
た

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
等
に
お
け
る
如
く
「
永
遠
の
今
」
と
し

て
、
時
間
を
包
ん
で
時
間
を
越
え
た
永
遠
の
現
在
の
意
味
に

用
い
ら
れ
る
。

永
遠
性
〔
拉A

eternitas　

英Eternity　

独Ew
igkeit　

仏Eternité

〕　

永
遠
性
は
時
間
性
も
し
く
は
消
滅
性
に
対
し

て
考
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
そ
こ
で
第
一
に
永
遠
性

は
時
間
に
お
け
る
持
続
の
無
際
限
な
る
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
天
体
の
永
遠
性
と
い
う
が
如
き
場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。

第
二
に
こ
れ
を
真
の
永
遠
性
で
な
い
と
し
て
、
永
遠
性
は
無

時
間
性
も
し
く
は
超
時
間
性
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
時
の
直
接
的
否
定
乃
至
超
越
を
謂
う
。
こ
の
見
方
は
人

間
的
文
化
的
生
の
内
容
を
自
然
的
実
在
と
の
交
渉
か
ら
遊
離
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し
固
定
し
て
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
思
想
、
意

味
、
イ
デ
ア
、
価
値
等
は
、
実
在
的
交
渉
か
ら
、
従
っ
て
主

体
そ
の
も
の
か
ら
純
粋
客
体
の
方
向
へ
遊
離
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
独
立
な
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
存
在
、
つ
ま
り
観
念

的
存
在
を
有
す
る
も
の
と
な
り
、
か
か
る
意
味
で
の
永
遠
性

を
有
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
多
く
の
観
念
論
的
哲
学
に
於

い
て
考
え
ら
れ
る
永
遠
性
は
こ
れ
で
あ
る
。
然
し
第
三
に
、

こ
れ
も
真
の
永
遠
性
で
な
い
と
し
て
、
永
遠
性
は
時
の
直
接

的
否
定
乃
至
超
越
で
な
く
、
時
を
経
由
し
時
に
通
路
を
求
め

つ
つ
到
達
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
時
の
超
越
も
し
く
は
克
服
と
考

え
ら
れ
る
。
所
謂
超
時
間
性
は
む
し
ろ
時
の
一
契
機
を
孤
立

さ
せ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
時
の
克
服
で
あ
り
得
な
い
。
真
の

永
遠
性
は
時
の
根
源
と
し
て
そ
れ
を
支
持
す
る
実
在
的
他
者

（
神
）
と
の
共
同
で
あ
る
。
こ
の
場
合
主
体
（
自
我
）
は
時

の
真
中
に
立
ち
つ
つ
、
そ
の
克
服
を
体
験
す
る
と
云
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

永
遠
の
今　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
始
め
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
、
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
、
ニ
コ
ラ
ク
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
等
、
神
秘

主
義
者
に
多
く
見
出
さ
れ
る
永
遠
に
関
す
る
一
つ
の
思
想
で

あ
る
。
永
遠
は
「
今
」‘nunc’ 

も
し
く
は
現
在
で
あ
る
が
、

こ
の
今
は
時
の
過
去
及
び
未
来
に
対
す
る
現
在
で
な
く
、
一

切
の
時
を
包
括
す
る
現
在
、
窮
り
な
き
今
で
あ
る
。
時
を
包

む
今
が
永
遠
に
外
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
過
去
と

未
来
が
現
在
に
同
時
存
在
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
現
在
の

事
で
あ
る
。

永
遠
の
真
理
〔
英Eternal Truthi

仏V
érité éternelle　

独Ew
ige W

ahrheit

〕　

超
時
間
的
に
絶
対
的
に
妥
当
す
る
真

理
を
謂
う
。
哲
学
史
上
特
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
永
遠
の

真
理
」
と
「
事
実
の
真
理
」‘vérité de fait’i

と
を
区
別
し

た
事
は
有
名
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
矛
盾
の
原
理
に
基
づ
い

て
思
惟
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
事
が
で
き
、
そ
の
反
対

は
、
矛
盾
を
含
む
も
の
が
永
遠
の
真
理
で
従
っ
て
其
は
「
本
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質
」‘essentia’ 

に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
現
実
の
「
存
在
」

‘existentia’i
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
経
験

的
事
実
と
は
異
な
る
論
理
や
数
学
等
の
領
域
に
属
す
る
。
現

実
に
存
在
す
る
も
の
は
と
云
え
ば
、
そ
の
反
対
は
矛
盾
を

含
ま
な
い
か
ら
、
そ
の
真
理
は
必
然
的
で
な
く
て
偶
然
的
で

あ
る
。
従
っ
て
そ
の
原
理
は
矛
盾
の
原
理
で
な
く
、
何
故
に

或
る
も
の
が
現
存
す
る
か
の
理
由
に
関
わ
る
充
足
理
由
の

原
理
で
あ
る
。
後
に
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
が
、
認
識
さ
れ
る
と
否

と
に
拘
ら
ず
超
越
的
に
妥
当
す
る
と
考
え
た
「
真
理
自
体
」

‘W
ahrheit an sich’i

の
説
も
永
遠
の
真
理
の
思
想
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
思
想
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
始
め
、
現
代
の
論
理
学

認
識
論
に
重
要
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。エ
ン
ゲ
ル
ス
は『
反

デ
ュ
ー
リ
ン
ク
論
』”A

nti-D
ühring”i

の
中
で
絶
対
的
な
永

遠
の
真
理
の
思
想
を
批
判
し
、
我
々
が
歴
史
的
に
有
す
る
真

理
は
絶
対
的
真
理
で
な
く
て
相
対
的
真
理
で
あ
り
、
絶
対
的

真
理
は
か
か
る
相
対
的
真
理
の
認
識
の
歴
史
的
発
展
の
究
極

に
お
い
て
到
達
さ
れ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
、と
論
じ
て
い
る
。

英
雄
〔
英H

ero 

仏H
éros 

独H
eld

〕　
（
二
）
英
雄
主
義
一

般
的
意
味
で
は
、
歴
史
を
動
か
し
歴
史
を
作
り
歴
史
に
お
い

て
価
値
を
有
す
る
の
は
英
雄
で
あ
る
と
す
る
思
想
、
特
に
か

か
る
思
想
に
基
づ
い
て
自
ら
英
雄
的
に
行
動
す
る
こ
と
を
謂

う
。
従
っ
て
そ
こ
で
は
大
衆
は
衆
愚
と
し
て
軽
蔑
さ
れ
る
の

が
つ
ね
で
あ
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
こ
の
よ
う
な
英
雄
主
義
の
倫

理
を
唱
え
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
道
徳
は
君
主
的
（
貴
族
的
）

道
徳i H

errenm
orali

と
奴
隷
的
道
徳i Sklavenm

orali

と
の
二

つ
の
タ
イ
プ
に
区
別
さ
れ
る
。
貴
族
的
道
徳
に
は
何
よ
り
も

横
溢
す
る
充
実
と
権
力
の
感
情
、
高
度
の
緊
張
の
幸
福
、
同

情
か
ら
で
な
く
、
過
剰
の
生
む
衝
動
か
ら
分
ち
与
え
よ
う
と

す
る
富
の
意
識
が
存
す
る
。
高
貴
な
人
間
は
か
か
る
高
揚
さ

れ
た
矜
恃
の
状
態
の
反
対
を
表
現
す
る
人
々
か
ら
自
分
を
分

離
す
る
。
彼
は
そ
れ
ら
の
人
々
を
軽
蔑
し
、
彼
等
に
対
し
て

距
離
感i Pathos der D

istanzi

を
有
す
る
。
奴
隷
的
道
徳
は
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本
質
的
に
功
利
的
道
徳
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
同
情
、
忍
耐
、

謙
遜
等
が
尊
重
さ
れ
る
。
か
く
て
従
来
の
英
雄
主
義
が
個
人

主
義
乃
至
貴
族
主
義
で
あ
る
の
に
反
し
、
マ
ル
ク
ス
主
義
の

説
く
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
英
雄
主
義
は
社
会
的
英
雄
主
義
で
あ

る
。
そ
れ
は
特
に
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
創
作
方
法
と
し
て

唱
え
ら
れ
る
社
会
主
義
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
一
面
を
な
す
革
命

的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
と
結
び
つ
い
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の

大
衆
的
英
雄
主
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
消
極
的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ

ム
で
な
く
て
積
極
的
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
社
会
主
義

の
た
め
の
大
衆
の
英
雄
的
闘
争
、
階
級
の
た
め
の
犠
牲
的
行

動
等
を
含
ん
で
い
る
。

エ
ス
プ
リ
・
ジ
ェ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
〔l’Esprit géom

étrique

〕

　

パ
ス
カ
ル
の
用
語
で
、
エ
ス
プ
リ
・
ド
ゥ
・
フ
ィ
ネ
ス
に

対
す
る
。
幾
何
学
的
な
心
の
意
味
で
、
合
理
的
認
識
の
精
神

を
謂
う
。
そ
れ
は
定
義
と
証
明
に
よ
る
論
理
的
認
識
の
方
法

で
あ
り
、
凡
て
の
名
辞
が
定
義
さ
れ
、
凡
て
の
命
題
が
証
明

さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
想
で
あ
る
。
若
干
の
明
瞭

な
原
理
か
ら
出
発
し
厳
密
な
秩
序
を
追
う
て
証
明
し
つ
つ
系

列
的
に
連
続
的
に
進
む
故
に
、
そ
の
認
識
の
仕
方
は
緩
慢
で

剛
直
で
あ
る
。
然
し
か
か
る
推
理
も
根
本
に
溯
れ
ば
、
最
早

そ
れ
以
上
定
義
し
得
ぬ
名
辞
、
そ
れ
以
上
証
明
し
得
ぬ
命
題

に
逢
着
せ
ざ
る
を
得
ず
、
こ
の
も
の
は
パ
ス
カ
ル
に
従
え
ば

「
自
然
的
な
光
」
即
ち
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
る
の
外
な
く
、

従
っ
て
、論
理
の
根
柢
に
も
直
観
が
予
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

エ
ス
プ
リ
・
ド
ゥ
・
フ
ィ
ネ
ス
〔l’Esprit de finesse

〕　

パ
ス
カ
ル
の
用
語
で
、
エ
ス
プ
リ
・
ジ
ェ
オ
メ
ト
リ
ッ
ク
に

対
す
る
。
即
ち
幾
何
学
的
な
、
合
理
的
な
、
剛
直
な
認
識
の

仕
方
に
対
し
て
、
具
体
的
な
、
し
な
や
か
な
、
繊
細
な
認
識

の
精
神
を
謂
う
。
そ
れ
は
事
物
を
、
推
論
の
過
程
に
よ
る
こ

と
な
く
、
一
目
で
そ
の
全
体
性
に
於
い
て
捉
え
る
。
そ
れ
は

概
念
的
に
知
る
の
で
な
く
、
寧
ろ
サ
ン
チ
マ
ン
に
よ
る
認
識

で
あ
る
。
然
し
そ
れ
は
神
秘
的
直
観
と
云
う
が
如
き
も
の
で
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は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
凡
て
の
人
に
よ
っ
て
検
査
さ
れ

吟
味
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
る
結
果
に
達
す
る
か
ら
。
そ
の
原

理
は
繊
細
に
し
て
多
数
で
あ
る
が
、
普
通
の
慣
用
の
中
に
、

凡
て
の
人
の
目
の
前
に
あ
る
。
こ
れ
を
識
別
す
る「
良
き
眼
」

が
エ
ス
プ
リ
・
ド
ゥ
・
フ
ィ
ネ
ス
で
あ
る
。

オ
ー
ル
・
オ
ア
・
ナ
ッ
シ
ン
グ
〔A

ll or N
othing

〕　
「
一

切
か
無
か
」
と
訳
し
、「
凡
て
を
得
る
の
で
な
け
れ
ば
凡
て

を
失
う
に
如
か
ず
」
と
い
う
意
味
、「
凡
て
を
得
る
た
め
に

は
凡
て
を
捨
て
て
か
か
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
意
味
な
ど

が
含
ま
れ
る
。
人
間
は
先
ず
絶
望
か
ら
か
か
る
心
理
状
態
に

入
る
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
絶
望
し
た
人
間
が
最
後
の
瞬
間
に

お
い
て
達
す
る
決
心
は
か
か
る
心
理
状
態
と
結
び
付
い
て
い

て
、そ
の
根
柢
に
は
し
ば
し
ば
虚
無
主
義
が
含
ま
れ
て
い
る
。

人
は
虚
無
に
突
当
っ
た
と
き
一
切
か
無
か
と
考
え
る
。
一
般

に
こ
の
思
想
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
の
は
終
末
、

瞬
間
、
決
心
、
等
の
観
念
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
ら
を
尊
重

す
る
思
想
に
は
常
に
一
切
か
無
か
と
い
う
思
想
が
含
ま
れ
て

い
る
。
そ
れ
は
ま
た
特
に
賭
に
お
け
る
心
理
状
態
を
現
し
、

従
っ
て
人
生
を
賭
と
見
る
思
想
の
基
礎
に
含
ま
れ
る
。
こ
の

世
の
凡
て
の
も
の
の
相
対
性
と
消
滅
性
と
に
絶
望
し
た
人
間

が
、
人
生
の
凡
て
を
賭
け
て
絶
対
的
な
も
の
、
永
遠
な
も
の

を
得
よ
う
と
す
る
飛
躍
的
な
決
心
を
現
す
の
で
あ
る
。

解
釈
学
〔H

erm
eneutik

〕　

そ
の
語
原
を
な
す
ギ
リ
シ
ア

語
の ‘herm

eneuein’i

は
他
国
語
で
語
ら
れ
た
こ
と
を
通
訳

す
る
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
解
釈
学
は
一
般
に

理
解
の
学
問
的
方
法
を
謂
う
。
理
解
と
は
外
部
に
お
い
て
感

性
的
に
与
え
ら
れ
た
記
号
若も
し

く
は
表
現
か
ら
内
部
を
把
握
す

る
過
程
で
あ
る
。
解
釈
学
は
初
め
主
と
し
て
言
語
文
字
に
関

係
し
て
文
献
学
に
お
い
て
開
拓
さ
れ
た
。
批
評
と
解
釈
と
は

文
献
学
の
二
つ
の
主
要
部
分
を
な
し
て
い
る
。
解
釈
学
は
聖

書
を
信
仰
の
根
拠
と
し
た
宗
教
改
革
の
時
代
か
ら
特
に
著
し
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学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

い
発
達
を
遂
げ
た
が
、
そ
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を

占
め
る
の
は
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
で
あ
る
。
彼
以
前
の

解
釈
学
は
普
遍
妥
当
的
な
解
釈
に
達
す
る
た
め
に
必
要
と
さ

れ
る
個
々
の
規
則
の
集
積
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
然
る
に

彼
は
こ
れ
ら
の
規
則
の
背
後
に
突
き
進
ん
で
、
理
解
そ
の
も

の
の
分
析
、こ
の
目
的
活
動
そ
の
も
の
の
認
識
に
ま
で
溯
り
、

こ
の
認
識
か
ら
普
遍
妥
当
的
な
解
釈
の
可
能
性
、
そ
の
補
助

手
段
、
限
界
、
規
則
等
を
導
き
出
し
た
。
文
学
的
作
品
を
産

む
創
造
的
過
程
の
生
け
る
直
観
の
う
ち
に
、
彼
は
文
字
の
記

号
か
ら
作
品
の
全
体
を
理
解
す
る
過
程
の
認
識
に
対
す
る
諸

条
件
を
見
出
し
た
。
彼
の
仕
事
を
継
い
だ
有
名
な
文
献
学
者

ベ
ッ
クi A

ugust B
öckh

（1785

―1867

）
は
、
文
献
学
の

課
題
を
「
人
間
精
神
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」

と
規
定
し
た
。
か
く
て
次
第
に
解
釈
学
の
範
囲
は
単
に
言
語

文
字
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
に
留
ま
ら
ず
あ
ら
ゆ
る
人

間
の
生
産
物
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ

は
一
切
の
歴
史
的
社
会
的
現
実
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
り
従

っ
て
そ
こ
に
は
常
に
内
部
と
外
部
と
い
う
構
造
が
存
し
、
解

釈
学
は
か
か
る
存
在
の
認
識
の
普
遍
的
な
方
法
で
あ
る
と
考

え
た
。
即
ち
解
釈
学
は
「
現
実
的
存
在
の
解
釈
」
と
い
う
意

味
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
こ
の
思
想
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
そ
の

他
に
よ
っ
て
継
承
発
展
さ
れ
、
解
釈
学
は
哲
学
一
般
の
方
法

と
な
り
、
同
時
に
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
な
も
の
は
歴
史

的
で
あ
り
、
且
つ
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
も
の
は
表
現
的
で
あ

る
と
い
う
立
場
を
含
む
。
そ
れ
は
哲
学
的
立
場
と
し
て
実
践

の
立
場
に
対
立
す
る
。

概
念
〔
英
仏C

oncept　
独B

egriff

〕　

一
群
の
表
象
か
ら

共
通
な
内
容
を
抽
象
し
総
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
思

惟
内
容
で
あ
っ
て
、
言
葉
を
も
っ
て
表
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で

あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
認
識
の
一
般
的
要
素
で
あ
る
。
他
方

概
念
に
お
い
て
は
物
の
「
本
質
」
が
表
さ
れ
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
そ
れ
は
我
々
の
認
識
の
目
的
で
あ
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る
。
或
る
物
の
概
念
を
有
す
る
と
は
そ
の
物
の
本
質
を
捉
え

て
お
り
、
そ
れ
の
個
々
の
諸
規
定
を
こ
の
統
一
的
な
本
質
の

必
然
的
帰
結
と
し
て
そ
の
聯
関
に
お
い
て
理
解
し
得
る
こ
と

で
あ
る
。概
念
の
論
理
的
性
質
と
し
て
そ
の
内
容
の
限
定
性
、

不
変
性
、
一
般
性
が
要
求
さ
れ
る
。
形
式
論
理
学
で
い
う
概

念
は
特
殊
を
除
外
し
て
一
般
的
な
も
の
を
抽
象
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
得
ら
れ
る
抽
象
的
概
念
で
あ
る
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁

証
法
で
い
う
概
念
は
特
殊
や
矛
盾
を
除
外
せ
ず
、
却
っ
て
そ

れ
ら
を
自
己
の
必
然
的
な
契
機
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
含
む

全
体
性
で
あ
り
、
特
殊
や
矛
盾
を
概
念
の
発
展
に
お
け
る
諸

規
定
と
し
て
理
解
せ
し
め
る
具
体
的
概
念
で
あ
る
。

賭〔Pari

〕　

賭
の
思
想
は
、パ
ス
カ
ル
以
前
に
も
あ
る
が
、

そ
れ
が
有
名
に
な
っ
た
の
は
パ
ス
カ
ル
に
よ
る
。
賭
は
神
の

存
在
の
証
明
に
関
す
る
が
、
そ
の
場
合
彼
が
数
学
の
公
算
法

【
確
率
】
を
用
い
た
こ
と
は
第
一
の
特
色
で
あ
る
。
凡
て
の
賭

に
お
い
て
機
会
の
数
と
得
失
の
大
き
さ
と
が
考
慮
さ
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
い
ま
神
が
在
る
と
い
う
側
を
考
え
る
と
、
神
の
与

え
る
無
限
大
の
幸
福
と
、
神
の
存
在
す
る
少
な
く
と
も
一
つ

の
機
会
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
側
は1

×

∞

で
表
さ
れ
る
。

次
に
神
が
無
い
と
い
う
側
を
考
え
る
と
、
こ
の
世
の
有
限

な
幸
福
（a

）
と
、
神
の
存
在
し
な
い
機
会
の
如
何
に
大
き

く
と
も
有
限
な
数
（n

）
が
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
側
はi n

×ai

で
表
さ
れ
る
。
さ
て
後
の
乗
積
は
前
の
乗
積
よ
り
も
小
さ
い

か
ら
、
我
々
は
神
が
在
る
と
い
う
側
に
賭
け
る
べ
き
理
由
が

あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
然
し
、
か
か
る
賭
に
対
し
て
我
々

が
無
頓
着
で
あ
り
得
な
い
の
は
我
々
の
生
存
の
不
安
が
絶
え

ず
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
決
断
に
迫
る
た
め
で
あ
る
。
か
か

る
不
安
を
鋭
く
分
析
し
た
事
が
パ
ス
カ
ル
の
賭
の
思
想
の
第

二
の
特
色
で
あ
る
。

価
値
批
評
〔
英Criticism

 of Value　
独K

ritik des W
ertes, 

Beurteilung

〕　

作
品
の
有
す
る
価
値
の
判
断
、
評
価
を
謂

う
。
価
値
の
存
在
は
単
に
意
識
さ
れ
る
の
で
は
な
く
感
情
的
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に
意
識
さ
れ
る
、
従
っ
て
観
察
で
な
く
鑑
賞
が
必
要
で
あ

る
。
価
値
批
評
は
享
受
乃
至
鑑
賞
と
い
う
主
観
的
要
素
と
結

び
つ
き
、
客
観
的
批
評
と
は
異
な
る
と
見
る
の
が
普
通
で
あ

る
。
鑑
賞
の
う
ち
に
価
値
評
価
の
根
源
と
本
質
と
が
あ
る
。

サ
ン
タ
ヤ
ナi G

eorge Santayana

（1863

―
）
に
よ
れ
ば
、

美
的
判
断
と
、
道
徳
的
判
断
と
の
区
別
は
、
美
的
判
断
は
主

と
し
て
積
極
的
で
、
善
の
知
覚
で
あ
る
に
反
し
、
道
徳
的
判

断
は
主
と
し
て
消
極
的
で
、
悪
の
知
覚
で
あ
る
。
次
に
美
の

知
覚
に
お
い
て
は
我
々
の
判
断
は
必
然
的
に
内
在
的
で
あ
っ

て
、
直
接
的
経
験
の
性
格
を
基
と
し
、
対
象
に
お
け
る
終
局

に
生
ず
る
効
果
の
観
念
を
意
識
的
に
基
と
し
な
い
に
反
し
、

道
徳
的
価
値
に
つ
い
て
の
判
断
は
、
そ
れ
が
積
極
的
で
あ
る

場
合
、
多
分
含
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
利
益
の
意
識
を
基
と

し
て
い
る
。
美
的
判
断
は
こ
の
よ
う
に
積
極
的
で
直
接
的
な

価
値
の
知
覚
に
関
わ
る
が
、
美
的
価
値
は
性
格
及
び
構
造
と

不
可
分
的
に
知
覚
さ
れ
、
物
に
お
い
て
対
象
化
さ
れ
て
感
ぜ

ら
れ
る
快
適
で
あ
る
。
価
値
に
つ
い
て
の
か
よ
う
な
心
理
的

解
釈
に
対
し
、
新
カ
ン
ト
派
の
如
き
は
価
値
を
論
理
的
に
、

先
験
的
超
越
的
な
も
の
と
考
え
る
。
ま
た
プ
レ
ハ
ー
ノ
フi

Plechanov

（1857

―1918

）
な
ど
は
、
芸
術
的
価
値
は
作

品
の
社
会
的
等
価
、
即
ち
作
品
が
与
え
ら
れ
た
社
会
に
お
い

て
有
す
る
積
極
的
意
義
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
見
る
。
従
っ
て
価

値
批
評
も
客
観
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

〔
文
献
〕Santayana: The Sense of Beauty; A

. R
ichards: 

Principles of Literary C
riticism

.

観
念
〔
英Idea　
独Idee　
仏Idée

〕　

心
理
学
で
は
表
象

と
殆
ど
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
は
感
覚
を
要
素
と

す
る
心
的
複
合
体
で
あ
っ
て
、
比
較
的
独
立
な
全
体
と
し
て

現
れ
る
客
観
的
内
容
で
あ
る
。
然
し
観
念
も
し
く
は
表
象
は

知
覚
と
区
別
さ
れ
て
、
表
象
さ
れ
た
も
の
が
直
接
に
現
在
し

て
い
な
く
て
意
識
の
う
ち
に
現
れ
る
或
る
対
象
ま
た
は
過
程

の
心
像
、即
ち
再
生
さ
れ
た
表
象
を
意
味
す
る
こ
と
が
多
い
。
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哲
学
上
で
は
観
念
は
先
ず
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
の
如
く
、
真

知
の
対
象
と
な
る
事
物
の
永
遠
不
変
の
本
質
で
あ
っ
て
主
観

的
思
惟
の
外
部
に
実
在
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
、
次
に
中

世
の
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
に
お
い
て
の
如
く
、
感
性
的
個
物

の
原
型
と
な
る
神
の
精
神
内
容
と
考
え
ら
れ
、
更
に
近
世
に

至
っ
て
は
、
人
間
精
神
が
事
物
に
つ
い
て
作
る
像
、
従
っ
て

主
観
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
が
観
念
の
主

な
る
意
味
方
向
を
示
し
て
い
る
。
仏
教
に
お
い
て
は
、
観
念

と
は
定じ
ょ
うに

住
し
て
心
静
か
に
一
境
に
専
注
す
る
心
の
状
態
を

謂
い
、
観
法
、
観か
ん
じ
ん心

な
ど
と
い
う
こ
と
が
云
わ
れ
て
い
る
。

観
念
論
〔
英Idealism

　
仏Idéalism

e　
独Idealism

us

〕　

経
験
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
実
在
を
認
め
ず
、
存
在
す
る
も

の
は
経
験
を
成
立
せ
し
め
る
我
々
の
精
神
に
お
け
る
観
念
の

み
で
あ
っ
て
、
経
験
的
認
識
は
こ
の
も
の
の
結
合
に
外
な
ら

ぬ
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
観
念
論
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
は
バ
ー
ク
リ
で
、
彼
は
我
々
が
物
と
い
う
の
は
観

念
で
あ
っ
て
、
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と

説
い
た
。
こ
の
よ
う
に
個
人
の
精
神
に
存
す
る
観
念
の
み
を

認
め
る
点
か
ら
、
バ
ー
ク
リ
流
の
観
念
論
は
主
観
的
観
念
論

と
称
せ
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
物
が
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
い
う
考
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、
他

人
の
精
神
も
神
の
精
神
も
我
れ
の
観
念
に
留
ま
る
べ
く
、
従

っ
て
た
だ
我
れ
の
精
神
の
み
実
在
す
る
と
い
う
説
に
終
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
「
独
在
論
」‘Solipsism

’i

と
云
う
。
斯

か
る
主
観
的
観
念
論
に
対
し
客
観
的
観
念
論
と
い
わ
れ
る
の

は
、
経
験
は
観
念
を
内
容
と
し
て
成
立
す
る
も
、
そ
の
観
念

の
統
一
及
び
相
互
の
組
織
が
個
人
精
神
に
局
限
せ
ら
れ
ざ

る
、
超
個
人
的
な
普
遍
的
な
意
識
一
般
に
固
有
な
る
先
験
的

形
式
に
よ
る
た
め
に
客
観
性
を
有
す
る
と
主
張
す
る
立
場
で

あ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
こ
れ
を
代
表
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
認

識
は
実
在
の
模
写
で
な
く
、
超
個
人
的
な
主
観
の
綜
合
統
一

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
説
く
。
形
而
上
学
的
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観
念
論
の
典
型
と
見
ら
れ
る
の
は
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
で

あ
る
。
イ
デ
ア
は
自
体
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
即
ち
主
観

か
ら
独
立
に
、
心
の
外
に
そ
れ
自
身
と
し
て
存
在
す
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
観
念
論
は
、
認
識
論
的
に
は

観
念
論
と
い
う
よ
り
も
実
在
論
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
観
念

論
と
い
う
語
は
、
一
方
で
は
「
唯
物
論
」‘M

aterialism
’i

に

対
し
て
云
わ
れ
る
と
共
に
、他
方
で
は
「
実
在
論
」‘R

ealism
’i

に
対
し
て
云
わ
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
哲
学
の
如
き
は
唯
物
論
に

対
し
て
は
観
念
論
で
あ
る
が
、
然
し
実
在
論
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
カ
ン
ト
の
観
念
論
は
認
識
論
的
も
し
く
は
批
判
的

観
念
論
と
呼
ば
れ
る
。
認
識
論
的
観
念
論
の
根
本
を
な
す
も

の
は
主
観
客
観
の
双
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
観
な
く
し
て

客
観
は
な
い
、
如
何
な
る
も
の
も
意
識
の
内
容
と
し
て
与
え

ら
れ
、
意
識
を
超
越
し
た
も
の
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
、
と
考
え
る
。
絶
対
的
観
念
論
と
云
わ
れ
る
も
の
は
か
か

る
認
識
論
的
観
念
論
と
プ
ラ
ト
ン
流
の
観
念
論
的
実
在
論
と

の
統
一
を
目
標
に
し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
得
る
。
絶
対
的
観

念
論
は
観
念
を
も
っ
て
活
動
す
る
主
観
と
解
し
、
こ
れ
が
最

も
現
実
的
な
も
の
で
あ
り
、
物
は
こ
の
最
も
具
体
的
な
精
神

の
契
機
も
し
く
は
現
象
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
説
く
。
フ
ィ
ヒ

テ
に
よ
れ
ば
、
外
界
は
絶
対
的
自
我
の
産
物
で
あ
っ
て
、
自

我
の
無
限
な
る
活
動
の
自
己
制
限
と
し
て
措
定
さ
れ
る
。
ま

た
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
観イ
デ
ー念

は
単
な
る
心
理
的
事
実
で
な

く
、
主
観
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
実
体
で
も
な
く
、
最
も
具

体
的
な
、
動
的
な
存
在
そ
の
も
の
で
あ
り
、
一
切
は
そ
の
発

展
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
個
人
精
神
も
こ
の
も
の
の
一
象
面

に
過
ぎ
ず
、
自
然
と
雖
も
他
在
に
お
け
る
観
念
に
ほ
か
な
ら

ぬ
と
考
え
ら
れ
た
。

〔
文
献
〕O

. W
illm

ann: G
eschichte des Idealism

us

（1894

―97

）; N
. H

artm
ann: P

hilosophie des deutschen 

Idealism
us

（1923

―29

）.
危
機
〔
独K

rise

〕（
社
会
学
上
の
）　

歴
史
発
展
の
一
定
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の
時
期
に
於
い
て
社
会
に
内
在
す
る
矛
盾
が
極
度
に
高
ま
る

事
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
然
し
危
機
は
単
に
或
る
一
定
の
時
期

に
お
け
る
社
会
的
矛
盾
に
基
づ
く
の
で
な
く
、
人
間
の
有
限

性
（
特
に
死
す
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
）
に
基
づ
き
、
人
間

存
在
に
本
来
つ
ね
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
日
常
生
活
に

お
い
て
は
蔽
い
隠
さ
れ
て
い
る
か
か
る
危
機
を
顕
に
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
人
間
存
在
の
本
来
的
な
情
況
を
自
覚
す
る
こ

と
が
必
要
と
す
る
者
も
あ
る
。

虚
無
主
義
〔
英N

ihilism

　
仏N
ihilism

e　
独N

ihilism
us

〕

拉
典
語
のi N

ihil

（
虚
無
）
か
ら
来
た
語
で
、
哲
学
上
の
一

般
的
な
意
味
で
は
一
切
の
知
識
と
規
範
と
の
客
観
性
を
否
定

す
る
立
場
を
謂
う
。
相
対
主
義
を
突
詰
め
る
と
斯
か
る
虚
無

主
義
に
達
す
る
。
然
し
虚
無
主
義
と
い
う
名
称
が
拡
が
っ
た

の
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
父
と
子
』（1861

）
の
影
響
で

あ
る
。
こ
の
小
説
に
は
一
切
の
権
威
、
一
切
の
理
法
を
信
じ

な
い
当
時
の
ロ
シ
ア
の
青
年
の
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
が
、

斯
か
る
虚
無
主
義
は
政
治
的
に
は
現
存
の
社
会
的
国
家
的
秩

序
を
否
定
し
、
新
し
い
世
界
を
創
建
す
る
た
め
に
極
端
な
破

壊
的
手
段
を
も
辞
せ
ぬ
運
動
と
な
っ
て
現
れ
た
。
こ
の
政
治

運
動
は
思
想
的
に
は
バ
ク
ー
ニ
ン
や
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
無
政

府
主
義
と
繋
が
り
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
影
響
、
社
会
主
義
そ

の
他
の
要
素
も
認
め
ら
れ
る
。
虚
無
主
義
は
、
こ
の
概
念
を

ロ
シ
ア
の
国
民
的
運
動
に
限
ろ
う
と
す
る
学
者
も
あ
る
ほ
ど

十
九
世
紀
の
ロ
シ
ア
に
特
徴
的
な
思
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
以

外
に
も
種
々
の
形
で
存
在
し
て
い
る
。
無
政
府
主
義
的
虚
無

主
義
の
思
想
を
哲
学
的
に
述
べ
た
の
は
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
テ

ィ
ル
ナ
ー
の
『
唯
一
者
と
そ
の
所
有
』（1861

）
で
あ
る
。

然
し
哲
学
的
な
虚
無
主
義
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
は
ニ
ー

チ
ェ
の
そ
れ
で
あ
り
、
現
代
文
学
に
も
深
い
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
虚
無
主
義
は
第
一
に
デ
カ

ダ
ン
ス
の
論
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
古
き
世
界
の
解
体
と
没
落

に
伴
っ
て
必
然
的
に
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
、
現
に
来
て
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い
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
虚
無
主
義
は
論
理
で
あ
る
の
み

で
な
く
ま
た
倫
理
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
解
体
の
過
程
を
速

め
よ
う
と
す
る
哲
学
者
の
意
志
を
謂
う
。
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
な
い
。
即
ち

ニ
ー
チ
ェ
は
「
能
動
的
虚
無
主
義
」
を
説
く
。
第
三
に
虚
無

主
義
は
没
落
と
同
時
に
端
緒
を
意
味
す
る
。
渾
沌
と
虚
無
と

に
落
ち
込
む
こ
と
は
我
々
が
新
し
く
生
れ
る
た
め
に
要
求
さ

れ
て
い
る
。
ニ
ー
チ
ェ
に
限
ら
ず
、
現
代
の
所
謂
「
不
安
の

哲
学
」「
不
安
の
文
学
」
は
み
な
何
等
か
の
虚
無
主
義
を
含

ん
で
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
無
は
対
象
と
し
て

与
え
ら
れ
る
も
の
で
な
く
、
不
安
に
お
い
て
顕
に
な
る
も
の

で
あ
る
。
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
於
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
の
で
あ
る
。
哲

学
的
な
文
芸
批
評
家
で
虚
無
主
義
者
で
あ
る
シ
ェ
ス
ト
フ

は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
、
チ
ェ
ー
ホ
フ
等
の
う
ち
に
深
い

虚
無
の
思
想
を
認
め
る
。
そ
の
他
ア
ル
ツ
ィ
バ
ー
シ
ェ
フ
、

シ
ュ
ニ
ッ
ツ
ラ
ー
等
の
文
学
に
も
、
虚
無
主
義
が
あ
り
、
お

よ
そ
世
紀
末
的
な
文
学
を
濃
く
彩
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

東
洋
に
お
い
て
も
特
殊
な
虚
無
主
義
が
古
く
か
ら
存
し
、
老

子
の
如
き
そ
の
代
表
者
と
見
ら
れ
る
。
老
子
に
よ
れ
ば
、
本

体
は
恍
惚
と
し
て
象
状
な
き
も
のi i

、
我
々
の
五
官
に
よ
っ
て

捉
え
得
ぬ
故
に
こ
れ
を
虚
無
と
云
う
。
無
名
は
天
地
の
始
と

も
云
い
、
万
物
は
有
よ
り
生
じ
、
有
は
無
よ
り
生
ず
と
も
云

う
。
斯
か
る
虚
無
主
義
は
政
治
上
、
倫
理
上
の
虚
無
主
義
と

も
な
っ
て
い
る
。

〔
文
献
〕J. B

. A
rnaudo: Le nihilism

e et les nihilistes; F. 

N
ietzsche: D

er W
ille zur M

acht.

形
式
主
義
〔
英Form

alism

　
仏Form

alism
e　

独Form
alism

us

〕　

内
容
、
実
質
等
に
対
し
形
式
を
重
要
視

i　
「
象
」
も
「
状
」
も
共
に
形
を
意
味
す
る
。
形
な
き
も
の
。
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し
、
価
値
の
根
拠
を
純
粋
に
形
式
的
な
も
の
に
求
め
る
説
で

あ
る
。
形
式
主
義
は
認
識
論
・
倫
理
学
・
美
学
等
、
種
々
の

方
面
に
於
い
て
唱
え
ら
れ
、
一
般
に
カ
ン
ト
は
形
式
主
義
の

最
も
有
力
な
代
表
者
と
見
ら
れ
て
い
る
。
認
識
論
上
の
形

式
主
義
に
於
い
て
は
、
認
識
の
真
即
ち
そ
の
普
遍
妥
当
性
の

根
拠
は
、
時
間
空
間
因
果
等
、
認
識
の
形
式
の
う
ち
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
新
カ
ン
ト
派
の
リ
ッ
カ
ー
ト
な
ど
は
、
こ

の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
立
場
を
徹
底
さ
せ
た
。
倫
理
学
上
の
形

式
主
義
は
、
行
為
（
意
志
）
の
善
即
ち
そ
の
普
遍
妥
当
性

の
根
拠
を
純
粋
な
意
志
の
形
式
に
求
め
る
。
即
ち
善
は
、
意

志
の
内
容
的
な
目
的
に
関
わ
る
事
な
く
、
欲
望
・
衝
動
・
性

向
等
、
意
志
の
資
質
を
離
れ
て
、
定
言
的
命
令
も
し
く
は
自

律
と
い
う
形
式
に
存
す
る
、
と
カ
ン
ト
は
主
張
し
た
。
ま

た
カ
ン
ト
は
美
学
に
於
い
て
も
、
美
即
ち
趣
味
判
断
の
普

遍
妥
当
性
の
根
拠
を
想
像
力
と
悟
性
と
の
調
和
的
関
係
に

於
け
る
合
目
的
性
の
形
式
の
う
ち
に
見
出
し
た
。
形
式
美

学i Form
alistische A

esthetiki

は
特
に
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
っ

て
詳
細
に
展
開
さ
れ
た
。
美
は
調
和
・
リ
ズ
ム
等
々
の
如
き

内
的
な
表
象
諸
関
係
に
あ
る
と
云
わ
れ
る
。
美
的
判
断
の
関

わ
る
純
粋
な
形
式
は
た
だ
関
係
か
ら
成
立
ち
、
完
全
に
内

容
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
「
美
的
基
本
的
関
係
」
を
枚
挙
す
る
の
が
美
学
の
仕

事
で
あ
る
。
ま
た
チ
ン
メ
ル
マ
ン
も
美
学
を
「
形
式
の
学
」

‘Form
w

issenschaft’i

と
し
て
叙
述
し
、
尚
、
ハ
ン
ス
リ
ッ

ク
の
音
楽
美
論
も
形
式
主
義
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

芸
術
的
価
値
と
社
会
的
価
値
〔K

ünstlerischer W
ert u. 

sozialer W
ert

〕　

芸
術
が
芸
術
と
し
て
有
す
る
固
有
の
価
値

を
芸
術
的
価
値
と
い
い
、
普
通
に
美
の
概
念
を
も
っ
て
現
さ

れ
る
。
そ
し
て
芸
術
が
社
会
結
合
、
社
会
闘
争
、
社
会
の
発

展
等
に
対
し
て
有
す
る
価
値
を
そ
の
社
会
的
価
値
と
い
い
、

芸
術
の
功
利
的
価
値
も
し
く
は
効
用
性
の
一
種
と
も
見
ら
れ

る
。
芸
術
的
価
値
と
社
会
的
価
値
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
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先
ず
、
芸
術
は
純
粋
に
芸
術
的
価
値
を
目
的
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
社
会
的
価
値
は
制
作
の
動
機
並
び
に
作
品
の
評
価

に
と
っ
て
無
関
係
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
見
解
が
あ

る
。「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
の
思
想
は
そ
れ
で
あ
る
。
ま

た
芸
術
の
自
律
性
を
哲
学
的
美
学
的
に
主
張
す
る
立
場
に
お

い
て
も
、
社
会
的
価
値
は
芸
術
に
と
っ
て
外
的
な
も
の
と
し

て
芸
術
考
察
か
ら
除
外
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
「
人
生
の
た

め
の
芸
術
」
の
思
想
を
唱
え
る
者
の
中
に
は
、
芸
術
の
社

会
的
意
義
を
強
調
す
る
者
が
あ
る
。
ト
ル
ス
ト
イ
に
と
っ
て

は
芸
術
は
人
と
人
と
を
結
合
さ
せ
る
一
手
段
で
あ
り
、
ギ
ュ

イ
ヨ
ー
に
と
っ
て
は
芸
術
の
最
高
の
目
的
は
社
会
的
性
質
の

美
的
感
情
を
作
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
然
る
に
こ
れ
ら
の
見

方
が
社
会
そ
の
も
の
に
つ
い
て
明
確
な
観
念
を
欠
く
に
対

し
、
社
会
を
階
級
社
会
と
し
て
規
定
し
、
そ
の
社
会
的
基
礎

に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
芸
術
の
階
級
性
の
立
場
か
ら
芸
術
の

社
会
的
価
値
を
問
題
に
す
る
の
は
史
的
唯
物
論
で
あ
る
。
か

か
る
見
方
に
よ
れ
ば
芸
術
か
ら
社
会
的
価
値
を
抽
象
し
て
考

え
る
こ
と
は
芸
術
家
の
社
会
か
ら
の
游
離
と
孤
立
を
示
す
も

の
で
、
ま
た
芸
術
の
自
律
性
の
主
張
の
如
き
も
、
ブ
ル
ジ
ョ

ア
的
自
由
主
義
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
過
ぎ
な
い
。
プ
ロ

レ
タ
リ
ア
芸
術
は
階
級
闘
争
に
仕
え
、
従
っ
て
社
会
的
、
特

に
政
治
的
価
値
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
尤
も

か
か
る
社
会
的
見
方
は
芸
術
の
評
価
に
と
っ
て
は
不
十
分
で

あ
っ
て
、
評
価
の
立
場
か
ら
は
ど
こ
ま
で
も
芸
術
的
価
値
に

基
準
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
こ
の

場
合
社
会
的
価
値
は
芸
術
の
内
容
に
関
係
し
、
尚
芸
術
に
お

い
て
形
式
と
内
容
と
は
相
互
に
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
よ
う

に
、
芸
術
的
価
値
と
社
会
的
価
値
と
は
抽
象
的
に
分
離
さ
れ

得
る
も
の
で
な
い
。

「
芸
術
哲
学
」（
ジ
ン
メ
ル
の
）〔“Zur Philosophie der 

K
unst”i

（1922

）〕　

ジ
ン
メ
ル
は
「
生
の
哲
学
」
の
立
場
か

ら
芸
術
を
説
明
し
た
。
生
は
自
己
を
越
え
て
「
形
式
」
に
高
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ま
る
性
質
を
自
身
の
う
ち
に
有
す
る
。
超
越
は
生
に
と
っ
て

内
在
的
で
あ
る
。
か
か
る
内
在
的
超
越
も
し
く
は
「
イ
デ

ー
へ
の
転
向
」
の
一
つ
と
し
て
芸
術
も
考
え
ら
れ
る
。
芸

術
は
生
か
ら
放
た
れ
た
純
粋
に
理
想
的
な
形
成
物
と
し
て

生
に
対
立
し
、
全
体
的
な
、
そ
れ
自
身
に
於
い
て
完
結
せ

る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
生
は
却
っ
て
断
片
的
で
あ

る
。
芸
術
の
規
準
は
芸
術
的
活
動
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
「
個

別
的
法
則
」
で
あ
り
、
作
品
は
外
部
か
ら
理
解
さ
れ
、
評
価

さ
る
べ
き
で
な
い
。
併
し
そ
れ
は
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の

主
張
と
は
異
な
る
。
却
っ
て
偉
大
な
芸
術
は
つ
ね
に
芸
術

以
上
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
芸
術
が
も
と
生
か

ら
出
て
来
た
こ
と
を
示
す
。
芸
術
は
ジ
ン
メ
ル
に
於
い
て

生
の
弁
証
法
的
な
動
態
か
ら
把
握
さ
れ
て
い
る
。
芸
術
哲

学
に
関
係
あ
る
彼
の
著
書
は
、
此
書
の
他
にi “Rem

brandt” 

（1916

）, “Lebensanschauung”

（1918

）, “Philosophische 
K

ultur” （1911

）
等
で
あ
る
。

言
語
学
〔
英Science of Language, Linguistics 

独Sprachw
issenschaft　

仏Linguistique

〕　
（
二
）
言
語
哲

学
〔
独Philosophie der sprache

〕　

言
語
の
本
質
、
起
源

及
び
意
味
に
関
す
る
哲
学
的
研
究
。
言
語
は
自
然
的
に
与
え

ら
れ
た
も
の
（physei

）
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
自
由
に
案

出
さ
れ
た
も
の
（thesei

）
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
は
、
既

に
ギ
リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
以
来
盛
ん
に
論
ぜ
ら
れ
た
。
近

世
の
宗
教
改
革
に
よ
っ
て
聖
書
の
言
葉
が
信
仰
の
根
拠
と
さ

れ
る
に
及
び
、
こ
れ
に
関
聯
し
て
言
語
の
哲
学
的
考
察
は
重

要
性
を
有
す
る
に
至
っ
た
。
ハ
ー
マ
ン
は
宗
教
的
立
場
に
立

ち
、
神
は
言
葉
で
あ
る
か
ら
、
神
は
言
葉
に
よ
っ
て
創
造
し
、

自
然
の
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
言
葉
で
あ
る
と
見
た
。
彼
に
よ
っ

て
言
語
の
表
現
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
ヘ
ル
ダ
ー
は
一
層

経
験
的
な
立
場
に
立
ち
、
言
葉
は
彼
に
と
っ
て
第
一
次
的
に

は
神
の
言
葉
で
な
く
、
人
間
は
言
葉
を
発
明
す
る
存
在
と
考

え
ら
れ
た
。
彼
に
よ
っ
て
言
語
の
歴
史
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
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た
。
併
し
彼
も
尚
汎
神
論
的
見
方
を
留
め
て
い
た
が
、
ヴ
ォ

ル
フ
は
文
献
学
的
研
究
を
神
学
か
ら
分
離
さ
せ
た
。
言
語
哲

学
の
歴
史
に
於
い
て
最
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
の
は
フ
ン

ボ
ル
ト
で
あ
る
。
ハ
ー
マ
ン
に
と
っ
て
は
神
と
語
る
人
間
が

言
葉
の
う
ち
に
創
造
さ
れ
、
ヘ
ル
ダ
ー
に
と
っ
て
は
宇
宙
と

語
る
人
間
が
言
葉
の
発
明
者
で
あ
っ
た
が
、
フ
ン
ボ
ル
ト
に

と
っ
て
は
人
間
と
語
る
人
間
が
言
葉
の
創
造
者
で
あ
る
。
言

語
は
彼
に
と
っ
て
死
せ
る
語
・
語
の
結
合
・
文
法
的
規
則
の

総
体
で
な
く
、
生
け
る
言
語
活
動
の
総
体
で
あ
り
、
生
産
物

（ergon

）
で
な
く
、
生
産
（energeia

）
で
あ
る
。
各
言
語

は
一
民
族
の
到
達
し
た
世
界
観
の
顕
現
で
あ
る
、
彼
等
の
言

語
は
彼
等
の
精
神
で
あ
り
、
彼
等
の
精
神
は
彼
等
の
言
語
で

あ
っ
て
、
両
者
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
思

想
は
文
献
学
者
ベ
ッ
ク
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の

言
語
哲
学
者
の
功
績
は
人
間
存
在
及
び
文
化
の
歴
史
性
の
発

見
に
存
し
、彼
等
は
歴
史
的
意
識
の
発
達
に
多
く
貢
献
し
た
。

そ
の
後
シ
ュ
タ
イ
ン
タ
ー
ル
、
ヴ
ン
ト
等
に
よ
る
心
理
学
的

研
究
を
始
め
、
言
語
の
研
究
は
科
学
的
に
な
っ
た
。
併
し
現

代
哲
学
に
於
い
て
表
現
論
、
歴
史
哲
学
等
の
問
題
が
重
要
と

な
り
、
解
釈
学
が
哲
学
の
方
法
と
し
て
一
般
化
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
、
言
語
哲
学
は
再
び
関
心
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

現
在
〔
英Present　
仏Présent　
独G

egenw
art

〕　

時
間

の
一
様
相
と
し
て
過
去
及
び
未
来
に
対
す
る
。
併
し
多
く
の

哲
学
者
は
現
在
に
特
別
の
重
要
な
意
味
を
認
め
、
過
去
も
未

来
も
現
在
に
規
定
さ
れ
、
時
間
は
現
在
か
ら
考
え
ね
ば
な
ら

ぬ
と
し
て
い
る
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
過
去
も

未
来
も
あ
る
の
で
な
く
、本
来
た
だ
過
去
せ
る
も
の
の
現
在
、

現
在
す
る
も
の
の
現
在
、未
来
な
る
も
の
の
現
在
（praesens 

de praeteritis, praesens de praesentibus, praesens de 

futuris

）
が
あ
る
。
ま
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
ベ
ル
グ
ソ
ン
等

は
、
現
在
は
過
去
を
含
み
未
来
を
孕
む
と
述
べ
て
い
る
。
特

殊
な
意
味
に
於
け
る
現
在
と
し
て
「
瞬
間
」
が
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
も
瞬
間
は
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
本
来
時
間
の
原

子
で
な
く
、永
遠
の
原
子
で
あ
る
。
そ
こ
で
更
に
現
在
は「
永

遠
の
今
」
と
し
て
永
遠
の
意
味
に
解
さ
れ
る
。
そ
れ
は
過
去

と
未
来
が
現
在
に
同
時
存
在
的
で
あ
る
現
在
で
あ
る
。
時
間

は
永
遠
の
今
の
自
己
限
定
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
時
間
は
瞬

間
か
ら
瞬
間
へ
非
連
続
的
に
移
っ
て
ゆ
く
が
、
あ
ら
ゆ
る
時

間
は
永
遠
の
今
に
於
い
て
あ
る
。

現
実
と
現
実
性
〔
英A

ctuality　
仏A

ctualité　
独W

irklichkeit, 

A
ktualität

〕　

こ
の
語
は
往
々
、
実
在
と
実
在
性i R

ealityi

と

い
う
の
と
同
じ
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
た
そ
れ
と
種
々
の

仕
方
で
区
別
さ
れ
て
い
る
。
最
も
広
い
意
味
で
は
凡
て
仮
象

的
な
も
の
に
対
し
真
に
存
在
す
る
も
の
が
現
実
と
い
わ
れ
、

現
実
の
現
実
た
る
の
性
質
が
現
実
性
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ

は
単
に
経
験
的
事
実
に
つ
い
て
の
み
で
な
く
、
イ
デ
ー
の
如

き
超
経
験
的
な
存
在
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
が
で
き

る
。
次
に
体
験
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
、
主
観
的
な
現
実
性

に
対
し
て
事
物
の
媒
介
さ
れ
た
、
客
観
的
な
現
実
性
が
区
別

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
客
観
的
に
現
実
的
な
も
の
と
は
、
綜
合

的
に
結
合
さ
れ
た
経
験
内
容
の
法
則
的
な
聯
関
の
う
ち
に
於

い
て
一
つ
の
位
置
を
占
め
る
も
の
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
現
実
性
は
単
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
な
く
、
却
っ
て

経
験
の
方
法
的
な
加
工
に
よ
っ
て
初
め
て
作
り
出
さ
れ
る
も

の
で
あ
る
。
更
に
現
実
性
は
可
能
性
に
対
し
て
、
ま
た
必
然

性
に
対
し
て
区
別
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
の
形

式
的
条
件
と
一
致
せ
る
も
の
は
可
能
的
で
あ
り
、
経
験
の
内

容
的
条
件
即
ち
感
覚
と
関
聯
せ
る
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
の
現
実
的
な
も
の
と
の
関
聯
が
経
験
の
一
般
的

条
件
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
必
然
的
に
存
在
す

る
、
と
云
わ
れ
る
。
最
も
勝
れ
た
意
味
に
於
い
て
は
現
実
性

は
活
動i A

ct, W
irkungi

と
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
現
実
的

な
も
の
と
は
運
動
す
る
も
の
、
働
く
も
の
、
発
展
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
も
現
実
性
は
可
能
性
に
対
し
て
考
え
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ら
れ
る
が
、
そ
の
と
き
可
能
性
と
は
潜
在
も
し
く
は
潜
勢
を

意
味
し
、
現
実
性
と
は
そ
の
顕
現
も
し
く
は
顕
勢
、
可
能
的

な
も
の
が
自
己
を
実
現
し
た
段
階
、
こ
の
自
己
実
現
の
終
局

ま
た
は
目
的
を
意
味
す
る
。
可
能
的
な
も
の
が
現
実
的
と
な

る
こ
と
が
運
動
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
及
び
ヘ

ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
意
味
で
現
実
性
と
い
う
語
を
用
い
て

い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
い
て
は
可
能
性
は
質
料
的
な

も
の
、
現
実
性
は
形
相
的
な
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ

れ
ば
、
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
り
、
理
性
的
な
も
の

は
現
実
的
で
あ
る
。

現
象
と
本
質
〔
希Phainom

enon k. N
oum

enon　

独Erscheinung u. W
esen

〕　

普
通
の
意
味
で
は
現
象
と
は

凡
て
知
覚
に
入
っ
て
来
る
出
来
事
を
い
い
、
こ
れ
に
対
し
本

質
と
は
現
象
の
思
惟
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
真
の
姿
を
意
味

す
る
。
哲
学
上
に
於
い
て
も
古
来
、
現
象
は
感
官
に
対
し
て

現
れ
る
も
のi phainom

enoni

を
指
し
、
理
性
に
よ
っ
て
思

惟
さ
れ
る
本
質
（
本
体
・
理
体noum

enon

）
か
ら
区
別
さ

れ
た
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
や
プ
ラ
ト
ン
に
於
い
て
の
如
く
、
理

性
の
み
が
真
知
の
能
力
で
あ
っ
て
、
感
性
は
存
在
せ
ざ
る
も

の
を
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
る
点
で
誤
謬
の
源
泉
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
、
現
象
と
本
質
と
の
間
に
は
価
値
の

差
異
を
生
じ
、
本
質
は
真
の
、
形
而
上
学
的
な
、
絶
対
的

な
、
本
源
的
な
存
在
で
あ
っ
て
、
現
象
は
低
度
の
、
信
頼
す

べ
か
ら
ざ
る
、
経
験
的
な
、
第
二
次
的
な
、
派
生
的
な
存
在

で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
。
併
し
現
象i Erscheinungi

と
仮
象i

Scheini

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
象
は
主
観
に
関

係
付
け
ら
れ
、
実
在
も
し
く
は
「
物
自
体
」‘D

ing an sich’i

が
認
識
す
る
主
観
に
対
し
そ
の
内
容
も
し
く
は
対
象
と
し

て
、
主
観
の
形
式
に
入
っ
た
も
の
と
し
て
、
我
々
の
知
覚
及

び
思
惟
の
仕
方
に
従
っ
て
把
捉
さ
れ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る

も
の
を
謂
う
に
し
て
も
、単
な
る
仮
象
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
に
於
い
て
は
、
現
象
と
は
感
性
の
形
式
た
る
時
間
空
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間
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
た
多
様
な
る
感
覚
内
容
が
悟
性
の
形

式
た
る
範
疇
に
よ
っ
て
綜
合
統
一
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
物
自
体
は
認
識
主
観
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
超
越

的
対
象
で
あ
っ
て
、
主
観
の
認
識
の
限
界
外
に
あ
る
。
主
観

の
認
識
し
得
る
の
は
感
官
が
物
自
体
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
感
覚
と
結
び
付
い
た
現
象
の
み
で
あ

る
。
現
象
界
は
主
観
の
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
主

観
は
超
個
人
的
意
味
を
有
す
る
故
に
、
現
象
は
先
験
的
観
念

性
を
有
す
る
と
共
に
経
験
的
実
在
性
を
具
え
て
い
る
。
併
し

カ
ン
ト
に
於
い
て
も
な
お
現
象
の
背
後
に
本
質
が
存
し
、
現

象
は
こ
の
も
の
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
た
に
反
し
、
現
象
学
に

於
い
て
は
か
く
の
如
き
意
味
の
対
立
を
認
め
な
い
。
フ
ッ
サ

ー
ル
は
先
ず
本
質i W

eseni

と
事
実i Tatsachei

と
を
区
別
す

る
。
例
え
ば
三
角
形
は
事
実
と
し
て
は
種
々
の
仕
方
で
与
え

ら
れ
る
が
、
そ
の
凡
て
の
場
合
に
於
い
て
三
角
形
の
三
角
形

た
る
所
以
の
も
の
即
ち
三
角
形
の
本
質
は
つ
ね
に
同
一
で
あ

り
、
形
相
的
統
一
を
保
っ
て
い
る
。
事
実
を
か
か
る
本
質
に

還
元
し
、
更
に
本
質
を
超
越
的
な
も
の
と
し
て
留
め
て
お
く

こ
と
な
く
、
純
粋
な
内
在
の
立
場
に
還
元
し
、
か
く
て
本
質

を
原
本
的
に
与
え
る
意
識
を
分
析
し
、
記
述
す
る
の
が
現
象

学
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
現
象
と
は
何
物
か
の
現
象
と

考
え
ら
る
べ
き
で
な
く
、
自
己
を
自
己
自
身
に
於
い
て
示
し

て
い
る
も
の
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
い

る
。
現
象
学
的
美
学
を
唱
え
る
ガ
イ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
美
的

価
値
は
対
象
の
実
在
的
性
質
で
な
く
、
現
象
的
性
質
に
存
す

る
。
併
し
美
的
現
象
は
美
的
仮
象
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
仮
象
の
思
想
を
美
学
の
中
へ
導
き
入
れ
る
場
合
、
ひ
と

は
単
純
に
美
的
現
象
を
分
析
し
て
い
る
の
で
な
く
、
実
在
性

の
見
地
を
持
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
的
方
面
か
ら

見
れ
ば
美
的
対
象
は
仮
象
で
な
い
。
実
在
性
の
見
地
か
ら
現

象
と
本
質
と
を
区
別
す
る
事
は
現
象
学
に
於
い
て
は
無
意
味

で
あ
る
。
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合
目
的
性
〔Zw

eckm
ässigkeit

〕　

目
的
に
適
合
せ
る
性

質
を
合
目
的
性
と
い
う
。
そ
れ
は
カ
ン
ト
に
従
っ
て
客
観
的

合
目
的
性
と
主
観
的
合
目
的
性
と
に
区
別
さ
れ
る
。
先
ず
客

観
的
合
目
的
性
と
い
う
場
合
、
合
目
的
性
が
客
観
に
於
い

て
、
就
な
か
ん
ず
く中
有
機
的
自
然
に
於
い
て
考
え
ら
れ
る
。
有
機
体
に

あ
っ
て
は
全
体
は
部
分
の
機
械
的
集
合
と
見
る
こ
と
が
で
き

ぬ
。
各
々
の
部
分
は
全
体
に
対
し
且
他
の
部
分
に
対
し
内
面

的
必
然
的
関
係
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
。
部
分
は
何
れ
も

全
体
の
目
的
に
適
合
す
る
よ
う
に
そ
の
存
在
、
機
能
、
発
達

を
規
定
さ
れ
て
い
る
。
次
に
主
観
的
合
目
的
性
は
美
的
判
断

力
に
関
係
し
て
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
直
観
の

能
力
と
し
て
の
自
由
な
想
像
力
の
作
用
と
概
念
の
能
力
と
し

て
の
悟
性
の
合
法
則
的
な
作
用
と
が
相
互
に
そ
の
作
用
を
促

進
し
つ
つ
意
図
な
く
し
て
調
和
し
、
こ
の
調
和
の
意
識
が
普

遍
妥
当
的
な
快
の
感
情
と
し
て
現
れ
る
と
こ
ろ
に
、
美
的
趣

味
判
断
は
成
立
す
る
。
即
ち
対
象
の
表
象
が
か
よ
う
に
想
像

力
と
悟
性
と
を
調
和
さ
せ
、そ
こ
に
快
の
感
情
を
起
す
場
合
、

対
象
は
判
断
力
に
対
し
て
合
目
的
と
認
め
ら
れ
、
美
と
し
て

評
価
さ
れ
る
。
従
っ
て
こ
の
場
合
、
合
目
的
性
は
心
意
の
階

調
に
於
い
て
成
立
し
、
主
観
的
に
し
て
形
式
的
で
あ
る
。
そ

れ
は
意
図
な
く
し
て
目
的
に
か
な
う
意
識
の
調
和
故
、「
目

的
な
き
合
目
的
性
」
で
あ
る
。
か
か
る
カ
ン
ト
の
見
解
に
対

し
、
芸
術
作
品
を
一
個
の
「
有
機
体
」
と
見
る
立
場
は
、
芸

術
に
客
観
的
な
実
質
的
な
合
目
的
性
を
認
め
る
事
に
な
る
。

更
に
芸
術
に
就
い
て
云
わ
れ
る
効
用
性
も
一
種
の
合
目
的
性

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
外
的
な
合
目
的
性
と
さ
れ
る
。

功
利
性
〔
英U

tility　
仏U

tilité　
独N

ützlichkeit

〕　

事

物
が
生
活
に
対
し
て
、
実
際
的
な
目
的
に
対
し
て
効
用
を
も

た
ら
す
性
質
を
功
利
性
と
い
う
。
ド
イ
ツ
流
の
観
念
論
的
美

学
に
於
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
美
的
仮
象
の
説
を
始
め
、
美
と

功
利
性
と
は
没
交
渉
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
然
る
に
ギ
ュ
イ
ヨ

ー
は
美
と
功
利
性
と
は
調
和
一
致
す
る
と
見
て
い
る
。
彼
に
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よ
れ
ば
、
外
的
物
体
に
於
い
て
功
利
性
は
常
に
或
る
美
を
構

成
し
、
ま
た
社
会
の
連
帯
性
と
い
う
も
の
が
最
も
高
い
且
最

も
複
雑
な
美
的
感
情
の
原
理
で
あ
る
。
更
に
ス
ペ
ン
サ
ー
に

よ
れ
ば
、
美
と
功
利
性
と
は
一
致
し
な
い
が
、
そ
の
矛
盾
撞

着
は
発
達
的
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
、
即
ち
最

初
生
活
に
有
用
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
後
に
美
的
性
質
が
派
生

す
る
。「
人
生
の
た
め
の
芸
術
」
と
い
う
思
想
と
「
芸
術
の

た
め
の
芸
術
」
と
い
う
思
想
と
は
、
芸
術
の
功
利
性
に
就
い

て
相
反
す
る
立
場
に
立
つ
。
前
者
は
芸
術
も
人
生
の
目
的
に

仕
え
る
功
利
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
後
者
は
芸
術
は
斯

か
る
効
用
か
ら
離
れ
て
純
粋
に
美
を
追
求
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

考
え
る
。

個
人
主
義
の
文
芸　
社
会
主
義
の
文
芸
に
対
し
て
個
人
主

義
の
文
芸
と
云
わ
れ
る
。
人
間
は
社
会
的
存
在
で
あ
り
、
個

人
も
社
会
の
中
に
於
い
て
個
別
化
さ
れ
る
と
見
な
い
で
、
個

人
を
中
心
と
見
る
文
芸
の
事
で
あ
る
。
そ
れ
は
特
に
近
代
社

会
に
於
け
る
個
人
主
義
の
発
達
に
伴
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ

り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
文
学
の
多
く
は
個
人
主
義
の
文
芸
で
あ
る

と
見
做
さ
れ
る
。
歴
史
は
英
雄
の
作
る
も
の
で
あ
り
、
人
生

の
価
値
と
目
的
は
少
数
の
個
人
に
あ
る
な
ど
と
考
え
る
英
雄

主
義
の
文
学
は
個
人
主
義
の
文
芸
に
属
し
て
い
る
。
個
人
主

義
の
文
芸
は
タ
イ
プ
よ
り
も
特
性
的
な
も
の
を
描
こ
う
と

し
、
そ
の
創
作
態
度
に
於
い
て
も
作
家
の
主
観
、
特
に
天
才

を
重
要
視
す
る
。
一
般
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
文
学
は
、

個
性
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
を
重
ん
じ
、
英
雄
主
義
的
、

天
才
主
義
的
な
る
こ
と
等
に
於
い
て
、
個
人
主
義
の
文
芸
の

色
彩
が
最
も
濃
厚
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
社
会
主
義
の
文
芸

は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
立
場
を
主
張
し
て
い
る
。「
近
代
文
学
を

古
代
文
学
か
ら
最
も
根
本
的
に
区
別
す
る
も
の
は
、
一
般
性

を
特
殊
性
に
よ
っ
て
置
き
替
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
ゴ
ン
ク

ー
ル
兄
弟
は
云
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
特
殊
性
を
重
ん
ず
る
と

こ
ろ
か
ら
、
個
人
主
義
の
文
芸
は
個
人
的
生
活
の
描
写
、「
個
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人
の
歴
史
」
で
あ
る
こ
と
が
芸
術
の
本
来
の
課
題
で
あ
る
と

考
え
る
よ
う
に
な
る
。
芸
術
の
対
象
で
あ
る
人
生
は
個
々
の

個
人
の
特
殊
な
存
在
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
類
の
う

ち
に
も
、
種
の
う
ち
に
も
、
タ
イ
プ
の
う
ち
に
も
、
言
い
換

え
れ
ば
、
人
類
、
民
族
、
国
民
、
社
会
の
い
ず
れ
の
う
ち

に
も
あ
る
の
で
な
い
。
個
人
も
完
結
し
た
形
態
を
有
す
る
統

一
体
と
見
ら
れ
ず
、
心
理
の
多
様
性
に
分
解
さ
れ
る
。
か
く

し
て
元
来
主
観
主
義
的
傾
向
を
有
す
る
個
人
主
義
の
文
芸
は

「
心
理
記
述
」‘Psychographie’i

の
文
学
、
心
理
主
義
の
文

学
と
な
る
。
個
人
は
も
は
や
統
一
あ
る
人
格
で
な
く
な
り
、

人
格
は
意
識
の
流
に
分
解
さ
れ
る
。
客
観
的
な
現
実
は
認
め

ら
れ
な
く
な
り
、却
っ
て
芸
術
家
が
凡
て
と
な
る
の
で
あ
る
。

最
初
封
建
的
な
も
の
と
の
闘
争
に
対
し
て
進
歩
的
意
義
を
有

し
た
個
人
主
義
の
文
芸
は
そ
の
意
義
を
失
っ
て
い
る
。

個
性〔
英Individuality　
独Individualtät, Eigenartigkeit

　
仏Individualité

〕　
（
三
）
個
性
化
〔
英Individualization

　
仏
独Individualisation

〕　

こ
れ
は
社
会
に
対
し
て
個
人
の

個
性
が
形
成
さ
れ
て
行
く
こ
と
を
謂
う
。
社
会
の
範
囲
が
小

さ
く
、
団
結
が
緊
密
な
場
合
に
は
、
社
会
意
識
の
拘
束
は
強

く
、
個
性
化
の
程
度
は
少
な
い
。
社
会
の
範
囲
が
拡
大
さ
れ

る
時
に
は
、
社
会
の
個
人
に
対
す
る
圧
迫
は
弛
み
、
且
つ
社

会
の
文
化
内
容
は
増
加
し
て
各
自
が
任
意
に
そ
れ
か
ら
選
択

を
行
う
故
に
、
個
人
間
の
差
異
は
著
し
く
な
る
。
か
か
る
個

性
化
に
よ
っ
て
社
会
意
識
の
拘
束
は
弱
め
ら
れ
、
ま
た
各
人

は
独
自
の
文
化
内
容
を
創
造
し
、
か
く
し
て
新
た
に
個
性
化

の
基
礎
が
作
ら
れ
る
。
併
し
個
性
化
も
た
だ
社
会
の
内
部
に

於
い
て
行
わ
れ
得
る
の
で
あ
り
、
個
人
は
自
己
の
特
殊
性
の

中
に
普
遍
性
を
作
り
出
す
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
個
性
と
は

云
わ
れ
得
な
い
。

シ
ェ
ス
ト
フ
〔Lev Shestov

（1886

―
【1938

】）〕　

シ

ェ
ス
ト
フ
と
い
う
の
は
ペ
ン
ネ
イ
ム
で
、
本
名
は
レ
フ
・
イ
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サ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
チ
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
マ
ンLev Isaakovitch 

Shvartsm
ani

と
い
う
。
キ
エ
フ
で
生
れ
、
初
め
弁
護
士
を

志
望
し
て
モ
ス
ク
ワ
と
キ
エ
フ
の
法
科
大
学
で
高
等
教
育
を

受
け
た
が
、
一
八
九
八
年
処
女
作
『
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
と
そ

の
批
評
家
ブ
ラ
ン
デ
ス
』
を
出
し
、
著
述
家
と
し
て
立
つ
こ

と
に
な
っ
た
。
こ
の
書
は
シ
ェ
ス
ト
フ
の
作
中
唯
一
の
独
断

的
な
書
と
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
本
領
が
発
揮
さ
れ
た
の
は
そ

の
後
の
著
作
に
於
い
て
で
あ
る
。
一
九
一
一
―
―
一
二
年
に

六
巻
本
の
『
全
集
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
前
掲
書
を
第
一
巻
と

し
、
第
二
巻
『
ト
ル
ス
ト
イ
と
ニ
ー
チ
ェ
の
教
義
に
於
け
る

善
』、
第
三
巻
『
ド
ス
ト
イ
ェ
フ
ス
キ
イ
と
ニ
ー
チ
ェ
（
悲

劇
の
哲
学
）』、
第
四
巻
『
無
根
の
神
化
』、
第
五
巻
『
端
初

と
終
末
』、
第
六
巻
『
偉
大
な
る
前
夜
』
が
そ
の
内
容
で
あ

る
。
そ
の
後
更
に
彼
は
『
鍵
の
力
』（1923

）、『
ヨ
ブ
の
秤

で
』（1929

）
の
二
大
著
を
公
に
し
、
別
に
雑
誌
に
発
表
さ

れ
た
諸
論
文
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
述
の
多
く
は
、
英
・
独
・

仏
・
伊
等
の
諸
国
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
一
九
一
七
年
の

ロ
シ
ア
に
於
け
る
革
命
後
、
国
外
に
亡
命
し
、
最
近
は
フ
ラ

ン
ス
に
居
住
し
て
い
る
。
我
が
国
に
於
い
て
シ
ェ
ス
ト
フ
は

二
三
年
前
特
に
青
年
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
間
に
非
常
な
勢

で
流
行
し
、
彼
に
就
い
て
多
数
の
評
論
が
書
か
れ
、
所
謂
不

安
の
文
学
、
不
安
の
哲
学
の
重
要
な
源
泉
と
な
っ
た
。
彼
の

思
想
は
末
期
的
な
不
安
と
絶
望
と
の
表
現
で
あ
る
と
云
わ
れ

る
が
、
虚
無
主
義
と
非
合
理
主
義
と
に
よ
っ
て
深
く
浸
潤
さ

れ
て
い
る
。
現
実
に
対
す
る
激
し
い
憤
怒
、
理
性
へ
の
執
拗

な
抗
議
、
凡
て
自
明
と
さ
れ
る
も
の
に
対
す
る
殆
ど
絶
望
的

と
見
え
る
否
定
、
し
か
し
ま
た
自
由
で
冒
険
的
で
最
後
ま
で

真
摯
な
る
探
求
、
か
か
る
精
神
が
彼
の
労
作
の
う
ち
に
は
戦

慄
し
て
い
る
。
彼
は
近
代
的
原
理
の
最
後
の
発
展
形
態
た
る

実
証
主
義
の
中
に
潜
り
込
み
、
そ
の
果
て
に
於
い
て
「
虚
無

よ
り
の
創
造
」
と
い
う
こ
と
を
捉
え
て
来
た
。
そ
こ
に
人
間

の
生
存
の
根
本
的
な
窮
迫
と
共
に
そ
の
絶
対
的
な
可
能
性
も
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し
く
は
自
由
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

〔
文
献
〕　
三
木
清
監
修
、シ
ェ
ス
ト
フ
選
集
・
二
巻（
改
造
社
）。

河
上
徹
太
郎
・
阿
部
六
郎
訳
、
悲
劇
の
哲
学
。
河
上
徹
太
郎
訳
、

虚
無
よ
り
の
創
造
（
チ
ェ
ー
ホ
フ
論
）。
木
寺
黎
二
・
安
土
礼

二
郎
・
福
島
豊
訳
、
無
か
ら
の
創
造
（
こ
れ
は
文
献
が
詳
し

く
挙
げ
ら
れ
て
い
る
）。

自
然
（
一
）
自
然
〔
英
仏N

ature　
独N

atur

〕　

拉
典
語

‘natura’i

は
希
臘
語i ‘phusis’i
の
訳
で
、
も
とi ‘nasci’

（
生

れ
る
）
か
ら
来
て
お
り
、
近
代
語
は
そ
れ
よ
り
転
化
し
た
も

の
で
あ
る
。
自
然
と
は
先
ず
物
の
固
有
の
性
、
本
性
、
本
質

を
意
味
す
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
前
の
希
臘
の
自
然
哲
学
者
は
物

の
常
住
の
本
質
ま
た
は
実
体
を
自
然
と
称
し
た
。
か
か
る
形

而
上
学
的
原
理
と
し
て
の
自
然
は
特
に
生
成
及
び
運
動
と
の

関
係
に
於
い
て
考
え
ら
れ
る
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、

自
然
と
は
自
然
的
な
も
の
の
原
理
で
あ
り
、
自
然
的
な
も
の

と
は
自
己
自
身
の
う
ち
に
運
動
の
原
理
を
有
す
る
も
の
で
あ

る
。
更
に
自
然
と
い
う
語
は
万
物
の
創
造
者
に
対
し
て
用
い

ら
れ
、
創
造
者
と
し
て
の
自
然
と
被
造
物
と
し
て
の
自
然
と

を
一
体
と
見
て
汎
神
論
が
説
か
れ
た
。
所
謂「
能
産
的
自
然
」

‘natura naturans’i

と
「
所
産
的
自
然
」‘natura naturata’i

が
こ
れ
に
当
り
、
前
者
は
万
物
の
生
源
と
し
て
の
自
然
、
後

者
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
万
物
の
総
体
を
謂
う
。
ま
た
自
然

と
い
う
語
は
人
為
に
対
し
て
人
為
な
ら
ぬ
も
の
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
は
道
徳
は
自
然
に
よ
る
（phusei

）

か
、
そ
れ
と
も
人
為
即
ち
人
間
の
約
束
乃
至
習
慣
に
よ
る

（thesei

）
か
と
い
う
問
題
を
提
出
し
て
い
る
。
進
ん
で
「
自

然
法
」
の
如
き
概
念
は
、
制
定
法
に
対
し
、
凡
て
の
歴
史
的

に
与
え
ら
れ
た
法
律
を
越
え
て
規
範
と
し
て
立
つ
書
か
れ
ざ

る
法
律
を
い
っ
て
い
る
。
か
く
て
自
然
は
歴
史
的
な
も
の
に

対
す
る
永
遠
な
る
規
範
の
意
味
を
有
す
る
。
自
然
は
ま
た
文

化
に
対
し
、
未
だ
文
化
価
値
を
担
わ
ざ
る
も
の
の
意
味
に
用

い
ら
れ
る
。
精
神
に
対
し
て
自
然
は
人
間
の
肉
体
的
な
、
衝
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動
的
な
側
面
を
謂
う
。
更
に
自
然
と
い
う
語
は
神
の
恩
寵
或

い
は
啓
示
に
対
し
、
人
間
の
本
性
に
具
わ
る
理
知
乃
至
理

性
の
意
味
に
考
え
ら
れ
た
。
中
世
に
於
け
る
「
自
然
の
光
」

‘lum
en naturae’, ‘lum

en naturale’i

と
い
う
語
の
意
味
は
こ

れ
で
あ
り
、
啓
示
宗
教
に
対
す
る
自
然
宗
教
と
い
う
の
も
理

性
に
基
づ
く
宗
教
の
こ
と
で
あ
る
。
認
識
論
的
意
味
に
於
い

て
は
、
自
然
と
は
可
能
な
る
経
験
の
対
象
も
し
く
は
理
論
的

意
識
一
般
の
内
容
と
し
て
の
法
則
的
に
結
合
さ
れ
た
現
象
の

総
体
の
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
は
人
間
の
作
る
も
の
、
精
神
的

な
も
の
、
文
化
的
な
も
の
と
し
て
自
然
に
対
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
併
し
他
方
芸
術
家
の
制
作
は
自
然
そ
の
も
の
の
如
く

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
プ
ラ
ト
ン

の
よ
う
に
芸
術
は
イ
デ
ア
の
模
倣
た
る
自
然
の
更
に
模
倣
で

あ
る
と
見
る
者
も
あ
れ
ば
、
近
代
の
自
然
主
義
の
よ
う
に
理

想
主
義
に
反
対
し
て
芸
術
は
現
実
の
あ
り
の
侭
を
写
さ
ね
ば

な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
者
も
あ
り
、
逆
に
オ
ス
カ
ー
・
ワ
イ
ル

ド
は
自
然
は
芸
術
を
模
倣
す
る
と
述
べ
て
い
る
。
更
に
自
然

美
と
芸
術
美
の
問
題
等
が
存
在
す
る
。

自
然
哲
学
〔
英Philosophy of N

ature　
仏Philosophie 

de la nature　
独N

aturphilosophie

〕　

大
別
し
て
二
様
の

意
味
が
あ
る
。
先
ず
自
然
に
関
す
る
形
而
上
学
を
謂
う
。
即

ち
経
験
的
自
然
科
学
と
は
異
な
る
思
弁
的
方
法
を
も
っ
て
自

然
現
象
の
根
柢
を
な
す
形
而
上
学
的
な
究
極
の
原
理
を
研
究

す
る
も
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
自
然
科
学
の
発
達
以
前
に
於

け
る
自
然
考
察
は
お
お
む
ね
こ
れ
に
属
す
る
。
そ
の
代
表
的

な
も
の
と
し
て
は
、希
臘
の
所
謂
自
然
哲
学
者
た
ち
の
哲
学
、

プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
物
理
学
、
ス
ト
ア
派
、
エ

ピ
ク
ロ
ス
派
の
自
然
哲
学
、中
世
に
於
け
る
ア
ル
ベ
ル
ツ
ス
・

マ
グ
ヌ
ス
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
、
ロ
ー
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー

コ
ン
、
ヴ
ィ
テ
ロ
、
ま
た
文
芸
復
興
期
に
栄
え
た
パ
ラ
ケ
ル

ス
ス
、
カ
ル
ダ
ノ
、
テ
レ
シ
オ
、
ブ
ル
ー
ノ
、
カ
ン
パ
ネ
ラ

等
の
汎
神
論
的
自
然
観
が
あ
る
。
更
に
十
九
世
紀
の
独
逸
観
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念
論
哲
学
に
於
い
て
自
然
の
思
弁
的
考
察
は
盛
ん
と
な
り
、

シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
ハ
ル

ト
マ
ン
等
が
あ
る
。
次
に
自
然
哲
学
は
自
然
科
学
の
原
理
論

を
謂
う
。
既
に
ガ
リ
レ
イ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
等
に
於
い
て
か
か

る
意
味
を
有
し
た
が
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
以
後
そ
の
意
味

が
限
定
確
立
さ
れ
、自
然
哲
学
は
自
然
科
学
的
認
識
の
批
判
、

即
ち
そ
れ
の
拠
っ
て
立
つ
と
こ
ろ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
、

そ
の
客
観
的
認
識
と
し
て
の
権
利
、
そ
の
妥
当
す
べ
き
限
界

を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
見
ら
れ
て
い
る
。マ
ッ
ハ
、

ポ
ア
ン
カ
レ
、
ラ
ッ
セ
ル
等
は
、
特
殊
科
学
の
研
究
か
ら
か

か
る
見
地
に
達
し
、
コ
ー
ヘ
ン
、
ナ
ト
ル
プ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ

ー
等
は
、
そ
の
認
識
論
の
立
場
か
ら
か
か
る
見
解
を
と
っ
て

い
る
。

思
想
〔
英Thought　
仏Pensée　
独G

edanke

〕　

思
考
の

結
果
と
し
て
生
ず
る
意
識
内
容
が
思
想
と
い
わ
れ
る
。
思
考

と
言
語
と
は
密
接
な
関
係
を
有
し
、
従
っ
て
言
語
の
芸
術
で

あ
る
文
学
は
思
想
と
特
に
深
い
関
係
が
あ
る
。
文
学
は
諸
芸

術
の
う
ち
「
思
想
の
芸
術
」
或
い
は
「
精
神
の
芸
術
」
と
称

せ
ら
れ
る
。
文
学
と
思
想
と
の
関
係
は
、
所
謂
反
省
詩
や
教

訓
詩
、
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
の
『
物
の
本
性
に
つ
い
て
』
ま
た

は
ヴ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
作
篇
』
の
如
き
教
育
詩
の
場
合

の
よ
う
に
、
一
定
の
教
義
・
理
論
・
教
訓
を
た
だ
文
学
的
形

式
を
借
り
て
現
す
と
い
う
、
外
面
的
な
関
係
に
限
ら
れ
て
い

な
い
。
多
く
の
勝
れ
た
文
学
は
諸
々
の
出
来
事
の
中
か
ら
生

れ
て
来
る
一
般
的
な
諸
観
念
を
対
話
・
独
白
或
い
は
合
唱
な

ど
の
う
ち
に
於
い
て
結
合
し
、
人
生
に
つ
い
て
の
一
の
聯
関

あ
る
見
解
を
表
現
し
て
い
る
。
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』

な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
特
に
哲
学
的
な
作
品
に
於
い
て
の

み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
作
品
に
於
い
て
全
体
の
イ
デ
ー
の
把

握
と
細
部
々
々
の
こ
の
イ
デ
ー
へ
の
内
面
的
結
合
に
と
っ
て

芸
術
家
の
思
想
が
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
詩
人
の
世
界
観
が

最
も
強
力
に
出
て
く
る
の
は
不
十
分
な
直
接
の
言
葉
に
よ
っ
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て
で
は
な
く
、
雑
多
な
も
の
を
統
一
し
、
部
分
々
々
を
結
合

し
て
一
の
有
機
的
全
体
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
於
い
て
で
あ

る
」、
と
デ
ィ
ル
タ
イ
は
云
う
。
作
家
に
と
っ
て
思
想
が
外

部
か
ら
与
え
ら
れ
た
場
合
に
も
、
そ
れ
は
作
品
構
成
の
内
面

的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
転
化
さ
れ
る
事
が
必
要
で
あ
る
。
芸
術
と

雖
も
そ
の
時
代
に
於
け
る
生
の
問
題
の
解
決
の
機
関
で
あ

り
、
か
か
る
も
の
と
し
て
思
想
を
欠
く
事
が
で
き
な
い
。

時
代
〔
英A

ge　
独Zeit　
仏Â

ge
〕　
（
一
）
意
義　
歴
史

の
経
過
に
於
け
る
一
定
の
期
間
を
包
括
し
、
一
定
の
人
物
、

観
念
、事
件
等
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
統
一
を
有
す
る
。

例
え
ば
、
ゲ
ー
テ
時
代
、
自
然
主
義
時
代
、
フ
ラ
ン
ス
革
命

時
代
等
と
云
わ
れ
る
。
時
代
は
単
に
時
間
的
生
成
か
ら
は
考

え
ら
れ
ず
、
そ
れ
が
空
間
的
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
纏
め
ら
れ
て

生
ず
る
。
即
ち
時
代
は
時
間
と
空
間
と
の
、
生
成
と
存
在
と

の
、
流
動
と
イ
デ
ー
と
の
統
一
で
あ
る
。
一
時
代
は
一
定
の

時
代
意
識
、
或
い
は
ま
た
時
代
精
神
を
有
し
、
表
現
的
に
は

そ
の
時
代
の
ス
タ
イ
ル
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
そ
の
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
み
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
文

化
は
相
互
に
内
面
的
な
聯
関
と
統
一
と
を
現
し
て
い
る
。
か

か
る
関
係
は
そ
の
時
代
の
社
会
的
経
済
的
構
造
の
性
質
に
制

約
さ
れ
、
こ
れ
を
反
映
し
て
い
る
。
時
代
と
い
う
語
は
我
が

国
で
は
世
代i G

enerationi

と
い
う
も
の
と
同
じ
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
両
者
を
区
別
す
れ
ば
、
時
代
が
何
等
か

客
体
的
な
統
一
か
ら
考
え
ら
れ
る
に
対
し
、
世
代
は
主
体
的

な
統
一
を
重
ん
ず
る
と
云
い
得
る
が
、
具
体
的
な
歴
史
概
念

と
し
て
は
時
代
に
せ
よ
、
世
代
に
せ
よ
、
主
体
的
・
客
体
的

に
限
定
さ
れ
る
も
の
と
云
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

（
二
）
時
代
意
識　
一
時
代
に
共
通
な
意
識
で
あ
っ
て
、

そ
の
時
代
を
特
色
付
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
時

代
の
文
学
、
美
術
、
哲
学
、
宗
教
等
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
う

ち
に
共
通
に
現
れ
る
。一
時
代
の
文
化
は
相
互
作
用
を
な
し
、

時
代
意
識
を
形
成
発
達
さ
せ
る
が
、
か
か
る
相
互
作
用
が
可
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能
で
あ
る
の
も
そ
の
根
柢
に
共
通
の
時
代
意
識
が
存
す
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
意
識
的
な
有
意
的
な
影
響
の
関
係
が
な

く
て
も
、
同
時
代
の
凡
て
の
文
化
の
間
に
は
構
造
上
の
類
似

が
認
め
ら
れ
る
。
固
よ
り
時
代
意
識
は
そ
の
時
代
の
あ
ら
ゆ

る
文
化
の
う
ち
に
同
時
に
同
様
に
明
瞭
に
表
現
さ
れ
る
わ
け

で
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
於
い
て
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文

化
の
う
ち
に
優
先
的
に
特
別
に
明
瞭
な
表
現
に
達
す
る
と
い

う
よ
う
な
関
係
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
等
の
歴
史
哲
学
に
於
い

て
は
、時
代
意
識
は
所
謂
「
時
代
精
神
」‘Zeitgeist’i

と
し
て
、

そ
れ
が
時
代
の
実
体
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
唯
物
論
的
見
解

に
従
え
ば
、
共
通
の
時
代
意
識
が
存
在
す
る
の
も
其
時
代
の

文
化
が
共
通
の
経
済
的
土
台
を
反
映
す
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

思
潮
史
〔
独Ideengeschichte

〕　

歴
史
考
察
の
一
つ
の
立

場
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
事
実
の
因
果
的
関
係
の
叙
述

に
満
足
せ
ず
、
こ
れ
を
越
え
て
個
々
の
出
来
事
を
よ
り
高
い

且
よ
り
一
般
的
な
精
神
的
力
の
光
の
も
と
に
把
握
し
よ
う
と

す
る
。
か
か
る
精
神
的
力
も
し
く
は
イ
デ
ー
が
歴
史
的
過
程

の
背
後
に
働
き
、
こ
れ
を
形
成
す
る
本
来
の
力
で
あ
る
と
さ

れ
る
。
そ
の
立
場
に
於
い
て
イ
デ
ー
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に

は
、
民
族
精
神
・
時
代
精
神
・
国
民
的
意
識
・
自
由
等
々
の

も
の
が
あ
る
。
一
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
は
統
一
的
な
イ
デ

ー
に
支
配
さ
れ
て
お
り
、
か
か
る
イ
デ
ー
が
そ
の
時
代
を
特

徴
付
け
る
と
見
ら
れ
る
。
思
潮
史
的
立
場
は
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ヘ

ル
ダ
ー
等
の
歴
史
哲
学
を
源
泉
と
し
、
フ
ン
ボ
ル
ト
、
ラ
ン

ゲ
等
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
、
現
代
に
於
い
て
は
マ
イ
ネ

ッ
ケ
の
如
き
歴
史
家
が
こ
れ
を
代
表
す
る
が
、
就
中
デ
ィ
ル

タ
イ
が
重
要
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
於
い
て
は
イ
デ
ー
は

主
観
化
さ
れ
、「
構
造
心
理
学
」‘Strukturpsychologie’ 

に

よ
る
精
神
科
学
の
新
た
な
基
礎
付
け
が
企
て
ら
れ
た
。「
精

神
史
」‘G

eistesgeschichte’i

と
呼
ば
れ
る
も
の
は
思
潮
史

に
属
す
る
。
歴
史
学
を
「
精
神
科
学
」
と
見
る
一
派
は
、
即
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ち
こ
の
立
場
を
取
り
、
文
芸
学
、
芸
術
学
に
於
い
て
特
に
勢

力
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
長
所
と
し
て
は
、
文
学
、
美
術
な

ど
を
孤
立
的
に
見
ず
、
そ
の
時
代
の
全
体
の
文
化
と
の
構
造

聯
関
に
於
い
て
眺
め
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
が
、
イ
デ
ー
を

個
々
の
人
間
及
び
個
々
の
事
実
の
外
部
に
独
立
化
す
る
危
険

が
あ
る
。
歴
史
的
生
活
が
精
神
に
支
配
さ
れ
る
と
す
る
史
観

は
「
史
的
イ
デ
ー
説
」‘H

istorische Ideenlehre’ 

と
称
せ
ら

れ
、
マ
ル
ク
ス
は
か
か
る
見
解
に
そ
の
唯
物
史
観
を
対
立
さ

せ
た
の
で
あ
る
。

〔
文
献
〕W

. D
ilthey: Einleitung in die 

G
eistesw

issenschaften

（1883

）; E. R
othacker: Einleitung 

in die G
eistesw

issenschaften

（1920

）;H
. C

ysarz: 

Literaturgeschichte als G
eistesw

issenschaft

（1926

）.

実
体
〔
英
仏Substance　
独Substanz

〕　

普
通
に
物
の
本

質
、
核
実
を
謂
う
。
哲
学
的
に
は
変
化
す
る
現
象
の
「
基
底

に
横
た
わ
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。
即
ち
基
体
と
い
う
の
が

実
体
の
根
本
的
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
象
の
変
化
に
於
い

て
同
一
な
る
も
の
、
不
変
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

凡
て
の
変
化
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
る
統
一
で
あ
り
、
物
の
変

化
す
る
多
数
の
性
質
に
統
一
的
な
基
礎
を
与
え
る
物
の
本
性

で
あ
る
。
実
体
は
独
立
な
、
そ
れ
自
身
に
於
け
る
存
在
で
あ

り
、諸
性
質
は
こ
れ
の
偶
有
す
る
も
の
で
あ
る
。実
体
は
屡
々

諸
性
質
の「
担
い
手
」の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。か
く
て
独
立
性
、

同
一
性
も
し
く
は
不
変
性
が
実
体
の
表
徴
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
実
体
と
は
そ
れ
に
就
い

て
他
の
も
の
が
語
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
は
他
の
も
の
に
就
い

て
語
ら
れ
る
の
で
な
い
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
主
語
と
な
っ
て
決
し
て
述
語
と
な
ら
ぬ
も
の
が
実
体
で

あ
る
。
実
体
の
概
念
に
最
も
含
蓄
的
な
意
味
を
与
え
た
の
は

ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
が
、
彼
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
実
体
と
は
そ

れ
自
身
に
於
い
て
存
在
し
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
実
体
は
経
験
的
に



三
三
五

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

知
覚
さ
れ
得
る
諸
性
質
の
不
可
知
の
担
い
手
に
過
ぎ
ぬ
。
ま

た
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
実
体
は
物
自
体
で
な
く
て
先
験
的
な

範
疇
で
あ
り
、
こ
の
思
惟
形
式
に
よ
っ
て
我
々
は
変
化
す
る

も
の
を
不
変
な
も
の
に
関
係
付
け
る
の
で
あ
る
。
更
に
現
代

に
於
い
て
は
、
科
学
的
認
識
の
目
的
は
物
の
概
念
を
関
係
の

概
念
に
、
言
い
換
え
れ
ば
、
実
体
概
念
を
函
数
概
念
に
還
元

す
る
こ
と
に
あ
る
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。

自
発
性
〔
英Spontaneity　
仏Spontanéité　
独Spontaneität

〕

　

自
己
活
動
性
の
事
で
あ
り
、
外
部
か
ら
の
影
響
に
従
う
こ

と
な
く
、
自
己
自
身
か
ら
、
能
動
的
に
活
動
す
る
能
力
を
謂

う
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
於
い
て
は
、
表
象
を
自
ら
産
出
す

る
能
力
が
自
発
性
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
自
発
性
が
概
念

の
源
泉
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
感
性
の
受
容
性i R

ezeptivitäti

に
悟
性
の
自
発
性
を
対
せ
し
め
、
自
己
自
身
の
法
則
性
に
従

っ
て
働
く
統
一
の
機
能
と
し
て
の
悟
性
の
自
発
性
が
経
験
及

び
認
識
の
先
験
的
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
行
為
に
つ

い
て
自
発
性
は
自
由
の
問
題
と
関
聯
し
て
い
る
。
自
発
性
な

し
に
自
由
は
存
し
得
な
い
。
人
格
も
自
発
性
即
ち
自
己
自
身

の
う
ち
に
そ
の
出
発
点
を
有
し
、
内
部
か
ら
外
部
へ
向
っ
て

出
て
ゆ
く
活
動
を
除
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
も
と
よ

り
人
間
は
ど
こ
ま
で
も
環
境
か
ら
規
定
さ
れ
る
が
、
し
か
し

逆
に
ま
た
ど
こ
ま
で
も
環
境
を
規
定
し
て
ゆ
く
自
発
的
な
も

の
で
あ
る
。
芸
術
そ
の
他
の
文
化
の
領
域
に
於
い
て
は
特
に

個
人
の
自
発
性
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

思
弁
〔
英Speculation　
仏Spéculation　
独Spekulation

〕

　
も
と
観
想
（
希
臘
語
の
テ
オ
ー
リ
ア
）
を
意
味
し
た
。
従

っ
て
思
弁
的
は
古
く
は
実
践
的
に
対
し
て
理
論
的
と
い
う
意

味
に
用
い
ら
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
な
ど
に

於
い
て
は
、
そ
れ
は
特
に
超
感
性
的
な
も
の
の
観
想
乃
至
直

観
的
認
識
と
考
え
ら
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
的
哲
学
、
就
中
神

秘
主
義
者
に
於
い
て
は
、
そ
れ
は
特
に
瞑
想
に
よ
っ
て
神
的

な
も
の
を
直
接
的
に
把
握
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
た
。
カ
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ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
に
於
い
て
達
せ
ら
れ
な
い
対
象
に
関

わ
る
認
識
が
思
弁
的
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於
い
て
思
弁

的
は
経
験
的
に
対
し
、
純
粋
な
思
惟
に
よ
っ
て
認
識
を
構
成

す
る
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
、
思
弁
は
悟

性
の
立
場
に
於
け
る
認
識
に
対
し
て
理
性
の
立
場
に
於
け
る

認
識
を
謂
う
。
悟
性
的
認
識
は
矛
盾
律
に
従
う
形
式
論
理
に

基
づ
い
て
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
理
性
的
認
識
は
矛
盾

を
止
揚
し
綜
合
し
て
全
体
を
把
捉
す
る
具
体
的
な
も
の
で
あ

る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
で
は
思
弁
的
は
弁
証
法
的
と
い
う
意
味

を
有
す
る
。

思
弁
哲
学
〔
英Speculative Philosophy　
仏Philosophie 

speculative　
独Spekulative Philosophie

〕　

経
験
に
よ
ら

ず
純
粋
な
思
惟
に
よ
っ
て
認
識
を
構
成
す
る
哲
学
を
謂
う
。

従
っ
て
そ
れ
は
一
般
に
経
験
的
実
証
的
な
哲
学
に
対
立
し
て

い
る
。
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
認
識
の
限
界
を
越
え

て
絶
対
者
を
把
握
し
よ
う
と
し
た
ド
イ
ツ
観
念
論
の
哲
学
は

思
弁
哲
学
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に

於
い
て
頂
点
に
達
し
た
。
思
弁
哲
学
は
絶
対
者
の
哲
学
で
あ

り
、
人
間
の
有
限
性
を
無
視
し
て
自
己
を
神
の
立
場
に
お
く

哲
学
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
世
界
は
絶
対
者
た
る

イ
デ
ー
の
顕
現
乃
至
展
開
に
外
な
ら
ず
、
純
粋
に
論
理
的
に

構
成
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
絶
対
的
イ
デ
ー
は
一
般
者

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
特
殊
な
内
容
が
他
者
と
し
て
そ
れ
に
対

立
す
る
抽
象
的
形
式
と
し
て
の
一
般
者
で
な
く
、
一
切
の
規

定
、
そ
れ
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
た
内
容
の
全
体
が
そ
の
う
ち

へ
還
帰
せ
る
絶
対
的
形
式
と
し
て
の
一
般
者
で
あ
る
。
哲
学

が
経
験
的
現
実
に
合
致
す
る
こ
と
を
要
す
る
の
で
な
く
、
逆

に
、
経
験
的
現
実
が
思
惟
の
構
成
に
合
致
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

せ
ら
れ
る
。
一
切
の
特
殊
な
内
容
が
絶
対
的
イ
デ
ー
か
ら
演

繹
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
故
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
は
発
出

論
的
論
理i Em

anatistische Logiki

で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い

る
。
思
弁
哲
学
は
絶
対
的
観
念
論
で
あ
り
、
そ
の
前
提
と
な
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っ
て
い
る
の
は
汎
神
論
で
あ
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
批

判
に
よ
れ
ば
、
思
弁
哲
学
の
秘
密
は
神
学
、
思
弁
的
神
学
で

あ
り
、
他
方
汎
神
論
は
神
学
の
必
然
的
帰
結
で
あ
り
、
首
尾

一
貫
し
た
神
学
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
論
理
学
は
理
性
と
現

在
性
と
に
齎
ら
さ
れ
た
る
、
論
理
に
な
さ
れ
た
る
神
学
で
あ

る
。
唯
物
論
哲
学
が
か
か
る
思
弁
哲
学
に
決
定
的
に
対
立
す

る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
マ
ル
ク
ス
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー

ゲ
ル
の
弁
証
法
は
頭
の
中
で
逆
立
ち
し
た
弁
証
法
に
ほ
か
な

ら
ぬ
。
ま
た
認
識
の
形
式
と
内
容
と
を
区
別
し
、
そ
の
内
容

的
条
件
を
経
験
に
帰
す
る
新
カ
ン
ト
派
の
認
識
論
的
哲
学
も

思
弁
哲
学
は
形
而
上
学
で
あ
る
と
し
て
斥
け
、
更
に
人
間
存

在
の
有
限
性
を
主
張
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
等
も
そ
の
立
場
か

ら
思
弁
哲
学
に
反
対
し
て
い
る
。

自
由
〔
英Freedom

　
独Freiheit　
仏Liberté

〕　
（
七
）

自
由
と
文
芸　
自
由
と
文
芸
と
の
問
題
は
種
々
の
方
面
か
ら

考
え
ら
れ
る
。
先
ず
文
芸
作
品
は
芸
術
家
の
自
由
な
構
想

力
の
産
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
創
作
」
と
云
わ
れ
る
よ
う

に
、
作
家
の
自
由
な
活
動
に
基
づ
い
て
い
る
。
従
っ
て
文
芸

に
於
い
て
は
特
に
作
家
の
個
性
が
重
ん
じ
ら
れ
、
そ
の
自
由

が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
る
に
こ
の
よ
う
な
芸
術

的
活
動
の
自
由
は
現
実
的
に
は
つ
ね
に
政
治
的
自
由
と
結
び

附
い
て
存
在
し
得
る
。
そ
こ
に
は
差
当
り
検
閲
の
問
題
が
あ

る
。
文
芸
作
品
が
検
閲
の
問
題
に
関
し
て
紛
争
を
生
じ
た
例

は
少
な
く
な
い
。
多
く
の
作
品
が
良
俗
を
紊
す
も
の
、
公
安

を
害
す
る
も
の
と
い
う
理
由
で
発
売
禁
止
そ
の
他
の
厄
に
遇

っ
た
。
蓋
し
精
神
の
自
由
の
な
い
と
こ
ろ
に
文
芸
は
な
く
、

文
芸
の
精
神
は
反
抗
の
精
神
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ

る
。
文
芸
は
時
代
の
常
識
に
対
す
る
反
抗
で
あ
り
、
俗
物
性

に
対
す
る
反
抗
で
あ
る
。
作
家
は
そ
の
作
品
に
於
い
て
時
代

の
道
徳
、
生
活
、
政
治
等
を
絶
え
ず
批
判
し
て
き
た
。
か
よ

う
な
批
判
の
自
由
を
除
い
て
芸
術
的
自
由
は
考
え
ら
れ
な

い
。
然
る
に
か
よ
う
な
自
由
を
圧
迫
す
る
最
も
重
大
な
も
の
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は
階
級
的
制
限
で
あ
る
。
芸
術
的
自
由
は
階
級
的
政
治
的
自

由
と
密
接
に
関
聯
し
て
い
る
。
か
く
し
て
芸
術
家
は
政
治
的

自
由
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
り
得
な
い
。
古
来
多
く
の
勝
れ

た
作
家
は
自
由
の
た
め
に
戦
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
然
し
な

が
ら
、
凡あ
ら

ゆ
る
芸
術
的
活
動
を
直
接
に
政
治
的
目
的
に
従
属

さ
せ
る
所
謂
政
治
主
義
は
、
却
っ
て
ま
た
芸
術
的
自
由
を
圧

迫
す
る
こ
と
に
な
る
。
作
家
は
作
家
と
し
て
何
よ
り
も
彼
の

創
作
活
動
を
通
じ
て
政
治
的
自
由
の
た
め
に
、
人
類
の
解
放

の
た
め
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
政
治
主
義
は
芸
術
的

自
由
に
と
っ
て
必
要
な
個
性
の
尊
重
、
精
神
の
自
由
等
を
無

視
す
る
危
険
を
含
ん
で
い
る
。
文
芸
に
と
っ
て
は
政
治
的
自

由
と
共
に
人
間
的
自
由
が
問
題
で
あ
る
。
も
と
よ
り
人
間
的

自
由
と
政
治
的
自
由
と
は
抽
象
的
に
分
つ
こ
と
の
で
き
ぬ
も

の
で
あ
り
、
両
者
の
間
の
弁
証
法
的
な
関
係
を
理
解
す
る
こ

と
が
大
切
で
あ
る
。
個
人
の
自
由
は
社
会
的
に
自
覚
さ
れ
、

社
会
と
の
関
係
に
於
い
て
弁
証
法
的
に
捉
え
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
芸
術
家
の
自
由
、
天
才
の
肆し

い意
を
極
端
に
重
ん
ず
る
ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
文
芸
思
想
と
し
て
も
抽
象
的
で
あ
る
こ

と
を
免
れ
な
い
。
現
代
に
於
い
て
自
由
と
文
芸
の
問
題
は
特

に
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
重
大
な
関
心
と
な
っ
て
い
る
。

即
ち
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
政
治
的
強
権
主
義
は
文
芸
の
自
由
を

危
く
し
、そ
の
伝
統
主
義
保
守
主
義
は
創
造
的
自
由
を
奪
い
、

そ
の
民
族
主
義
国
民
主
義
は
文
化
の
国
際
性
を
否
定
し
、
文

化
破
壊
的
な
行
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
今
日
文
芸

の
自
由
に
対
す
る
進
歩
的
作
家
の
関
心
は
高
ま
っ
て
き
た
。

例
え
ば
一
九
三
五
年
六
月
パ
リ
に
於
い
て
、
ア
ン
ド
レ
・
ジ

ー
ド
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
、
ア
ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
ア

ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
オ
、
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
、
ハ
ッ
ク
ス

リ
イ
、
フ
ォ
ス
タ
ー
、
ゴ
ー
リ
キ
イ
等
の
名
を
も
っ
て
、
文

化
擁
護
国
際
作
家
会
議
が
開
催
さ
れ
、
次
い
で
一
九
三
六
年

に
至
っ
て
こ
の
会
議
か
ら
「
国
際
文
化
擁
護
著
作
家
聯
盟
」

‘A
ssociation Internationale des Écrivains pour la D

éfense 
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

de la C
ulture’i

が
結
成
さ
れ
た
。
現
代
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
は
、
政
治
的
強
権
主
義
に
対
し
て
、
文
芸
の
自
由
の

思
想
を
一
つ
の
動
機
と
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

主
観
〔
英Subject　
仏Subjectif　
独Subjekt

〕　

主
観
は

客
観
に
対
し
、
両
者
は
相
関
概
念
で
あ
る
。
見
ら
れ
た
も
の

に
対
し
見
る
も
の
、
知
ら
れ
た
も
の
に
対
し
知
る
も
の
、
す

べ
て
対
象
に
対
し
て
作
用
を
な
す
も
の
が
主
観
で
あ
る
。
主

観
と
客
観
と
は
秩
序
を
異
に
し
、
如
何
に
し
て
も
客
観
化
す

る
こ
と
の
で
き
ぬ
も
の
が
主
観
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
ー
ト
は
主

観
と
客
観
と
の
対
立
に
三
種
の
別
を
考
え
た
。
第
一
に
、
心

に
生
か
さ
れ
た
身
体
が
主
観
と
い
わ
れ
る
、
即
ち
精
神
物
理

的
主
観
の
概
念
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
客
観
は
身
体
的
自

我
を
取
巻
く
現
実
で
あ
る
。
併
し
私
の
身
体
も
意
識
の
外
に

あ
る
も
の
と
し
て
客
観
と
見
ら
れ
得
る
。
そ
こ
で
第
二
に
、

私
の
意
識
及
び
そ
の
内
容
が
主
観
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
に
対

す
る
客
観
は
私
の
意
識
内
容
も
し
く
は
私
の
意
識
そ
の
も
の

で
な
い
凡
て
の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
心
理
学
的
主
観
の
概

念
が
あ
る
。
然
る
に
第
三
に
意
識
内
容
も
、
表
象
さ
れ
た
も

の
、
思
惟
さ
れ
た
も
の
、
等
と
し
て
既
に
客
観
と
見
ら
れ
る

こ
と
が
で
き
、
か
か
る
内
容
を
意
識
す
る
も
の
が
主
観
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
論
理
的
な
認
識
主
観
の
意
味
で
あ
る
。

併
し
こ
の
よ
う
な
主
観
は
結
局
限
界
概
念
と
し
て
考
え
ら
れ

得
る
の
み
で
、
現
実
的
な
主
観
と
は
云
え
な
い
。
現
実
的
な

主
観
は
自
我
で
あ
る
。
そ
の
際
自
我
は
個
人
的
意
識
と
見
ら

れ
る
場
合
と
、
こ
れ
に
反
対
し
て
超
個
人
的
意
識
と
考
え
ら

れ
る
場
合
と
が
あ
る
。
カ
ン
ト
の
意
識
一
般
な
い
し
先
験
的

統
覚
の
概
念
の
如
き
は
後
者
で
あ
る
。
か
か
る
超
個
人
的
主

観
は
認
識
論
的
意
味
に
留
ら
ず
屡
々
形
而
上
学
化
さ
れ
、
そ

れ
か
ら
一
切
の
客
観
が
出
て
来
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。（
主

体
と
客
体
の
項
参
照
）

主
観
主
義
〔
英Subjectivism

　

仏Subjectivism
e　

独Subjektivism
us

〕　

人
間
的
認
識
も
し
く
は
真
理
、
道
徳
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的
価
値
並
び
に
美
的
価
値
の
主
観
性
を
主
張
す
る
説
。
即
ち

何
を
真
理
と
し
、
何
を
善
と
判
断
し
、
ま
た
何
を
美
と
評
価

す
る
か
は
、
各
個
人
に
よ
っ
て
異
な
り
、
各
個
人
に
あ
っ
て

も
夫
々
の
場
合
に
従
っ
て
異
な
る
と
考
え
る
。
古
代
に
於
い

て
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
が
か
か
る
主
観
主
義
を
代
表
し
て
い
る
。

プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
「
人
間
こ
そ
万
事
の
尺
度
な
れ
」
と
云
っ

た
が
、
そ
の
意
味
は
各
個
人
の
判
断
の
ほ
か
価
値
の
規
準
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
主
観
主
義
は
主

観
の
作
用
か
ら
独
立
な
価
値
の
客
観
性
も
し
く
は
普
遍
妥
当

性
を
否
定
す
る
。
主
観
主
義
は
相
対
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
は

懐
疑
論
と
虚
無
主
義
と
に
終
る
。
近
世
に
於
け
る
主
観
主
義

は
、
デ
カ
ル
ト
の
「
我
れ
思
う
、
故
に
我
れ
在
り
」‘cogito, 

ergo sum
’ 

と
い
う
命
題
を
も
っ
て
現
さ
れ
た
「
主
観
へ
の

転
向
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
。
即
ち
根
源
的
に
第
一
次
的
に

与
え
ら
れ
る
の
は
意
識
で
あ
っ
て
、
他
の
凡
て
の
も
の
は
意

識
の
内
容
、
形
式
も
し
く
は
生
産
物
で
あ
る
と
い
う
思
想
で

あ
る
。
か
よ
う
な
主
観
主
義
の
極
は
バ
ー
ク
リ
の
主
観
的
観

念
論
で
あ
り
、「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
謂
」
な
り
と

考
え
ら
れ
、
遂
に
は
独
在
論
に
陥
る
。
カ
ン
ト
の
所
謂
「
コ

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
」
は
主
観
主
義
の
歴
史
に
於
い
て
劃
期

的
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。
即
ち
カ
ン
ト
は
認
識
の
規
準
を

対
象
に
求
め
る
模
写
説
の
如
き
考
え
方
を
も
っ
て
は
認
識
の

客
観
性
も
し
く
は
普
遍
妥
当
性
は
却
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
得

な
い
と
し
、
経
験
的
対
象
界
は
主
観
の
構
成
す
る
も
の
で
あ

る
と
主
張
し
た
。
か
よ
う
な
主
観
は
も
と
よ
り
個
人
的
主
観

で
な
く
、
所
謂
「
意
識
一
般
」
と
し
て
超
個
人
的
主
観
と
考

え
ら
れ
る
。
主
観
主
義
は
、
主
観
の
能
動
性
、
自
発
性
に
重

点
を
お
く
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
に
於
い
て
は
な
お
主
観
の

形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
内
容
は
主
観
に
と
っ
て
与
え
ら

れ
る
も
の
と
さ
れ
た
が
、
フ
ィ
ヒ
テ
は
か
か
る
内
容
も
自
我

の
生
産
す
る
も
の
と
見
做
し
、絶
対
的
主
観
主
義
に
達
し
た
。

倫
理
学
上
で
は
快
楽
説
は
主
観
主
義
の
性
質
を
有
す
る
が
、
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用
語
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説
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）『
世
界
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芸
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カ
ン
ト
の
道
徳
論
の
如
く
形
式
主
義
的
な
主
観
主
義
も
あ

る
。
人
格
の
自
由
、
行
為
の
自
発
性
、
性
格
の
根
源
性
等
を

強
調
す
る
思
想
は
主
観
主
義
に
属
し
て
い
る
。
個
体
的
自
我

の
み
を
唯
一
の
実
在
と
し
、
他
の
一
切
の
一
般
的
、
社
会
的

権
威
を
虚
妄
と
す
る
シ
ュ
テ
ィ
ル
ナ
ー
の
哲
学
的
無
政
府
主

義
の
思
想
の
如
き
は
主
観
主
義
の
極
端
な
場
合
で
あ
る
。
美

学
上
の
主
観
主
義
を
現
す
も
の
と
し
て
「
趣
味
上
の
好
悪
に

は
議
論
の
余
地
な
し
」‘de gustibus non est disputandum

’i

と
い
う
語
が
あ
る
。
文
芸
思
想
上
で
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

が
一
般
に
主
観
主
義
の
代
表
的
な
も
の
と
見
ら
れ
る
。

主
観
的
観
念
論
〔
英Subjective Idealism

　

仏Idealism
e 

subjectif　
独Subjektiver Idealism

us

〕　

イ
ギ
リ
ス
の
哲

学
者
バ
ー
ク
リi G

eorge B
erkeley

（1684

―1753
）
に
よ

っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
観
念
論
の
最
も
直
截
な
形
態
で
あ
る
。

バ
ー
ク
リ
に
従
え
ば
、
知
覚
す
る
精
神
の
外
部
に
、
知
覚
さ

れ
る
こ
と
か
ら
独
立
に
物
体
界
が
存
在
す
る
と
考
え
る
の
は

誤
で
あ
る
。
対
象
が
知
覚
さ
れ
な
い
で
存
在
す
る
と
い
う
こ

と
、
感
覚
も
し
く
は
観
念
が
そ
れ
自
身
感
覚
も
し
く
は
観
念

で
な
い
或
物
の
模
写
で
あ
る
と
い
う
事
は
矛
盾
し
た
思
想
で

あ
る
。
悟
性
の
唯
一
の
対
象
は
観
念
で
あ
る
。
物
の
感
覚
的

性
質
は
心
の
主
観
的
状
態
で
あ
り
物
は
観
念
の
複
合
に
外
な

ら
ぬ
。感
覚
が
実
体
的
な
担
い
手
を
必
要
と
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
表
象
さ
れ
ぬ
外
物
で
な
く
、
却
っ
て
こ
れ
を
知
覚
す

る
精
神
で
あ
る
。
物
体
に
は
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
以
外
の
実

在
性
は
属
し
な
い
。「
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で

あ
る
」（‘esse est percipi’

）。
併
し
か
か
る
説
は
無
宇
宙
論i

A
cosm

ism
i

或
い
は
独
在
論i Solipsism

にi

陥
る
と
批
評
さ

れ
て
い
る
。

主
体
と
客
体
〔
英Subject and O

bject

〕　

主
観
と
客
観
と

い
う
の
と
同
様
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
事
も
あ
る
が
、
そ
れ

と
は
区
別
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
固
よ
り
如
何
に
し
て
も

客
観
化
さ
れ
得
ぬ
も
の
が
主
観
で
あ
る
と
い
う
如
く
、
主
体
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と
客
体
と
は
秩
序
を
異
に
す
る
。
併
し
主
観
と
云
え
ば
意
識

が
考
え
ら
れ
る
に
反
し
、
主
体
は
単
な
る
意
識
で
は
な
い
。

主
観
と
し
て
の
自
我
は
身
体
と
い
う
基
体
な
き
も
の
で
あ
る

が
、
主
体
は
寧
ろ
「
主
観
」
と
「
実
体
」
と
の
綜
合
と
し
て

考
え
ら
れ
る
。
蓋
し
実
体
の
根
本
的
な
意
味
は
基
体
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
主
観
の
概
念
は
主
と
し
て
知
識
の
立
場
か
ら

考
え
ら
れ
る
が
、
主
体
の
概
念
は
何
よ
り
も
行
為
の
立
場
か

ら
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
身
体
的
で
あ

る
、
し
か
も
身
体
は
決
し
て
単
に
客
体
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
も

の
で
あ
る
。
主
体
は
先
ず
他
の
主
体
に
対
し
て
考
え
ら
れ
、

主
体
と
主
体
と
が
共
同
に
客
体
に
対
す
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
単
に
個
人
の
み
が
主
体
で
あ
る
の
で
な
く
、
社
会
も
主

体
で
あ
り
、
こ
の
社
会
に
包
ま
れ
て
個
人
と
個
人
と
が
主
体

と
し
て
対
す
る
の
で
あ
る
。

手
段
〔
英M

eans　
仏M

oyen　
独M

ittel

〕　

一
定
の
目

的
の
実
現
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
る
も
の
、
ま
た
そ
の
実
現

の
た
め
に
役
立
て
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
手
段
は
一
般
に
道

具
と
い
わ
れ
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
一
定
の
関
係
に
於
い

て
目
的
で
あ
る
も
の
も
一
層
高
次
の
目
的
に
対
し
て
は
手
段

と
な
る
。
手
段
に
は
直
接
的
の
も
の
と
間
接
的
の
も
の
と
を

区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
学
に
於
い
て
言
語
は
表
現
の

手
段
と
考
え
ら
れ
、
更
に
技
術
の
如
き
も
そ
の
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
。
も
と
よ
り
単
な
る
言
語
の
美
或
い
は
技
術
の
完
全

を
文
学
の
目
的
と
は
認
め
難
い
が
、
併
し
言
語
や
技
術
は
文

学
に
対
し
決
し
て
外
的
な
手
段
に
過
ぎ
ぬ
も
の
で
は
な
い
。

目
的
と
手
段
と
は
内
的
な
関
係
に
立
ち
不
可
分
で
あ
る
の
が

寧
ろ
普
通
で
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
、
会
議
、
団
体
結
合
、

学
校
等
の
如
き
も
文
学
の
手
段
と
見
ら
れ
、
ま
た
文
学
者
が

自
己
の
生
活
を
維
持
す
る
た
め
に
営
む
活
動
も
文
学
に
と
っ

て
手
段
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
（
ダ
ヴ
ィ
ト
・
フ
リ
ー
ト
リ
ヒ
）〔D

avid 

Friedrich Strauss

（1808

―1874

）〕　

ド
イ
ツ
の
神
学
者
、
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

哲
学
者
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
傾
倒
し
た
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義

は
奇
跡
を
基
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
と
相
容
れ
な
い
と
考
え
、

そ
の
『
基
督
伝
』“D

as Leben Jesu”

（1835/36

）
に
於

い
て
聖
書
の
批
判
を
行
い
、
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
分
裂

の
導
火
線
と
な
っ
て
、
自
ら
は
同
学
派
左
党
の
頭
目
と
見
做

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
即
ち
彼
は
こ
の
書
及
び
『
基
督
教
信
仰

論
』“D

ie C
hristliche G

laubenslehre”

（1840

）
に
於
い

て
合
理
主
義
的
見
地
に
立
っ
て
聖
書
の
神
秘
的
超
自
然
的
要

素
は
単
に
附
会
さ
れ
た
神
話
に
過
ぎ
ぬ
と
断
じ
、
福
音
書
の

神
話
的
説
明
の
代
表
者
と
な
っ
た
。
彼
の
思
想
は
ヘ
ー
ゲ
ル

か
ら
出
て
進
化
論
的
唯
物
論
的
傾
向
を
有
す
る
一
元
論
で
あ

り
、
そ
の
『
旧
信
仰
と
新
信
仰
』“D

er alte und der neue 

G
laube”

（1872

）
に
於
い
て
は
終
に
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

を
全
く
捨
て
た
が
、
一
種
の
自
然
主
義
的
汎
神
論
を
説
い
て

い
る
。
上
記
の
三
書
が
彼
の
主
著
で
あ
り
、
当
時
甚
だ
広
く

読
ま
れ
て
、
大
き
な
衝
動
を
与
え
た
。
そ
の
他
彼
は
『
フ
ッ

テ
ン
』“U
lrich von H

utten”

『
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
』“Voltaire” 

等
の
優
れ
た
伝
記
も
書
き
、
文
学
批
評
の
筆
も
執
り
、
ま
た

多
く
の
詩
を
も
遺
し
て
い
る
。

〔
文
献
〕G

esam
m

elte Schriften, 12 Bde., hrsg. von E. Zeller

（1876

―78

）; F. N
ietzsche: D

avid S., der Bekenner und der 

Schriftsteller in “U
nzeitgem

ässe Betrachtunge” （1873

）; 
E. Zeller: S., Leben und Schriften

（1874

）【D
avid Friedrich 

Strauss in his life and writings

】; Th. Ziegler: Strauss, 2 Bde.

（1908

）.

終
末
論
〔
英Eschatology　
仏
独Eschatologie

〕　

最
後

を
意
味
す
る
ギ
リ
シ
ア
語i eschatoni

か
ら
来
て
お
り
、
最

後
の
物
に
関
す
る
説
を
謂
う
。
即
ち
キ
リ
ス
ト
教
教
義
学
に

於
い
て
こ
の
世
の
終
並
び
に
死
後
の
運
命
に
就
い
て
の
思
索

を
意
味
し
、
最
後
の
審
判
・
天
国
・
地
獄
・
浄
罪
界
等
に
関

す
る
説
を
含
む
。
そ
れ
は
恐
怖
と
希
望
と
の
不
思
議
な
交
錯

に
よ
っ
て
豊
富
な
宗
教
的
空
想
に
動
機
を
与
え
、
多
く
の
宗
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教
芸
術
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト

神
学
に
於
い
て
は
終
末
は
「
実
存
的
に
」
解
釈
さ
れ
、
各
々

の
時
間
、
各
々
の
状
況
に
於
け
る
「
危
機
」
と
し
て
理
解
さ

れ
る
。
終
末
は
遠
い
未
来
に
属
す
る
こ
と
と
し
て
で
な
く
、

人
間
的
生
存
の
各
瞬
間
に
於
け
る
「
近
さ
」
に
於
い
て
感
ぜ

ら
れ
、
我
々
に
対
し
絶
え
ず
あ
れ
か
こ
れ
か
の
決
定
的
な
決

断
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

〔
文
献
〕
カ
ト
リ
ッ
ク
的
―
―L. A

tzberger: D
ie 

christliche E
schatologie in den Stadien ihrer 

O
ffenbarung

（1890

）; J. Zahn: D
as Jenseits

（2.i
A.i1920

）.i

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
―
―P. A

lthaus: 

D
ie letzten D

inge

（3.iA
.i1926

）; G
. H

offm
ann: 

D
as Problem

 der letzten D
inge in der neueren 

evangelischen Theologie

（1929

）.

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
〔Friedrich Ernst D

aniel 

Schleierm
acher

（1768

―1834

）〕　

ド
イ
ツ
の
神
学
者
に

し
て
哲
学
者
。
ブ
レ
ス
ラ
ウ
に
生
れ
、
敬
虔
主
義
的
教
育
を

受
け
た
が
、
思
想
的
動
揺
を
生
じ
、
ハ
レ
大
学
に
於
い
て
は

哲
学
を
研
究
し
た
。
家
庭
教
師
生
活
を
し
て
後
ベ
ル
リ
ン

に
移
り
説
教
者
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
浪
漫
主
義
の

運
動
に
接
し
、
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
刺
戟
を
受
け
た
。
一
時

ハ
レ
大
学
に
於
い
て
職
に
就
い
た
が
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争

の
た
め
に
去
り
、
再
び
ベ
ル
リ
ン
に
来
っ
て
、
三
一
教
会i

D
reifaltigkeitskirchei

の
説
教
者
と
な
っ
た
ほ
か
、
ベ
ル
リ

ン
大
学
の
創
立
に
与
っ
て
そ
の
教
授
と
な
り
、
ア
カ
デ
ミ
ー

会
員
と
し
て
も
活
動
し
た
。
特
に
プ
ロ
シ
ア
教
会
の
合
同
の

た
め
に
は
大
い
に
戦
っ
た
。
彼
の
思
想
は
大
体
カ
ン
ト
哲
学

の
流
を
汲
む
も
の
で
あ
る
が
、有
名
な
『
宗
教
講
演
』“R

eden 

über die R
eligion”

（1799

）及
び『
独
語
録
』“M

onologen”
（1800

）
は
浪
漫
主
義
的
色
彩
が
極
め
て
濃
厚
で
あ
る
。
即

ち
彼
は
「
個
体
」
を
重
ん
じ
、宗
教
に
関
し
て
も
直
接
的
「
体

験
」
を
主
と
し
、宗
教
は
「
宇
宙
の
直
観
」
で
あ
る
と
見
た
。
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シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
ド
イ
ツ
の
浪
漫
主
義
文
学
と
深

い
関
係
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
後
に
宗
教
の
本
質
を
「
絶
対

的
依
拠
の
感
情
」
と
し
て
定
義
し
、
か
か
る
主
観
的
敬
虔
が

一
切
の
教
会
的
協
同
体
の
基
礎
で
あ
り
、
啓
示
、
教
義
、
儀

礼
は
か
か
る
敬
虔
の
形
成
物
で
あ
る
と
考
え
た
。
か
く
て
彼

は
宗
教
的
主
観
主
義
の
代
表
者
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
対
し

て
今
日
特
に
「
弁
証
法
的
神
学
」‘D

ialektische Theologie’i

が
強
く
反
対
し
て
い
る
（E. B

runner “D
ie M

ystik und das 

W
ort”i2.iA.i1928

）。
ま
た
彼
は
、
カ
ン
ト
の
形
式
主
義

の
倫
理
学
に
対
し
て
実
質
的
倫
理
的
、
内
容
的
な
善
、
徳
、

義
務
の
説
を
展
開
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
後
の
「
文
化
プ
ロ

テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ス
ム
ス
」‘K

ulturprotestantism
us’

（
ト
レ

ル
チ
）
に
影
響
し
た
。
と
も
か
く
彼
が
そ
の
後
の
神
学
に

与
え
た
影
響
は
決
定
的
に
重
大
で
あ
っ
て
、「
十
九
世
紀
の

教
父
」
と
称
せ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
に
は
ま
た
、
プ

ラ
ト
ン
の
翻
訳
（1804

―28

）
な
ど
の
業
績
が
あ
り
、
ギ

リ
シ
ア
古
典
学
や
文
献
学
の
発
達
に
対
し
て
も
功
労
が
あ

る
。
主
な
る
著
作
に
は
上
記
の
も
の
、
及
び
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル

の
『
ル
チ
ン
デ
』
問
題
に
関
す
るi “Vertraute Briefe über 

die Lucinde”

（1800

）
の
他
に
、“G

rundlinien einer 

K
ritik der bisherigen Sittenlehre”

（1803

）,i “K
urze 

D
arstllung des theologischen Studium

s”

（1810

）,i “D
er 

C
hristliche G

laube” （2i B
de,i1821

）
等
が
あ
る
。
全
集

は
講
義
の
筆
記
、
説
教
等
を
も
集
め
て
三
十
巻
で
あ
る
が
、

B
rauni

及
びi B

aueri

の
校
訂
し
た
四
巻
の
選
集
（1910

―

13

）
は
主
要
な
も
の
を
収
め
て
い
る
。

〔
文
献
〕W

. D
ilthey: Leben Schleierm

achers,i1

（1870,i2i
A
.i1922

）; R
. H

aym
: D

ie rom
antische Schule

（1870,i
4.iA.i1920

）; H
. M

ulert: Schl.

（1918

【Schleierm
acher-

studien

】）; J. W
endland: D

ie religiöse Entw
icklung Schl.s

（1915

）; H
. M

eisner: Schl.s Lehrjahre

（1934

）.
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
〔
独Junghegelianer　
英Young 
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H
egelian

〕　

ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
う
ち
そ
の
左
党
が
少
壮
ヘ

ー
ゲ
ル
学
派
と
呼
ば
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
出
て
、
或

い
は
汎
神
論
的
唯
物
論
を
、
或
い
は
一
種
の
社
会
主
義
乃
至

無
政
府
主
義
を
唱
え
た
一
群
を
指
し
、
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
、
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
バ
ウ
エ
ル
、
ル
ー
ゲ
、
ま
た
シ
ュ
テ
ィ

ル
ナ
ー
が
こ
れ
に
属
す
る
。
マ
ル
ク
ス
も
ヘ
ー
ゲ
ル
左
党
に

属
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
哲
学
社
会
思
想
を
批
判
し
て

独
自
の
思
想
に
達
し
た
。（
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の
項
参
照
）

人
格
〔
英Person, Personality　
仏Personne, Personnalité

　
独Person, Persönlichkeit

〕　
（
二
）
美
学
上
の
人
格　
美

学
上
に
於
い
て
美
の
本
質
は
人
格
価
値
で
あ
る
と
す
る
見
方

が
あ
る
。
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
説
は
こ
れ
を
代
表
し
て
い

る
。
美
は
物
象
が
物
象
と
し
て
我
々
に
与
え
る
官
能
的
快
感

で
な
く
て
、
物
象
の
う
ち
に
表
出
さ
れ
る
心
的
生
命
の
価
値

即
ち
人
格
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
我
々
の
美
的
態
度

に
と
っ
て
物
象
は
単
な
る
感
覚
的
存
在
で
な
く
、
感
情
を
、

生
命
を
表
出
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
な
る
生
活
感

情
を
現
す
の
で
な
く
て
人
格
的
生
活
の
象
徴
で
あ
る
。
我
々

が
対
象
に
移
入
す
る
の
は
喜
怒
哀
楽
の
如
き
個
々
の
感
情
に

留
ま
ら
ず
、
更
に
我
々
は
人
格
を
も
対
象
に
移
入
し
、
そ
れ

ら
の
感
情
を
人
格
の
奥
底
か
ら
湧
き
出
る
も
の
と
し
て
評
価

す
る
。
美
と
は
か
か
る
対
象
の
人
格
に
共
感
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
る
。
美
の
内
容
に
は
人
格
の
大
い
さ
と
深
さ
と
が

属
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

〔
文
献
〕Theodor Lipps: Aesthetik, 2 B

de.

（1903

）.i

阿

部
次
郎
、
美
学
。

身
体
と
心　
身
体
と
心
と
は
屡
々
二
元
的
に
見
ら
れ
、
且

つ
身
体
は
心
よ
り
も
低
く
評
価
さ
れ
た
。
プ
ラ
ト
ン
な
ど
も

身
体
は
心
の
牢
獄
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
身
心
の
関
係
を
可
能
性
と
現
実
性
と
の
関
係
に
於
い
て
考

え
た
。
即
ち
質
料
で
あ
る
身
体
は
可
能
性
で
あ
り
、
心
に
よ

っ
て
実
現
さ
れ
て
そ
の
道
具
と
し
て
仕
え
る
、
身
体
を
生
け
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る
も
の
と
な
す
の
は
心
で
あ
り
、
心
は
身
体
の
形
相
、
エ
ン

テ
レ
ヒ
ー
で
あ
る
。
近
世
に
於
い
て
デ
カ
ル
ト
は
物
心
二
元

論
を
立
て
、
物
体
は
延
長
を
、
精
神
は
思
惟
を
属
性
と
す
る

全
く
独
立
な
二
種
の
実
体
で
あ
る
と
し
た
。
併
し
こ
こ
に
心

と
身
体
と
が
互
い
に
影
響
し
合
う
事
実
を
如
何
に
説
明
す

る
か
の
問
題
が
生
じ
、
ゲ
ー
リ
ン
ク
ス
等
の
機
会
原
因
論i

occasionalism
i

に
よ
れ
ば
、
心
も
身
体
も
決
し
て
相
互
に
原

因
と
な
る
の
で
は
な
く
、
身
心
相
関
の
真
の
原
因
は
神
に
あ

る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
ス
ピ
ノ
ザ
は
デ
カ
ル
ト
の
物
心

二
元
論
を
改
造
し
、
思
惟
と
延
長
と
を
唯
一
の
実
体
の
属
性

と
見
る
一
元
論
の
立
場
か
ら
平
行
論i parallelism

i
を
説
い

た
。
心
と
物
と
は
互
い
に
因
果
の
関
係
に
立
つ
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
併
し
本
来
唯
一
の
実
体
の
様
態
で
あ
る
故
に
、
両

者
は
相
平
行
し
相
対
応
す
る
、「
観
念
の
秩
序
及
び
連
絡
は

物
の
秩
序
及
び
連
絡
と
同
一
で
あ
る
」。
更
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
は
そ
の
予
定
調
和
説
に
基
づ
い
て
心
身
の
相
関
を
説
明
し

た
。
カ
ン
ト
以
後
に
於
い
て
は
、
身
体
は
直
接
の
体
験
に
と

っ
て
心
と
し
て
現
れ
る
の
と
同
一
の
実
在
の
一
つ
の
現
象
の

仕
方
も
し
く
は
考
察
の
仕
方
で
あ
る
と
す
る
種
々
の
見
解
が

生
じ
た
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
身
体
は
「
見

ゆ
る
も
の
と
な
っ
た
意
志
」
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ

ば
、
身
体
は
純
粋
持
続
の
絶
え
ざ
る
生
成
の
横
断
的
な
断
面

で
あ
る
。
そ
れ
は
起
動
的
な
習
慣
の
座
で
あ
り
、
そ
の
役
割

は
過
去
の
経
験
を
蓄
積
し
て
現
実
の
行
動
の
う
ち
へ
運
び
、

行
動
可
能
性
を
実
現
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
ま
た
ニ
ー
チ
ェ

に
刺
戟
さ
れ
た
ク
ラ
ー
ゲ
ス
等
の
性
格
学
に
於
い
て
は
、
身

体
と
心
と
の
関
係
を
表
現
関
係
と
考
え
、両
者
は
異
な
る
物
、

実
体
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
形
式
で
あ
る
の
で
な
く
、
表
現
的
統

一
を
な
す
と
見
ら
れ
て
い
る
。

〔
文
献
〕H

. D
riesch: Leib und Seele (3.iA.i1923 ); 

R
. R

eininger: D
as psychophysische Problem

i (2. A
. 1930); 

H
. Prinzhorn: Leib-Seele-Einheit (1927).



三
四
八

真
理
〔
英Truth　
仏V

érité　
独W

ahrheit

〕　

真
理
と
は

何
人
も
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
知
識
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
真

理
の
標
識
は
必
然
性
と
普
遍
性
、も
し
く
は
客
観
性
で
あ
る
。

真
理
は
物
に
属
す
る
性
質
で
な
く
、
我
々
の
意
識
、
特
に
判

断
に
属
す
る
価
値
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
そ
れ
は
単

純
に
我
々
の
思
惟
に
属
す
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
我
々
の
思

惟
が
外
部
の
存
在
と
一
致
す
る
限
り
に
於
い
て
こ
れ
に
属
す

る
の
で
あ
る
。「
物
と
思
惟
と
の
一
致
」‘adaequatio rei et 

intellectus’i

と
い
う
の
が
真
理
に
関
す
る
古
典
的
定
義
で
あ

る
。
か
く
て
真
理
は
意
識
が
存
在
を
模
写
す
る
所
に
存
す
る

と
見
る
の
は
認
識
論
上
に
謂
う
模
写
説
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は

こ
れ
に
反
対
し
て
、真
理
の
規
準
は
対
象
に
あ
る
の
で
な
く
、

却
っ
て
対
象
を
構
成
す
る
思
惟
に
具
わ
る
先
験
的
条
件
に
求

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
。
然
る
に
芸
術
の
如
き
表
現
に

就
い
て
は
、
意
識
で
な
く
て
存
在
そ
の
も
の
が
真
と
語
ら
れ

る
。
芸
術
は
単
な
る
観
念
で
な
く
観
念
の
物
質
化
で
あ
り
、

単
に
知
る
こ
と
で
な
く
作
る
こ
と
で
あ
り
、
作
ら
れ
た
も
の

そ
の
も
の
に
就
い
て
真
と
か
偽
と
か
と
云
わ
れ
る
。
自
然
主

義
の
芸
術
家
は
、
芸
術
の
真
理
性
を
力
説
し
、
芸
術
は
科
学

の
如
く
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
し
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ

ー
も
「
芸
術
的
真
理
」‘K

ünstlerische W
ahrheit’i

を
彼
の

芸
術
論
の
中
心
に
据
え
、
美
は
芸
術
に
と
っ
て
第
二
次
的
な

心
理
効
果
を
現
す
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
る
。併
し
彼
に
よ
れ
ば
、

芸
術
的
真
理
は
現
実
の
模
倣
に
あ
る
の
で
な
く
、
そ
の
規
準

は
芸
術
的
現
実
を
生
産
す
る
芸
術
的
活
動
そ
の
も
の
の
内
的

法
則
性
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

真
理
自
体
〔
独W

ahrheit an sich

〕　

ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノi

B
ernhard B

olzano

（1781

―1848

）
に
よ
っ
て
術
語
と
し

て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、
真
理
の
超
越
的
妥
当
性
を
現
す
。

真
理
自
体
は
考
え
ら
れ
た
真
理
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
考
え
ら

れ
た
真
理
は
考
え
る
主
観
の
存
在
を
予
想
し
、
こ
の
主
観
の

中
で
或
る
時
点
に
存
在
し
始
め
、
他
の
時
点
に
存
在
し
な
く
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語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

な
る
。
然
る
に
、
真
理
自
体
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
か
ら
独
立
で

あ
っ
て
、
主
観
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
、

自
体
に
於
い
て
成
立
し
、
妥
当
す
る
と
謂
う
。

生
〔
希Zôê　
拉V

ita　
英Life　
仏V

ie　
独Leben

〕　

（
一
）
哲
学
上
の
生　
生
と
は
、
自
己
運
動
、
自
己
の
内
的

固
有
性
か
ら
の
自
己
形
成
に
外
な
ら
ぬ
。
生
物
学
的
に
見
れ

ば
生
命
の
根
本
要
素
は
原
形
質
で
あ
る
。
原
形
質
は
つ
ね
に

一
定
の
形
態
に
於
い
て
現
れ
る
、
即
ち
そ
れ
は
細
胞
及
び
細

胞
結
合
に
組
織
さ
れ
、
こ
の
も
の
が
生
活
機
能
を
可
能
な
ら

し
め
る
。生
活
機
能
の
基
本
的
な
も
の
は
同
化
或
い
は
栄
養
、

繁
殖
、
可
刺
戟
性
等
で
あ
る
。
生
命
の
説
明
に
は
、
機
械

論i m
echanism

i

と
活
力
説i vitalism

i

と
の
対
立
し
た
見
解

が
あ
る
。
哲
学
上
に
於
い
て
も
生
命
に
就
い
て
機
械
論
的
見

方
と
目
的
論
的
見
方
と
が
対
立
し
て
い
る
。
生
は
種
々
の
段

階
に
於
い
て
現
れ
る
が
、
哲
学
上
に
於
い
て
は
植
物
的
生
並

び
に
動
物
的
生
と
区
別
さ
れ
る
人
間
的
生
が
特
に
主
と
し
て

問
題
に
さ
れ
る
。
こ
れ
が
人
間
学
の
問
題
で
あ
る
。
伝
統
的

に
は
人
間
は
身
心
霊
の
統
一i D

ie leiblich-seelischgeistige 

Einheiti

と
見
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

を
初
め
多
く
の
哲
学
者
は
、
生
も
し
く
は
人
間
の
存
在
の
仕

方
に
獣
的
生
、
人
間
固
有
の
生
、
霊
的
生
と
い
う
三
つ
の
段

階
を
区
別
し
た
。
現
代
に
於
い
て
「
生
」
は
、
十
八
世
紀
に

於
け
る
「
理
性
」、十
九
世
紀
に
於
け
る
「
自
然
」
と
同
様
に
、

哲
学
の
根
本
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
生
は
形
而
上
学
的
な
根

源
的
所
与
と
見
ら
れ
、
自
然
及
び
歴
史
の
う
ち
に
創
造
的
に

働
く
形
成
力
で
あ
る
と
共
に
絶
え
ず
形
式
を
破
壊
し
て
進
む

原
始
的
力
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
生
は
そ
の
あ
ら
ゆ

る
意
味
形
式
を
超
越
す
る
根
源
的
力
で
あ
り
、
そ
の
如
何
な

る
生
産
物
に
も
尽
さ
れ
ず
、
却
っ
て
自
己
の
表
現
ま
た
は
自

己
の
実
現
と
し
て
形
作
ら
れ
た
自
己
の
生
産
物
を
や
が
て
自

己
自
身
の
桎
梏
と
し
て
見
出
し
、
再
び
新
し
い
意
味
形
式
を

創
造
し
、
か
く
し
て
弁
証
法
的
に
発
展
す
る
。
現
代
の
「
生
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〇

の
哲
学
」
は
悟
性
哲
学
乃
至
概
念
哲
学
に
対
し
体
験
、直
観
、

非
合
理
性
、動
性
等
を
重
ん
ず
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。

〔
文
献
〕M

. Verw
orn: Allgem

eine Physiologie i(7.iA.i1922);  
H

. D
riesch: Philosophie des O

rganischeni(4.iA
.i1928) ; 

H
. Plessner: D

ie Stufen des O
rganischen und der M

enschi

(1928);i G
. Sim

m
el: Lebensanschauungi(2.iA.i1922).

（
四
）
生
へ
の
意
志
〔
独W

ille zum
 Leben

〕　

シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
は
生
へ
の
意
志
を
自
己
及
び
世
界
の
実
体
と
考

え
た
。
そ
れ
は
生
き
ん
と
す
る
衝
動
、生
存
に
対
す
る
欲
求
、

生
の
飢
渇
を
意
味
す
る
。
こ
の
飽
く
な
き
、
盲
目
的
な
、
理

由
な
き
意
志
が
人
間
の
根
柢
で
あ
り
、
身
体
は
見
ゆ
る
も
の

と
な
っ
た
、
客
観
化
さ
れ
た
意
志
に
他
な
ら
ぬ
。
世
界
も
自

体
に
於
い
て
は
意
志
で
あ
る
。
我
々
の
身
体
と
同
様
に
、
全

世
界
は
意
志
の
可
視
性
、
客
観
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
は
か
か
る
生
へ
の
意

志
の
形
而
上
学
に
基
づ
く
。

（
五
）
生
活
感
情
〔
独Lebensgefühl

〕　

個
々
の
生
活
内

容
に
就
い
て
の
感
情
で
な
く
、
生
活
そ
の
も
の
の
感
情
を
謂

う
。
従
っ
て
そ
れ
は
一
般
性
と
全
体
性
に
関
わ
る
意
味
と
を

有
し
、
且
つ
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
内
容
か
ら
離
れ
た
も
の
と
見

ら
れ
、
純
粋
に
主
観
的
な
関
係
を
現
す
と
考
え
ら
れ
る
。
美

は
一
種
の
快
感
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
一
切
の
内
容
か
ら
抽
象

さ
れ
て
然
も
そ
れ
自
身
一
種
の
内
容
で
あ
る
こ
の
快
感
は
か

か
る
生
活
感
情
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
。
彼
の
美
学
に
於

い
て
意
志
に
対
す
る
快
不
快
を
原
理
的
に
排
斥
し
た
カ
ン
ト

も
、
そ
れ
を
生
活
感
情
の
意
味
に
於
い
て
容
認
し
た
。
リ
ッ

プ
ス
等
の
感
情
移
入
美
学
に
於
い
て
も
生
活
感
情
は
美
の
本

質
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
も
っ
て
い
る
。

世
界
〔
英W

orld　
仏M

onde　
独W

elt

〕　
（
一
）
世
界　

感
性
的
経
験
に
達
し
得
る
あ
ら
ゆ
る
物
の
総
体
を
い
う
。
狭

義
に
於
い
て
は
物
の
一
定
の
階
層
、
領
域
を
い
う
（
植
物
世

界
、動
物
世
界
）。
天
体
の
総
体
に
適
用
さ
れ
る
場
合「
宇
宙
」
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

‘U
niversum

’i

と
い
い
、
そ
れ
が
混
沌
た
る
も
の
で
な
く
法

則
的
に
組
立
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
於
い
て
「
コ
ス

モ
ス
」‘kosm

os’i

と
い
う
。
自
然
現
象
の
観
察
と
そ
の
思

惟
的
加
工
に
よ
っ
て
世
界
像
が
作
ら
れ
、
そ
れ
は
学
者
研
究

家
に
於
い
て
一
定
の
世
界
体
系
に
ま
で
導
か
れ
る
。
プ
ト
レ

マ
イ
オ
ス
の
世
界
体
系
で
は
、
地
球
は
宇
宙
の
中
心
に
固
定

し
、
太
陽
及
び
星
辰
は
そ
の
周
囲
を
回
転
す
る
と
考
え
ら
れ

た
。
こ
れ
に
対
し
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
地
動
説
を
唱
え
た
。
近

時
の
相
対
性
理
論
に
於
い
て
は
種
々
の
物
理
的
量
が
三
次
元

的
空
間
と
一
次
元
的
時
間
と
の
統
一
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た

所
謂
四
次
元
的
「
世
界
」
の
中
に
於
い
て
幾
何
学
的
に
関
係

付
け
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
量
に
対
す
る
法
則
が

数
学
的
形
式
を
も
っ
て
云
い
表
さ
れ
て
い
る
。と
こ
ろ
で「
世

界
」
と
い
う
語
は
語
原
的
に
は
も
と
自
然
で
な
く
て
特
に
人

間
世
界
を
意
味
し
た
。
か
く
て
世
界
と
云
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
、
民
族
、
国
家
並
び
に
そ
れ
ら
の
関
係
の
総
体
の
こ
と

に
な
る
。
特
殊
的
に
は
歴
史
及
び
社
会
の
一
定
の
範
囲
が
ま

た
世
界
と
い
わ
れ
る
（
学
者
世
界
、
芸
術
家
世
界
、
文
化
世

界
、
ギ
リ
シ
ア
的
世
界
、
近
代
的
世
界
）。
更
に
、
世
界
と

い
う
語
は
、
教
会
に
対
し
て
宗
教
に
属
し
な
い
も
の
、
所
謂

俗
世
間
と
い
う
が
如
き
意
味
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
世
界
観　
世
界
の
全
体
及
び
そ
の
う
ち
に
於
け
る

人
間
の
位
置
に
就
い
て
或
る
人
間
も
し
く
は
人
間
の
集
団

が
有
す
る
観
念
、
見
解
を
い
う
。
そ
れ
は
元
来
世
界
に
関

す
る
理
論
で
あ
る
よ
り
も
世
界
観
を
意
味
す
る
ド
イ
ツ
語i

W
eltanschauungi

の
表
す
如
く
世
界
直
観
で
あ
る
。
か
よ
う

な
も
の
と
し
て
如
何
な
る
人
間
、
如
何
な
る
民
族
も
そ
れ

自
身
の
世
界
観
を
有
す
る
。
そ
れ
は
究
極
的
な
意
識
根
拠

と
し
て
一
定
の
歴
史
的
な
人
間
の
態
度
、
評
価
、
意
志
決
定

を
担
っ
て
い
る
。
世
界
観
は
人
間
の
全
体
の
存
在
に
制
約
さ

れ
、
認
識
と
科
学
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
世
界
観

は
世
界
の
対
象
的
把
握
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
る
「
世
界
像
」
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‘W
eltbild’i

か
ら
区
別
さ
れ
る
。
固
よ
り
全
く
対
象
的
内
容

を
有
し
な
い
世
界
観
は
存
在
せ
ず
、
世
界
像
と
世
界
観
と
を

常
に
厳
密
に
分
つ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
ま
た
世
界
と
い
う
語
が

語
原
的
に
は
世
界
全
体
よ
り
も
寧
ろ
人
間
世
界
を
意
味
す
る

よ
う
に
、
世
界
観
と
人
生
観
と
の
概
念
の
区
別
も
つ
ね
に
明

瞭
で
あ
る
わ
け
で
な
い
。
世
界
観
に
は
種
々
の
型
が
区
別
さ

れ
る
。
元
来
、
世
界
観
は
人
間
の
生
活
体
験
に
於
い
て
形
作

ら
れ
、
そ
の
う
ち
に
体
験
的
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

哲
学
は
こ
の
も
の
を
理
論
的
に
、
即
ち
概
念
的
に
、
体
系
的

に
、
且
つ
批
判
的
に
自
覚
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、

世
界
観
の
区
別
は
普
通
に
哲
学
の
根
本
的
立
場
の
差
異
に
於

い
て
最
も
明
瞭
に
云
い
表
さ
れ
る
。
か
く
し
て
例
え
ば
デ
ィ

ル
タ
イ
は
世
界
観
を
実
証
主
義
（
自
然
主
義
）、
自
由
の
観

念
論
、
客
観
的
観
念
論
の
三
つ
の
型
に
分
っ
た
。
世
界
観
は

固
よ
り
単
に
個
人
的
な
も
の
で
な
く
、
各
時
代
、
各
民
族
は

そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
観
を
も
っ
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
世
界
観

は
イ
デ
ア
を
実
在
と
見
る
思
想
を
根
本
的
特
色
と
し
、
キ
リ

ス
ト
教
の
世
界
観
は
神
の
世
界
創
造
、
原
罪
の
思
想
を
基
礎

と
し
、
近
代
の
世
界
観
は
人
間
主
義
を
特
徴
と
す
る
と
云
わ

れ
る
。
ま
た
西
洋
の
世
界
観
が
有
の
思
想
を
根
本
と
す
る
に

反
し
、
東
洋
の
世
界
観
は
無
の
思
想
を
根
本
と
し
、
そ
の
中

で
も
印
度
の
世
界
観
は
宗
教
的
、
支
那
の
そ
れ
は
道
徳
的
、

日
本
の
そ
れ
は
芸
術
的
で
あ
る
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

〔
文
献
〕W

. D
ilthey: W

eltanschauungslehrei

（G
esam

m
elte 

SchrifteniV
III,i1931

）; K
. Jaspers: Psychologie der 

W
eltanschauungen

（3.iA.i1924

）;i M
. Scheler: Schriften 

zur Soziologie und W
eltanschauungslehre

（1923/24

）.

絶
対
的
主
観
主
義　
〔
独A

bsoluter Subjektivism
us

〕　

カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
は
主
観
主
義
と
し
て
経
験
界
は
主
観
の

構
成
す
る
も
の
と
見
ら
れ
た
が
、
併
し
彼
は
経
験
の
内
容
ま

で
も
が
主
観
の
生
産
す
る
も
の
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
然
る

に
フ
ィ
ヒ
テ
の
自
我
は
絶
対
我
と
し
て
何
等
他
に
俟
つ
所
な
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

き
無
限
の
活
動
で
あ
り
、
世
界
は
非
我
と
し
て
こ
の
絶
対
我

の
所
産
に
過
ぎ
な
い
と
さ
れ
た
。
即
ち
彼
は
カ
ン
ト
が
物
自

体i D
ing an sichi

か
ら
来
る
と
し
た
感
覚
を
も
自
我
の
活
動

の
産
物
で
あ
る
と
考
え
た
。
か
く
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
は
絶
対
的

主
観
主
義
の
立
場
に
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
哲
学
は
シ

ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
思
想
発
展
の
最
も
重
要
な
契
機
と
な
り
、
同

時
に
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。

全
体
主
義
　
普
遍
主
義i U

niversalism
usi

の
こ
と
を
我
が

国
で
は
通
例
全
体
主
義
と
称
し
て
い
る
。
そ
れ
は
特
殊
と
普

遍
と
の
関
係
を
部
分
と
全
体
と
の
関
係
と
見
、
ど
こ
ま
で
も

全
体
の
優
位
を
認
め
、
全
体
は
あ
ら
ゆ
る
部
分
を
包
括
し
て

こ
れ
を
制
約
し
、
部
分
は
た
だ
全
体
の
分
化
も
し
く
は
分
肢

と
し
て
存
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
。
か
よ
う
な
全
体

性
の
思
想
を
も
っ
て
社
会
乃
至
国
家
を
考
え
る
見
解
が
特
に

全
体
主
義
と
い
わ
れ
て
い
る
。
全
体
主
義
的
思
想
は
古
く
か

ら
存
在
し
、「
全
体
は
部
分
よ
り
も
先
で
あ
る
」
と
い
う
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
政
治
学
の
命
題
は
そ
の
根
本
思
想
を
現
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
殊
に
中
世
の
社
会
・
国
家
観
に
於

い
て
明
瞭
に
認
め
ら
れ
、
近
世
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ア
ダ
ム
・

ミ
ュ
ー
ラ
ー
そ
の
他
の
浪
漫
主
義
の
社
会
・
国
家
哲
学
、
現

代
で
は
シ
ュ
パ
ン
の
所
謂
普
遍
主
義
が
そ
れ
を
代
表
し
て
い

る
。
社
会
は
個
人
よ
り
も
先
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
個
人
主

義
に
反
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
集
団
主
義
が
全
体
主
義
で
あ
る
の

で
な
く
、
個
人
と
社
会
と
の
関
係
を
有
機
的
に
考
え
る
有
機

体
説i O

rganologiei

が
全
体
主
義
的
思
惟
の
特
徴
を
な
し
て

い
る
。ま
た
そ
れ
は
世
界
全
体
を
全
体
と
考
え
る
の
で
な
く
、

民
族
乃
至
国
家
を
中
心
に
考
え
、
統
制
を
主
と
し
て
個
人
の

自
由
を
認
め
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
か
よ
う
に

し
て
全
体
主
義
は
今
日
の
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
根
本
思
想
と
さ

れ
て
い
る
。

荘
厳
〔
独M

ajestät

〕　

崇
高
は
そ
の
支
配
者
的
な
高
さ
と

大
い
さ
の
静
か
な
意
識
に
於
い
て
我
々
に
荘
厳
と
し
て
現
れ
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る
。
併
し
荘
厳
は
単
純
な
高
さ
で
な
く
、
高
さ
と
華
か
さ
と

の
結
合
で
あ
っ
て
、
高
さ
が
華
か
さ
の
中
に
現
れ
る
場
合
に

荘
厳
で
あ
る
。
か
よ
う
に
し
て
日
の
出
の
光
景
は
荘
厳
で
あ

り
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
ヘ
ロ
イ
カi i

の
最
終
楽
章
、
テ
ィ
チ

ア
ン
の
マ
リ
ア
の
昇
天
等
は
荘
厳
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
。

智
慧
〔
英W

isdom

　
仏Sagesse　
独W
eisheit

〕　

完
成

さ
れ
た
認
識
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
完
全
に
人
間
に
滲
透

し
て
彼
の
行
い
を
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
導
き
、
彼
の
行
為
に
現

れ
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
智
慧
は
人
生
の
処
理
形
成
の
能
力

あ
る
智
見
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
賢
者
」
の
理
念
に
於
い
て
具

象
化
さ
れ
る
の
が
つ
ね
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
智
慧

は
理
論
的
に
見
れ
ば
最
高
善
の
認
識
で
あ
り
、
実
践
的
に
見

れ
ば
最
高
善
に
対
す
る
意
志
の
適
合
性
で
あ
る
。
智
慧
は
そ

の
目
的
に
於
い
て
高
い
理
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
点

i　

" eroica"

：
交
響
楽
第
三
番
「
英
雄
」

で
単
な
る
怜
悧
と
異
な
り
、
ま
た
、
そ
の
目
的
の
達
成
に
適

し
た
手
段
を
選
ぶ
点
で
愚
鈍
と
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。知

識
〔
英K

now
ledge　

仏C
onnaissance　

独W
issen

〕

　

広
く
解
す
れ
ば
、
或
る
物
に
就
い
て
の
明
瞭
な
意
識
を
い

う
。
厳
密
に
言
え
ば
、
単
に
事
実
が
そ
う
あ
る
と
い
う
事
の

み
で
な
く
、
何
故
に
そ
う
あ
る
か
と
い
う
理
由
を
も
知
っ
て

い
る
事
で
あ
る
。
ま
た
知
識
は
臆
見
、
推
量
等
と
異
な
り
、

客
観
性
、
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
得
る
判
断
で
あ
る
。
知
識

の
目
的
に
従
っ
て
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
知
識
を
、（
一
）

宗
教
に
於
け
る
如
き
救
済
の
知
識
、（
二
）
形
而
上
学
的
知

識
の
ひ
と
つ
の
形
態
の
如
き
教
養
の
知
識
、（
三
）
仕
事
の

知
識
も
し
く
は
自
然
支
配
の
知
識
の
三
つ
に
分
類
し
た
。
そ

の
い
ず
れ
の
種
類
の
知
識
が
優
勢
で
あ
る
か
に
応
じ
て
個

人
、
時
代
乃
至
社
会
の
相
異
な
る
知
識
構
造
が
生
ず
る
と
見

ら
れ
る
。
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

力
〔
英
仏Force　
独K

raft

〕　

実
在
性
と
力
と
は
或
る
意

味
に
於
い
て
同
じ
で
あ
っ
て
、
実
在
性
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は

ま
た
力
が
あ
り
、
力
が
現
れ
る
が
、
力
は
広
く
美
と
関
係
し
、

種
々
な
る
美
は
屡
々
、
力
に
関
す
る
種
々
の
言
葉
を
も
っ
て

表
さ
れ
る
。
併
し
力
は
積
極
的
な
概
念
と
し
て
特
に
崇
高
の

要
素
と
見
ら
れ
、
崇
高
は
大
い
さ
と
力
の
領
域
に
存
す
る
と

定
義
さ
れ
る
。
力
を
有
す
る
も
の
は
静
か
な
客
観
性
に
於
い

て
我
々
に
対
す
る
の
で
な
く
、寧
ろ
現
実
的
に
我
々
を
捉
え
、

我
々
自
身
を
力
の
感
情
に
拉
し
去
る
。
力
の
崇
高
は
と
り
わ

け
運
動
乃
至
活
動
に
於
い
て
現
れ
、
そ
の
超
克
す
べ
き
抵
抗

が
大
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
一
層
多
く
の
力
の
感
情
を
与
え

る
。テ

オ
リ
ア
〔
希Theoria

〕‘theorein’ 

か
ら
出
た
言
葉
で
、

「
観
る
」
と
い
う
一
般
的
意
味
を
有
し
、
特
に
ギ
リ
シ
ア
の

一
都
市
か
ら
遣
わ
さ
れ
て
神
の
祝
祭
を
訪
ね
、
託
宣
を
訊
く

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
従
っ
て
テ
オ
リ
ア
は
も
と
宗

教
的
意
味
を
含
ん
で
い
た
。ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
い
て
は
、

テ
オ
リ
ア
は
純
粋
な
観
想
、
純
粋
な
思
惟
を
意
味
し
、
こ
の

も
の
は
最
高
の
対
象
を
内
容
と
し
、
外
的
な
目
的
の
た
め
に

求
め
ら
れ
る
の
で
な
く
て
、
そ
れ
自
身
の
た
め
に
求
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
テ
オ
リ
ア
の
生
活
は
実
践
的
生

活
よ
り
も
高
い
も
の
で
あ
り
、
寧
ろ
テ
オ
リ
ア
こ
そ
実
践
の

最
高
の
形
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
。

〔
文
献
〕F. B

oll: Vita contem
plativa

（1922

）.

天
才
〔
英G

enius　
仏G

énie　
独G

enie

〕　
（
一
）
美
学

上
の
天
才　
天
才i G

eniei

は
能
才i Talenti

か
ら
区
別
さ
れ

る
。
天
才
は
開
拓
的
で
あ
り
、
伝
統
の
埒
を
破
っ
て
生
産
す

る
、
独
創
性
が
天
才
の
本
質
で
あ
る
。
能
才
は
こ
れ
に
反
し

天
才
の
開
拓
し
た
道
に
従
っ
て
進
み
、
彼
の
発
見
し
た
形
式

を
技
術
的
練
達
に
よ
り
若
干
の
変
容
を
も
っ
て
他
の
対
象
に

適
用
す
る
。
天
才
は
創
造
的
で
あ
る
が
、
能
才
は
模
造
的
、

再
生
産
的
で
あ
る
。
天
才
は
物
に
形
式
を
内
部
か
ら
作
り
出
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す
が
、
能
才
は
形
式
を
他
の
対
象
に
於
い
て
繰
り
返
す
た
め

に
我
が
物
と
す
る
。
天
才
の
形
成
作
用
に
於
い
て
イ
デ
ー
は

内
部
か
ら
生
れ
る
が
、
能
才
は
物
の
適
当
な
特
質
を
集
め
、

そ
れ
を
一
つ
の
全
体
に
結
合
す
る
。
天
才
に
あ
っ
て
は
全
体

が
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
部
分
は
そ
れ
か
ら
出
て
く
る
に
反

し
、
能
才
に
あ
っ
て
は
部
分
が
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
全
体

は
そ
れ
か
ら
纏
め
上
げ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、能
才
は
自
覚
的
、

反
省
的
で
あ
る
が
、
天
才
は
彼
自
身
の
考
え
た
よ
り
以
上
の

大
き
な
も
の
、
深
い
も
の
を
作
り
出
す
。「
あ
ら
ゆ
る
真
の

天
才
は
素
朴
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
さ
も
な
け
れ
ば
天
才
で

な
い
」
と
シ
ラ
ー
は
言
う
。
天
才
は
旧
い
規
則
に
よ
っ
て
導

か
れ
は
し
な
い
が
、
単
に
無
法
則
・
無
規
則
で
は
な
く
、
彼

自
身
が
法
則
で
あ
り
、
彼
の
作
品
は
同
時
代
及
び
後
世
に
対

し
て
模
範
と
な
り
、
規
則
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
天
才
は

何
よ
り
も
タ
イ
プ
を
創
造
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
彼
の

最
高
の
力
が
示
さ
れ
る
。
ゲ
ー
テ
に
於
け
る
フ
ァ
ウ
ス
ト
、

シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
於
け
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
等
、
そ
の
例
で
あ

る
。
天
才
は
世
界
史
的
な
イ
デ
ー
を
実
現
し
、
も
し
く
は
表

現
に
齎
す
こ
と
に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

限
り
に
於
い
て
は
天
才
も
社
会
的
に
規
定
さ
れ
、
時
代
が
彼

を
準
備
す
る
。
天
才
は
世
界
史
の
発
展
に
有
機
的
に
働
く
創

造
的
要
素
で
あ
る
。
従
っ
て
彼
の
独
創
も
伝
統
と
全
然
無
関

係
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
天
才
は
単
な
る
イ
ン
ス
ピ
レ

ー
シ
ョ
ン
に
存
せ
ず
、
寧
ろ
天
才
は
勤
勉
で
あ
る
、
天
才
は

忍
耐
で
あ
る
、
天
才
は
集
中
で
あ
る
、
な
ど
と
言
わ
れ
る
。

彼
の
異
常
な
直
観
力
、
想
像
力
は
、
有
能
な
職
工
の
真
面
目

さ
と
結
び
付
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
三
）
天
才
論　
天
才
の
原
語i geniusi

は
も
と
霊
・
守
護

神
を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
「
生
産
す
る
」‘gignere’i

と
い
う

語
に
つ
ら
な
り
、
か
く
て
一
般
に
天
賦
の
精
神
的
生
産
力
の

意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
十
八
世
紀
に
至
り
、

所
謂
「
シ
ュ
ト
ゥ
ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ゥ
ラ
ン
グ
」
の
運
動
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

と
結
び
付
い
て
、
こ
こ
に
「
天
才
時
代
」‘G

eniezeit’ 

と
い

わ
れ
る
も
の
が
現
れ
、「
天
才
崇
拝
」‘G

eniekult’ 

の
極
端

な
傾
向
を
生
じ
た
が
、
天
才
論
が
美
学
、
芸
術
論
等
に
於
い

て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
こ
の
時
以
来

の
事
で
あ
る
。
天
才
の
独
創
性
が
尊
重
さ
れ
、
芸
術
の
創
造

的
本
質
は
こ
れ
に
よ
っ
て
明
瞭
に
さ
れ
た
が
、
天
才
論
が
そ

の
動
機
に
於
い
て
浪
漫
主
義
的
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注

意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
芸
術
と
天
才
と
を
同
一
視
し
、
天
才

を
た
だ
芸
術
の
領
域
に
於
い
て
の
み
認
め
る
思
想
は
カ
ン
ト

な
ど
に
於
い
て
も
見
ら
れ
る
が
、
か
よ
う
な
思
想
と
天
才
を

人
間
的
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
領
域
に
於
い
て
考
え
る
今
日
寧
ろ

普
通
に
な
っ
た
思
想
と
は
、
天
才
論
に
於
け
る
二
つ
の
立
場

を
現
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
天
才
を
「
自
然
の
寵
児
」
と
呼

ん
だ
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
独
創
性
が
天
才
の
第
一
の
性
質

で
あ
る
。
併
し
第
二
に
彼
の
作
品
は
模
範
と
な
る
よ
う
な
も

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
第
三
に
天
才
は
自
然
と
し

て
規
則
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
科
学
的
、
意
識
的
に
働
く

の
で
は
な
い
。
天
才
の
活
動
の
無
意
識
性
は
多
く
の
人
々
に

よ
っ
て
強
調
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ャ
ン
・
パ
ウ
ル
の
如
き
は

こ
れ
に
反
し
天
才
の
本
質
を
思
慮
に
お
い
て
い
る
。
天
才
と

狂
気
と
の
類
似
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
キ
ケ
ロ
を
始
め
と
し

て
屡
々
言
わ
れ
て
い
る
が
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ

ば
、
か
よ
う
な
類
似
は
彼
等
が
常
人
に
と
っ
て
存
在
す
る
の

と
は
違
っ
た
世
界
に
生
活
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
い
る
。
し

か
も
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
に
よ
れ
ば
、
天
才
の
世
界
が
真

の
世
界
で
あ
っ
て
、
天
才
性
と
は
「
最
も
完
全
な
客
観
性
」

で
あ
り
、
そ
の
本
質
は
純
粋
に
直
観
的
な
態
度
を
執
る
能
力

に
あ
る
。
こ
れ
ら
哲
学
的
乃
至
形
而
上
学
的
天
才
論
に
対

し
、
天
才
に
関
す
る
科
学
的
研
究
が
存
在
す
る
。
ゴ
ー
ル
ト

ン
は
生
物
学
的
立
場
に
於
い
て
天
才
遺
伝
の
研
究
を
し
た
。

彼
の
研
究
は
実
証
的
、
統
計
的
で
あ
っ
て
、
高
度
の
天
才
を

一
般
的
な
才
能
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
ず
、
寧
ろ
一
般
的
な
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才
能
を
基
礎
と
し
て
考
え
た
事
、
ま
た
心
的
素
質
を
夫
自
身

と
し
て
孤
立
せ
し
め
ず
、
そ
の
遺
伝
法
則
を
身
体
的
素
質
の

遺
伝
法
則
の
上
に
基
礎
付
け
、
そ
れ
か
ら
類
推
し
た
事
と
を

特
色
と
し
て
い
る
。
ロ
ン
ブ
ロ
ー
ゾ
の
『
天
才
論
』
は
天
才

と
精
神
病
者
と
の
類
似
を
力
説
し
た
も
の
と
し
て
有
名
で
あ

る
が
、
そ
の
研
究
は
却
っ
て
浪
漫
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る
。

そ
の
他
ク
レ
ッ
チ
ュ
メ
ル
等
の
性
格
学
の
立
場
に
於
け
る
天

才
論
研
究
が
科
学
的
天
才
論
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。こ
れ
ら
の
生
物
学
的
乃
至
精
神
病
学
的
天
才
論
に
対
し
、

社
会
科
学
的
立
場
に
於
け
る
天
才
論
が
存
在
す
る
。

天
才
と
環
境
と
の
関
係
は
既
に
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
な
ど
に
よ
っ

て
も
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
が
、
唯
物
史
観
の
立
場
に
於
け
る
天

才
の
把
握
が
最
も
科
学
的
、
現
実
的
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

〔
文
献
〕Zilsel: D

ie Entstehung des G
eniebegriffes (1926) ; 

Türck: D
er geniale M

ensch (1.iA.i1920) ; F. Brentano: D
as 

G
eniei(1892.i

邦
訳
岩
波
文
庫
【『
天
才i;i

悪
』】) ; G

alton: 

H
ereditary G

enius ( First Edition 1869.i

邦
訳
岩
波
文
庫
【『
天
才

と
遺
伝
』】);  Lom

broso: G
enio e follia (1864);  E. K

retschm
er: 

G
eniale M

enscheni(1929.i

邦
訳
内
村
祐
之
【『
天
才
の
心
理
学
』、

The Psychology O
f M

en O
f G

enius

】)

。

ド
グ
マ
〔
英
独D

ogm
a

〕　

確
立
さ
れ
た
定
説
、
教
義
。

ギ
リ
シ
ア
の
古
典
的
文
献
に
於
い
て
は
哲
学
上
の
教
説
は
ド

グ
マ
と
い
わ
れ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
に
於
い
て
は
不
動
の
真
理

と
し
て
必
ず
信
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
教
義
が
ド
グ
マ
と
い
わ

れ
る
。
然
る
に
そ
の
よ
う
な
教
説
教
義
は
そ
の
立
場
に
立
つ

者
に
と
っ
て
疑
問
に
さ
れ
る
こ
と
を
許
さ
ず
、
却
っ
て
あ
ら

ゆ
る
論
議
の
前
提
と
し
て
前
提
さ
れ
、
も
は
や
証
明
を
要
し

な
い
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
傾
向
を
有
す
る
。
か
く
て
ド
グ
マ

は
証
明
さ
れ
な
い
で
た
だ
信
ぜ
ら
れ
、
た
だ
主
張
さ
れ
る
だ

け
の
も
の
と
な
り
、「
独
断
」
と
い
う
意
味
の
も
の
に
な
る
。

今
日
一
般
に
か
よ
う
な
独
断
の
意
味
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が

少
な
く
な
い
。



三
五
九

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
〔
英D

ogm
atism

〕　

普
通
に
独
断
論

と
訳
す
。
元
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
何
等
か
の
ド
グ
マ
即
ち
定

説
を
立
て
る
も
の
は
悉
く
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
あ
っ
て
、
ギ

リ
シ
ア
哲
学
に
於
い
て
は
、
凡
て
を
疑
う
懐
疑
論
者
に
対
し

て
、
一
般
に
何
等
か
積
極
的
な
主
張
を
な
し
た
哲
学
者
は
ド

グ
マ
テ
ィ
ス
ト
と
い
わ
れ
た
。
カ
ン
ト
は
彼
の
批
判
主
義
に

ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
を
対
せ
し
め
た
。
即
ち
積
極
的
な
形
而
上

学
的
教
説
を
、
人
間
の
理
性
は
か
か
る
形
而
上
学
的
な
も
の

を
認
識
し
得
る
か
否
か
の
吟
味
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
立
て

る
哲
学
を
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
呼
ん
だ
。
認
識
の
可
能
、
権

利
、
限
界
に
就
い
て
の
認
識
論
的
省
察
を
欠
い
た
彼
以
前
の

形
而
上
学
、
特
に
合
理
主
義
の
哲
学
を
カ
ン
ト
は
ド
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
と
称
し
た
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
ド
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム

と
い
う
語
は
証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
な

い
主
張
に
固
執
す
る
こ
と
に
対
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
。

西
田
幾
多
郎
（1870

―
【1945

】）　

明
治
三
年
四
月
十
九

日
石
川
県
河
北
郡
宇
ノ
気
村
字
森
に
生
る
。
父
は
西
田
得や
す
の
り登

と
い
う
。
村
の
小
学
校
か
ら
金
沢
市
に
出
て
石
川
県
師
範
学

校
に
入
っ
た
が
病
気
の
た
め
間
も
な
く
退
学
、
次
で
石
川
県

専
門
学
校
に
入
学
、
そ
の
学
校
が
第
四
高
等
中
学
校
と
な

る
と
共
に
同
校
生
と
な
り
、
卒
業
一
年
前
に
退
学
、
明
治

二
十
四
年
九
月
東
京
の
帝
大
文
科
大
学
哲
学
選
科
に
入
り
、

二
十
七
年
七
月
卒
業
し
た
。
翌
二
十
八
年
石
川
県
能
登
国
七

尾
中
学
校
教
諭
と
な
り
、
二
十
九
年
に
は
四
高
の
独
語
講

師
と
な
る
。
三
十
年
九
月
山
口
高
等
学
校
教
授
、
三
十
二
年

九
月
第
四
高
等
学
校
教
授
、
四
十
二
年
九
月
学
習
院
教
授
、

四
十
三
年
九
月
京
都
帝
大
文
学
部
助
教
授
、
大
正
二
年
同
教

授
、
同
年
総
長
の
推
薦
に
依
り
文
学
博
士
の
学
位
を
授
け
ら

る
。
昭
和
三
年
九
月
停
年
退
職
、
名
誉
教
授
と
な
っ
た
。
学

士
院
会
員
（
昭
和
二
年
六
月
）。
処
女
作
『
善
の
研
究
』（
明

治
四
十
四
年
）
は
四
高
教
授
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
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が
、
大
正
に
入
っ
て
か
ら
広
汎
な
影
響
を
及
ぼ
し
、「
純
粋

経
験
」
と
い
う
言
葉
は
一
時
流
行
語
と
さ
え
な
っ
た
。
蓋
し

こ
の
書
は
未
だ
主
観
・
客
観
の
対
立
な
き
独
立
自
全
の
純
活

動
と
し
て
の
純
粋
経
験
を
も
っ
て
実
在
と
考
え
、
主
知
主
義

を
排
し
て
主
意
主
義
に
立
っ
て
い
る
。
純
粋
経
験
の
説
は
な

お
心
理
主
義
的
で
あ
っ
た
が
、『
思
索
と
体
験
』（
大
正
四
年
）

に
於
い
て
は
そ
れ
が
新
カ
ン
ト
派
の
論
理
主
義
の
主
張
に
よ

っ
て
反
省
さ
れ
る
と
共
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
純
粋
持
続
の
説
と

結
び
附
け
ら
れ
た
。
そ
の
発
展
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と

反
省
』（
大
正
六
年
）
に
於
い
て
見
ら
れ
、
雄
大
な
哲
学
体

系
へ
の
企
図
と
な
っ
て
現
れ
た
。
即
ち
こ
こ
で
は
フ
ィ
ヒ
テ

の
事
行i Tathandlungi

の
如
き
思
想
を
承
け
て
、
意
味
即
実

在
に
し
て
無
限
の
発
展
を
含
む
自
覚
的
体
系
に
よ
っ
て
価
値

と
存
在
と
の
結
合
、
純
粋
な
思
惟
体
系
か
ら
感
性
的
内
容
を

有
す
る
経
験
体
系
へ
の
推
移
を
考
え
、
遂
に
絶
対
自
由
の
意

志
の
説
に
達
し
て
い
る
。
つ
い
で
『
意
識
の
問
題
』（
大
正

九
年
）、『
芸
術
と
道
徳
』（
大
正
十
二
年
）
を
経
て
、『
働
く

も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』（
昭
和
二
年
）、
殊
に
こ
の
書
の
後

編
に
至
っ
て
重
大
な
飛
躍
を
遂
げ
、
従
来
の
主
意
主
義
か
ら

直
観
主
義
へ
の
転
回
が
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
主
知
主
義
へ
の

逆
転
で
な
く
却
っ
て
行
為
的
直
観
の
立
場
を
意
味
し
、
い
わ

ゆ
る
主
客
合
一
の
直
観
を
基
礎
と
す
る
の
で
な
く
、
有
る
も

の
働
く
も
の
の
す
べ
て
を
、
自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自

己
を
映
す
も
の
の
影
と
見
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
絶
対
無
の

哲
学
は
「
場
所
」
の
説
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
、
こ
こ
に
当
時

左
右
田
喜
一
郎
が
初
め
て
「
西
田
哲
学
」
と
命
名
し
た
如
く

独
創
的
な
思
想
が
確
保
さ
れ
た
。
有
の
哲
学
の
主
語
的
論
理

に
対
し
、
無
の
場
所
の
論
理
と
し
て
述
語
的
論
理
が
明
ら
か

に
さ
れ
、
そ
れ
は
軈
て
非
連
続
の
連
続
を
根
本
と
す
る
弁
証

法
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
か
か
る
展
開
は
『
一
般
者
の
自
覚

的
体
系
』（
昭
和
五
年
）、『
無
の
自
覚
的
限
定
』（
昭
和
七
年
）、

『
哲
学
の
根
本
問
題
』（
昭
和
八
年
）、
同
続
編
（
昭
和
九
年
）
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の
諸
著
に
於
い
て
行
わ
れ
、
殊
に
最
後
の
書
以
後
、
弁
証
法

的
世
界
の
説
を
も
っ
て
徹
底
し
た
現
実
主
義
に
立
と
う
と
し

て
い
る
。
西
田
哲
学
は
西
洋
哲
学
輸
入
以
後
初
め
て
組
織
さ

れ
た
独
創
的
哲
学
と
認
め
ら
れ
、
そ
の
影
響
の
広
さ
と
深
さ

と
に
於
い
て
も
比
ぶ
る
も
の
が
な
い
。
西
田
哲
学
は
屡
々
東

洋
的
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
が
、
東
洋
的
思
想
に
欠
け
て
い
た

人
格
と
歴
史
の
思
想
を
そ
の
中
へ
敲
き
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
特

色
が
見
ら
れ
る
。

日
本　
（
五
）
日
本
文
化
の
特
質　
日
本
文
化
と
云
っ
て

も
歴
史
的
に
変
化
し
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
代
の
文
化
の
有
す
る
特
質
は
考
え
得
る
と
し
て

も
、
そ
の
全
体
に
通
ず
る
特
質
を
考
え
る
こ
と
は
殆
ど
不
可

能
で
あ
り
、仮
に
か
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、

そ
れ
は
余
り
に
抽
象
的
で
あ
っ
て
無
意
味
に
近
い
も
の
に
な

り
は
し
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
あ
る
。
ま
た
日
本
文
化
と
云

っ
て
も
支
那
文
化
・
印
度
文
化
・
西
洋
文
化
の
影
響
を
受
け

て
発
達
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
固
有
の
も

の
を
考
え
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
り
、
仮
に
か
よ
う
な

も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
余
り
に
特
殊
的
で

あ
っ
て
無
意
味
に
近
い
も
の
に
な
り
は
し
な
い
か
と
い
う
疑

問
が
あ
る
。
併
し
如
何
に
歴
史
的
に
変
化
す
る
に
し
て
も
、

日
本
人
の
作
る
文
化
の
う
ち
に
は
自
ら
日
本
的
な
も
の
が
現

れ
る
筈
で
あ
り
、
ま
た
如
何
に
外
国
文
化
の
影
響
を
受
け
る

に
し
て
も
、
そ
の
受
け
方
そ
の
も
の
の
う
ち
に
も
既
に
日
本

的
性
格
が
見
ら
れ
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
日
本
文
化
の
特
質
に

就
い
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
も
無
意
味
で
も
な
い
と
云

え
る
。
た
だ
こ
の
場
合
注
意
す
べ
き
こ
と
は
一
般
に
日
本
的

特
質
と
云
わ
れ
て
い
る
も
の
に
し
て
実
は
単
に
封
建
的
日
本

的
な
も
の
に
過
ぎ
ぬ
も
の
が
極
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
日
本
文
化
の
特
質
が
普
通
に
西
洋
文
化
と
の
対

立
に
於
い
て
考
え
ら
れ
、
然
る
に
、
そ
の
西
洋
的
な
も
の
は

単
に
西
洋
的
で
な
く
て
ま
た
近
代
的
と
い
う
意
味
を
有
す
る
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と
こ
ろ
か
ら
生
じ
て
い
る
。
こ
こ
に
す
で
に
日
本
的
特
質
に

就
い
て
考
え
る
こ
と
は
同
時
に
我
々
の
文
化
の
う
ち
に
残
存

す
る
封
建
的
伝
統
的
な
も
の
に
対
す
る
批
判
の
意
味
を
含
ま

ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
が
あ
る
。
日
本
的
と
云
わ
れ
る
も
の
か
ら

封
建
的
な
も
の
を
除
い
て
な
お
何
が
日
本
的
で
あ
る
か
を
決

定
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
は
西
洋
的
近
代
的
文
化

が
十
分
吸
収
さ
れ
た
上
で
、
日
本
独
特
の
も
の
が
生
れ
る
と

き
初
め
て
明
ら
か
に
な
り
得
る
こ
と
で
あ
る
と
も
云
え
る
で

あ
ろ
う
。

す
で
に
文
化
の
意
識
そ
の
も
の
が
我
が
国
に
於
い
て
は
新

し
い
も
の
に
属
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
過
去
の
日
本
に
果

た
し
て
美
と
か
文
学
と
か
い
わ
れ
る
も
の
の
自
覚
が
存
在
し

た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
の
で
あ
っ
て
、
も
し
過
去
の
思
想

感
情
の
再
現
を
志
す
と
す
れ
ば
、
日
本
文
学
の
美
学
的
考
察

と
い
う
が
如
き
試
み
は
無
意
味
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
」（
岡

崎
義
恵
【1892-1982

】）。
か
よ
う
に
明
確
な
文
化
意
識
が
存

在
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
文
化
の
特
質
と
し
て

屡
々
挙
げ
ら
れ
る
実
際
的
と
か
現
実
的
と
か
と
い
う
性
格
に

相
応
し
て
い
る
。
即
ち
こ
こ
で
は
生
活
と
文
化
と
は
距
離
を

有
す
る
も
の
、
対
立
し
た
も
の
で
な
く
、
相
即
す
る
も
の
、

融
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
学
問
は
実
学
で
あ
る
と
云

わ
れ
る
の
も
そ
の
故
で
あ
る
。
理
論
の
た
め
の
理
論
、
芸
術

の
た
め
の
芸
術
と
い
う
が
如
き
思
想
は
な
く
、
学
問
も
芸
術

も
生
活
と
不
離
の
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
こ
と
は
日

本
文
化
を
抽
象
的
な
も
の
と
せ
ず
具
体
的
な
も
の
と
し
て
い

る
。同
時
に
そ
れ
は
客
観
的
文
化
の
観
念
の
欠
乏
を
意
味
し
、

今
日
い
わ
ゆ
る
思
想
性
の
欠
乏
も
そ
れ
に
関
係
し
て
い
る
。

文
化
は
生
活
的
身
体
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
直
観
的
、
特

に
官
能
的
と
い
う
特
色
を
も
っ
て
い
る
。

次
に
日
本
文
化
の
特
質
を
捉
え
る
こ
と
を
特
別
に
困
難
な

ら
し
め
て
い
る
事
情
は
、
こ
こ
に
は
連
続
性
が
乏
し
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
寧
ろ
す
べ
て
が
非
連
続
的
に
連
続
し
て
い
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る
と
い
う
こ
と
が
日
本
文
化
の
特
質
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

日
本
精
神
が
固
定
的
形
式
的
で
な
く
、
却
っ
て
無
形
式
の
形

式
を
特
色
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
に

は
客
観
的
な
形
式
に
於
け
る
連
続
的
統
一
が
乏
し
く
、
従
っ

て
、伝
統
そ
の
も
の
が
ま
た
統
一
な
き
統
一
に
存
し
て
い
る
。

か
よ
う
に
日
本
精
神
は
無
形
式
の
形
式
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
日
本
人
は
進
取
的
で
あ
っ
て
外
国
文
化
を
容
易
に
受
け

容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
文
化
は
も
と
よ
り
単
な
る
模

倣
で
な
く
、
固
有
性
と
独
創
性
と
に
欠
け
て
い
な
い
に
も
拘

ら
ず
、
た
だ
外
国
文
化
を
次
か
ら
次
へ
模
倣
し
て
行
く
も
の

で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
理
由
も
そ
こ
に
あ
る
。
平
田

篤
胤
【1776-1843

】
の
如
き
も
、
日
本
が
外
国
か
ら
採
る
も

の
は
多
い
が
、
外
国
が
日
本
か
ら
採
る
も
の
は
な
い
、
日
本

の
古
道
は
与
え
る
も
の
を
持
た
な
い
が
、
而
も
こ
こ
に
於
い

て
か
我
が
道
の
大
な
る
こ
と
を
知
る
、
と
云
っ
て
い
る
。
日

本
の
古
道
は
一
の
無
で
あ
る
が
、
単
な
る
無
で
な
く
、
万
物

を
包
み
蔵
す
る
無
で
あ
り
、
万
物
を
生
み
出
す
無
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
た
。
日
本
精
神
は
無
形
式
の
形
式
、
非
連
続
の
連

続
と
も
い
う
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
相
反

す
る
も
の
が
直
ち
に
一
致
す
る
。
日
本
文
化
の
特
色
と
し
て

掲
げ
ら
れ
る
帰
一
性
も
そ
こ
に
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
す
べ
て

が
一
定
の
客
観
的
な
形
式
に
帰
す
る
と
い
う
意
味
で
な
く
、

寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
に
は
矛
盾
し
た
も
の
が
心
に
於
い
て

統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
他

の
反
面
か
ら
見
れ
ば
、
日
本
文
化
の
特
質
と
云
わ
れ
る
「
重

層
性
」（
和
辻
哲
郎
）
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
仏
教

の
興
隆
も
神
道
を
排
棄
し
得
ず
、
神
社
崇
拝
と
仏
教
的
信
仰

と
は
日
本
人
に
と
っ
て
は
同
時
に
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
か

よ
う
に
日
本
精
神
は
謂
わ
ば
多
神
教
的
で
あ
る
こ
と
を
特
徴

と
し
、
従
っ
て
寛
容
で
あ
る
。
併
し
そ
の
こ
と
が
ま
た
客
観

的
に
統
一
あ
る
文
化
の
形
成
の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
。

無
形
式
の
形
式
と
云
っ
て
も
固
よ
り
日
本
文
化
に
は
自
ら
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形
式
が
あ
る
。
形
が
な
い
と
い
う
の
は
日
本
文
化
が
空
間
性

を
特
色
と
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
非
連
続
の
連
続
と

い
う
の
は
日
本
文
化
が
時
間
性
を
特
色
と
す
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
点
に
於
い
て
同
じ
東
洋
的
と
云
っ
て
も
支
那

文
化
と
日
本
文
化
と
の
間
に
相
違
が
あ
り
、
時
間
的
と
い
う

こ
と
で
は
日
本
文
化
は
西
洋
文
化
に
一
層
近
親
で
あ
る
と
も

考
え
ら
れ
る
。
日
本
文
化
は
時
間
的
と
し
て
流
動
的
、
ま
た

感
情
的
で
あ
る
。感
情
的
文
化
は
分
析
的
構
成
的
で
な
く
て
、

直
観
的
綜
合
的
で
あ
り
、ま
た
純
粋
性
を
特
色
と
し
て
い
る
。

支
那
文
化
は
日
本
へ
来
て
実
際
化
さ
れ
た
が
、
実
際
的
と
い

う
こ
と
は
功
利
的
と
い
う
こ
と
で
な
く
、
実
際
化
さ
れ
る
と

共
に
純
粋
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
島
地
大だ
い
と
う等

【1875-1927
】

は
三
国
仏
教
を
比
較
し
て
、
印
度
仏
教
は
戒
律
支
持
に
特
色

が
あ
り
、
支
那
仏
教
は
慧
学
の
発
展
に
特
色
が
あ
り
、
日
本

仏
教
は
定
学
の
伝で
ん
じ持

に
特
色
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
即
ち

印
度
仏
教
が
倫
理
的
な
こ
と
を
、
支
那
仏
教
が
哲
学
的
な
こ

と
を
特
色
と
す
る
に
対
し
、
日
本
の
そ
れ
は
仏
教
を
宗
教
と

し
て
純
粋
化
し
た
点
に
あ
る
。
日
本
に
於
い
て
は
仏
教
も
か

よ
う
に
純
粋
化
さ
れ
る
と
共
に
実
際
化
さ
れ
た
が
、
同
時
に

そ
れ
が
単
純
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
単
題
目
や
単
念
仏
・
単
信
心
・
単
円
戒
等
の
思
想
は

こ
の
傾
向
を
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
関
聯
し
て
日
本
文
化
は

純
粋
で
あ
る
が
小
さ
い
と
云
え
る
。
空
間
的
な
と
こ
ろ
、
分

析
的
構
成
的
な
と
こ
ろ
が
足
り
な
い
の
で
あ
る
。
俳
句
や
短

歌
の
如
き
も
の
が
日
本
文
化
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。

か
く
の
如
き
こ
と
は
す
べ
て
日
本
文
化
の
哲
学
的
基
礎
と

も
い
う
べ
き
特
殊
な
自
然
主
義
を
根
柢
と
し
て
い
る
と
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
自
然
主
義
は
本
居
宣
長
の
考
え
た
よ

う
な
も
の
で
も
あ
り
、
併
し
ま
た
そ
れ
は
仏
教
或
い
は
老
子

教
に
於
け
る
無
の
思
想
と
も
結
び
附
い
て
い
る
。
一
般
に
日

本
思
想
に
於
い
て
は
自
然
と
人
間
と
は
対
立
し
て
お
ら
ず
、

人
間
は
自
然
の
う
ち
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
自
然
が
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純
粋
に
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
と
共
に
、
人
間
が
純
粋
に
主
観
的
な
も
の
と
見
ら
れ
て

い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
西
洋
的
な
意
味
に
於
け

る
客
観
主
義
に
乏
し
く
、
従
っ
て
科
学
が
発
達
し
な
か
っ
た

が
、
同
時
に
西
洋
的
な
意
味
に
於
け
る
主
観
主
義
の
抽
象
性

か
ら
も
免
れ
て
い
る
。
日
本
的
知
性
の
特
色
を
最
も
よ
く
現

し
て
い
る
の
は
、
心
境
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
知
性
は

つ
ね
に
技
術
と
結
び
附
い
て
お
り
、
技
術
の
本
質
は
主
観
と

客
観
と
を
媒
介
的
に
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
よ

う
な
統
一
が
客
観
の
側
に
於
い
て
実
現
さ
れ
る
場
合
、
技
術

は
物
の
技
術
と
し
て
物
を
作
る
が
、
そ
れ
が
主
観
即
ち
人
間

の
側
に
於
い
て
実
現
さ
れ
る
と
考
え
れ
ば
、
技
術
は
心
の
技

術
と
し
て
人
間
そ
の
も
の
を
、
即
ち
心
境
と
い
う
も
の
を
作

る
の
で
あ
る
。
心
境
は
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
心
の

技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
も
の
と
し
て
主
観
と
客
観
と
の
統

一
で
あ
り
、
か
よ
う
な
も
の
と
し
て
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て

い
る
。
併
し
こ
の
統
一
は
物
で
な
く
て
人
間
の
側
に
於
い
て

求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
西
洋
的
な
科
学
及
び
技
術
の

見
方
か
ら
す
れ
ば
主
観
的
で
あ
り
、
観
照
的
に
留
ま
っ
て
い

る
。
反
対
に
人
間
そ
の
も
の
に
就
い
て
言
え
ば
、
西
洋
的
人

間
は
抽
象
的
で
あ
っ
て
東
洋
的
人
間
は
具
体
的
で
あ
る
と
云

う
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
文
化
は
心
境
的
と
い
う
こ
と
を
特

色
と
し
、
人
間
修
業
と
い
う
も
の
を
基
礎
と
し
て
い
る
。
そ

の
技
術
は
主
観
に
従
っ
て
物
を
砕
い
て
ゆ
く
の
と
は
反
対

に
、
客
観
に
従
っ
て
ど
こ
ま
で
も
心
を
砕
い
て
ゆ
く
こ
と
に

あ
る
。
砕
か
れ
た
心
は
ど
の
よ
う
な
物
を
も
自
己
と
統
一
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
客
観
的
に
は
ど
の
よ
う
に
切
れ
切
れ
の

こ
と
で
も
、
矛
盾
し
た
こ
と
で
も
、
す
べ
て
を
自
分
の
う
ち

に
呑
み
、
主
観
的
に
は
そ
こ
に
何
等
の
不
統
一
も
感
じ
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
何
で
も
呑
む
と
い
う
の
が
日
本
的
知
性
で

あ
り
、
そ
の
恐
る
べ
き
現
実
主
義
で
あ
る
。
日
本
的
知
性
は

人
間
も
し
く
は
心
境
に
頼
る
故
に
、
そ
の
文
化
は
客
観
的
構
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成
的
で
な
く
、
却
っ
て
随
筆
性
を
特
色
と
し
て
い
る
。
ま
た

日
本
的
知
性
は
身
体
か
ら
離
れ
な
い
故
に
、
日
常
性
を
重
ん

じ
、
そ
の
こ
と
が
日
本
文
化
の
一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い

る
。
尤
も
こ
れ
ら
す
べ
て
の
特
色
は
封
建
的
性
質
を
多
く
含

ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
今
後
の
日
本
文
化
が
如
何
な
る
特

質
を
発
揮
す
る
か
を
見
究
め
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
と
言
え

よ
う
。

ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〔N

ew
 H

um
anism

〕　

バ
ビ

ッ
ト
そ
の
他
の
唱
え
る
思
想
が
特
に
「
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
」
と
云
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
普
通
に
は
も
っ
と

広
い
意
味
に
理
解
さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
で
は
フ
ェ
ル
ナ
ン

デ
ス
等
の
思
想
を
承
け
て
「
行
動
的
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と

い
う
も
の
が
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
し
て
唱
え
ら
れ
て

い
る
が
、
決
し
て
そ
れ
に
限
ら
れ
て
い
な
い
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
は
も
と
ギ
リ
シ
ア
精
神
に
繋
が
り
、
そ
の
限
り
キ
リ
ス

ト
教
と
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

現
代
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
於
い
て
は
こ
れ
ら
の
関
係
も
確

定
し
て
い
な
い
。
す
で
に
ト
ル
ス
ト
イ
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

は
キ
リ
ス
ト
教
的
色
彩
が
濃
い
が
、
今
日
で
は
キ
リ
ス
ト
教

こ
そ
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
伝
統
を
維
持
し
て
ゆ
く
力
で
あ
る
と
主

張
す
る
ニ
ュ
ー
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
論
も
あ
る
。
か
く
の
如

く
一
般
に
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
云
わ
れ
る
も
の
の
内

容
は
限
定
さ
れ
て
い
な
い
が
、
旧
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
個

人
主
義
に
対
し
社
会
主
義
の
立
場
を
認
め
、
特
に
現
代
の
フ

ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
非
人
間
的
、
非
文
化
的
傾
向
に
対
し
て
明
瞭

な
反
対
の
立
場
に
立
つ
と
こ
ろ
に
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
意
味
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ロ
マ
ン
・
ロ

ラ
ン
、
ジ
ー
ド
、
ゴ
ー
リ
キ
イ
等
が
そ
の
代
表
者
と
見
ら
れ

る
。
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
人
間
が
歴
史
に
於
い
て
変

化
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
、
現
在
の
ブ
ル
ジ

ョ
ワ
社
会
に
於
い
て
非
人
間
的
に
さ
れ
た
人
間
が
真
の
人
間

性
を
取
り
戻
し
、
新
し
い
人
間
と
し
て
生
れ
る
と
い
う
こ
と
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を
根
本
的
な
要
求
と
し
て
い
る
。
新
し
い
人
間
は
新
し
い
社

会
か
ら
の
み
生
れ
得
る
も
の
で
あ
り
、
新
し
い
社
会
は
人
間

が
実
践
的
に
作
っ
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
新
し
い
人
間
が
作
ら
れ
る
の
は
決
し
て
単
に
外
部
か
ら
で

な
く
、
そ
れ
は
同
時
に
内
的
な
、
主
体
的
な
問
題
で
あ
る
と

考
え
る
と
こ
ろ
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
固
有
の
立
場
が
あ
る
。

ま
た
人
間
を
単
に
社
会
的
な
も
の
と
見
ず
、
個
人
の
自
由
、

創
意
、
個
性
に
重
要
な
意
味
を
認
め
、
真
の
社
会
主
義
と
真

の
個
人
主
義
と
は
一
致
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
新

し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
、
反
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
的
で
あ
る
こ

と
を
一
般
的
特
徴
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
マ
ル

ク
ス
主
義
と
同
じ
で
あ
り
得
る
か
ど
う
か
に
就
い
て
は
異
論

が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
主
義
者
の
中
に
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
の
い
う
非
人
間
的
な
も
の
か
ら
の
人
間
性
の
解
放
、
人
間

的
並
び
に
文
化
的
自
由
の
要
求
を
実
現
し
得
る
も
の
は
マ
ル

ク
ス
主
義
の
み
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
主
義
こ
そ
現
代
に
於
け

る
唯
一
の
可
能
な
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
、
と
主
張
す

る
者
も
あ
る
。
併
し
マ
ル
ク
ス
主
義
の
う
ち
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
の
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て

も
、
か
か
る
点
を
持
に
力
説
す
る
の
は
す
で
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
で
あ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
移
行
で
あ
る
と
云
う

こ
と
も
で
き
る
。
か
く
し
て
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
フ

ァ
ッ
シ
ズ
ム
及
び
マ
ル
ク
ス
主
義
に
対
し
て
或
る
「
第
三
の

思
想
」
で
あ
り
得
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

パ
ス
カ
ル
〔B

laise Pascal

（1623

―1662

）〕　

フ
ラ
ン

ス
の
数
学
者
、
物
理
学
者
、
哲
学
者
。
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ

ラ
ン
に
生
れ
、
パ
リ
に
没
し
た
。
初
め
は
主
と
し
て
科
学
的

教
育
を
受
け
、
早
熟
の
天
才
を
も
っ
て
知
ら
れ
た
。
十
六
歳

の
と
き
円
錐
曲
線
論
を
書
い
て
デ
カ
ル
ト
を
驚
歎
せ
し
め
、

十
八
歳
の
時
分
に
は
計
算
器
を
発
明
し
た
。
病
身
で
鋭
敏
な

感
受
性
を
有
し
た
が
、
一
六
四
六
年
に
最
初
の
宗
教
的
危
機
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を
経
験
し
て
回
心
が
あ
り
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
派
の
信
仰
に
心
を

動
か
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
未
だ
決
定
的
な
も
の
で
な

く
、
科
学
的
研
究
は
熱
心
に
続
け
ら
れ
、
や
が
て
一
六
五
一

年
の
頃
か
ら
彼
の
世
俗
的
生
活
が
始
ま
り
、
人
生
に
就
い
て

の
経
験
が
積
ま
れ
た
。
一
六
五
四
年
十
月
か
ら
一
六
五
六
年

一
月
の
間
に
第
二
の
決
定
的
な
回
心
が
あ
り
、
の
ち
彼
は
ポ

ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
に
退
い
て
宗
教
的
生
活
に
入
り
、『
プ

ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
』“Les Provinciales”i
を
書
い
て
イ
ェ
ズ

イ
タ
派
に
対
し
ジ
ャ
ン
セ
ン
派
の
立
場
か
ら
戦
っ
た
。
有
名

な
『
パ
ン
セ
』“Pensées”i

は
護
教
的
意
図
の
も
と
に
書
か

れ
た
遺
稿
の
諸
断
片
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
科
学
上
に

於
い
て
は
公
算
論
、
所
謂
パ
ス
カ
ル
の
定
理
、
そ
の
他
の
発

見
に
よ
っ
て
貢
献
し
た
。
数
学
上
に
於
い
て
も
物
理
学
上
に

於
い
て
も
彼
の
方
法
は
デ
カ
ル
ト
の
方
法
と
反
対
で
あ
る
。

即
ち
彼
が
古
代
幾
何
学
者
の
本
質
的
に
綜
合
的
な
方
向
に
繋

が
る
に
反
し
、
デ
カ
ル
ト
は
解
析
幾
何
学
の
発
見
者
で
あ
っ

た
。
ま
た
物
理
学
者
パ
ス
カ
ル
の
傾
向
は
経
験
的
で
あ
る
に

反
し
、
デ
カ
ル
ト
の
傾
向
は
数
学
的
機
械
論
的
で
あ
っ
た
。

パ
ス
カ
ル
の
科
学
上
の
業
績
と
天
才
と
は
そ
の
発
明
的
な
力

と
共
に
経
験
の
尊
重
と
実
際
的
応
用
に
対
す
る
興
味
と
に
よ

り
特
徴
附
け
ら
れ
る
。
彼
が
エ
ス
プ
リ
・
ジ
ェ
オ
メ
ト
リ
ッ

ク
（
幾
何
学
の
心
）
と
エ
ス
プ
リ
・
ド
ゥ
・
フ
ィ
ネ
ス
（
繊

細
の
心
）
と
を
区
別
し
た
こ
と
、
ま
た
理
性
の
論
理
と
異
な

る
「
感
情
の
論
理
」‘logique du cœ

ur’i

を
考
え
た
こ
と
は

有
名
で
あ
る
。
彼
の
宗
教
論
の
特
色
は
人
間
の
分
析
か
ら
出

発
し
た
こ
と
、
即
ち
下
か
ら
の
宗
教
論
で
あ
る
こ
と
に
存
す

る
。
彼
が
研
究
し
た
の
は
内
的
人
間
で
あ
っ
て
、
宗
教
的
不

安
に
よ
っ
て
深
く
彩
ら
れ
て
い
る
。
人
間
は
「
考
え
る
蘆
」

で
あ
り
、
か
よ
う
な
自
覚
的
人
間
の
根
本
的
状
態
は
不
安
で

あ
る
。
彼
は
独
断
的
哲
学
や
理
性
的
宗
教
を
排
す
る
た
め
に

理
性
を
貶
し
め
、
か
く
て
彼
の
哲
学
は
懐
疑
論
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
数
学
の
如
き
が
そ
れ
自



三
六
九

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

身
に
於
い
て
有
す
る
確
実
性
を
疑
っ
た
の
で
は
な
い
。
宗
教

的
真
理
は
理
性
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
信

仰
が
、
理
性
を
超
え
た
直
観
や
感
情
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
、
そ
の
点
に
於
い
て
彼
の
思
想
に
は
神
秘
主
義
的
傾
向
が

濃
厚
で
あ
る
。『
パ
ン
セ
』
は
人
間
研
究
者
即
ち
モ
ラ
リ
ス

ト
と
し
て
の
パ
ス
カ
ル
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
文

学
上
に
於
け
る
彼
の
功
績
は
『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
』
に
よ

っ
て
フ
ラ
ン
ス
の
古
典
主
義
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

と
こ
ろ
に
あ
る
。
全
集
はi “O

euvres com
plètes de B

laise 

Pascal”i

（édition des G
rands Ècrivains de la Flance, par 

B
runschvicg et B

outroux, 14 vols.,i1914
―23
）.

〔
文
献
〕B

outroux: Pascal; Strow
ski: Pascal et son tem

ps, 

3 vols.

【troisièm
e partie

】, B
runschvicg: Le génie de Pascal; 

J. C
hevalier: Pascal; Sainte-B

euve: Port-Royal,i7i vols.i
三

木
清
、
パ
ス
カ
ル
に
於
け
る
人
間
の
研
究
。

パ
ト
ス
〔
希
英
仏Pathos

〕
語
原
的
に
は
受
動
の
状
態
を

意
味
す
る
。
か
か
る
受
動
性
は
人
間
の
身
体
性
に
基
づ
く
と

さ
れ
、
従
っ
て
、
パ
ト
ス
は
純
粋
な
精
神
と
見
ら
れ
る
理ロ
ゴ
ス性

の
如
き
も
の
に
対
し
身
体
的
に
制
約
さ
れ
た
心
的
状
態
即
ち

情
緒
、
激
情
を
意
味
し
て
い
る
。
併
し
パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
が

対
象
的
で
あ
る
に
反
し
て
主
体
的
な
も
の
を
表
出
す
る
こ
と

を
特
色
と
し
、
そ
の
限
り
能
動
性
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ

れ
は
感
動
と
し
て
受
動
的
に
し
て
同
時
に
能
動
的
で
あ
る
。

パ
ト
ス
は
ロ
ゴ
ス
の
一
般
性
、
客
観
性
に
対
し
て
個
人
的
、

主
観
的
と
見
ら
れ
る
が
、
併
し
ま
た
内
に
人
間
を
超
え
た
も

の
に
よ
っ
て
打
た
れ
る
心
の
感
動
と
し
て
単
に
個
人
的
、
主

観
的
で
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
美
学
上
に
於
て
は
強
烈
に

し
て
而
も
厳
粛
な
感
情
的
興
奮
を
謂
い
、
例
え
ば
壮
美
の
性

質
を
有
す
る
精
神
的
苦
悶
を
表
現
す
る
作
品
の
如
き
が
パ

テ
テ
ィ
ッ
シ
ュi pathetischi

と
云
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
パ
ト

ス
に
求
め
ら
れ
る
の
は
ロ
ゴ
ス
の
本
性
た
る
べ
き
厳
密
性i



三
七
〇

Strengei
に
対
し
厳
粛
性i Ernsti

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。「

パ
ン
セ
」〔“Pensées” （1670

）〕　

パ
ス
カ
ル
の
エ
ッ

セ
イ
。
未
完
成
の
著
作
で
、
彼
の
死
後
遺
稿
と
し
て
見
出

さ
れ
た
多
く
の
断
片
を
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
最
初
の

版
は
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ルi Port-R

oyali

版
と
も
称
せ
ら

れ
、
彼
の
縁
者
や
友
人
の
手
で
一
六
七
〇
年
に“Pensées 

de M
. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, 

que ont été trouvées après sa m
ort parm

i ses papiers”i

と

い
う
表
題
で
出
版
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
当
時
の
政
治
上
・
法

学
上
そ
の
他
の
困
難
を
顧
慮
し
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
不
完

全
で
あ
る
。
そ
の
後
コ
ン
ド
ル
セi C

ondorcet

（1776
）
や

ボ
シ
ュi B

ossut

（1776

）
の
版
が
出
た
が
、
原
稿
と
非
常

に
相
違
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
一
八
四
二
年
に
ク
ー
ザ
ンi

V
ictor C

ousini

が
か
よ
う
な
相
違
を
指
摘
し
て
以
来
、
原
稿

を
忠
実
に
再
現
す
る
努
力
が
な
さ
れ
、
フ
ォ
ー
ジ
ェ
ー
ルi

Faugère

（1844

）,i

モ
リ
ニ
エi M

olinieri

（1877

）,i

ミ

シ
ョ
ーi M

ichaut

（1896,i99

）,i

ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク

（1897,i1904

）
諸
版
に
至
っ
て
次
第
に
完
全
な
も
の
と
な

っ
た
。
断
片
の
ま
ま
残
さ
れ
た
こ
の
著
作
の
意
図
は
護
教
的

な
も
の
で
、
人
間
の
本
性
の
研
究
か
ら
出
発
し
て
、
人
間
の

自
然
は
超
自
然
的
な
宗
教
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
併
し
そ
の
内
容
は
極
め
て
豊

富
で
あ
っ
て
、
宗
教
論
に
就
い
て
は
も
と
よ
り
、
特
に
人
間

性
に
就
い
て
深
い
洞
察
を
示
し
た
格
言
的
名
句
に
満
ち
、
ま

た
レ
ト
リ
ッ
ク
や
文
学
論
の
如
き
ま
で
を
含
み
、
パ
ス
カ
ル

の
著
作
の
う
ち
最
も
広
く
読
ま
れ
、
最
も
影
響
の
多
い
も
の

で
あ
る
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
〔
英H

um
anism

〕　
（
三
）
哲
学
上
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
　
一
般
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
歴
史
的
に

は
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
於
け
る
古
典
的
古
代
の
復
興
と
結
び
附

い
て
い
る
が
、
哲
学
上
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
も
こ
の
時
代
に



三
七
一

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

現
れ
た
。
そ
れ
は
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
の
教
権
主
義
に
反
対

す
る
近
代
的
思
想
で
あ
り
、
人
間
論
的
で
且
つ
自
然
論
的
で

あ
る
こ
と
を
特
色
と
す
る
。
先
ず
古
代
哲
学
の
復
興
に
就
い

て
は
、
一
四
四
〇
年
に
プ
レ
ト
ンi Plethoni

の
提
唱
に
よ
り

メ
デ
ィ
チ
家
の
コ
シ
モ
の
保
護
の
も
と
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に

プ
ラ
ト
ン
・
ア
カ
デ
ミ
ー
が
創
設
さ
れ
、
フ
ィ
チ
ノi Ficinoi

や
ベ
ッ
サ
リ
オ
ンi B

essarioni
に
よ
り
プ
ラ
ト
ン
と
新
プ
ラ

ト
ン
主
義
が
復
興
さ
れ
た
。
ス
ト
ア
哲
学
は
リ
プ
シ
ウ
スi

Justus Lipsiusi

等
に
よ
り
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
の
哲
学
は
ガ
ッ
セ

ン
デ
ィi G

assendii

に
よ
り
復
興
さ
れ
た
。
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ

ム
は
固
よ
り
単
な
る
古
典
復
興
で
は
な
く
、
そ
の
根
柢
に
は

新
し
い
人
間
の
観
念
が
存
し
、
古
代
の
学
芸
も
教
養
あ
る
人

間
と
い
う
新
し
い
人
間
理
想
の
も
と
に
関
心
さ
れ
た
の
で
あ

る
。
新
し
い
人
間
は
個
人
の
自
己
意
識
、
自
己
感
情
を
も
っ

て
生
れ
た
。
ペ
ト
ラ
ル
カi Petrarcai

と
共
に
キ
ケ
ロ
や
セ
ネ

カ
の
意
味
に
於
け
る
道
徳
哲
学
的
論
文
の
流
行
が
始
ま
っ
て

い
る
。
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
激
情
の
力
・
諸
気
質
・
個
人
の

性
格
の
相
違
等
が
研
究
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
実
際
生
活
上
の
諸

帰
結
が
導
き
出
さ
れ
る
。
そ
の
際
古
代
の
著
作
家
た
ち
が

絶
え
ず
引
用
さ
れ
た
。
中
世
の
現
世
否
定
と
は
反
対
に
、
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
特
徴
附
け
た
の
は
生
の
肯
定
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
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
。
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
に
於
け
る
人

間
解
釈
と
は
反
対
に
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
超
越
的
な
観
念

を
排
し
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
生
の
内
在

的
解
釈
の
立
場
に
立
つ
。
か
よ
う
な
立
場
は
個
人
の
自
己
意

識
と
結
び
附
き
、
生
の
体
験
的
な
自
己
解
剖
と
な
っ
た
。
モ

ン
テ
ー
ニ
ュi M

ontaignei

が
こ
れ
を
代
表
し
て
い
る
。
ヒ
ュ

ー
マ
ニ
ズ
ム
に
於
け
る
古
代
的
伝
統
の
尊
重
及
び
宗
教
に
就

い
て
の
自
由
思
想
と
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
の
対
立
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二

は
エ
ラ
ス
ム
スi Erasm

usi

と
ル
タ
ーi Lutheri

と
の
対
立
に

於
い
て
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
人
間

の
発
見
と
共
に
自
然
の
発
見
を
意
味
し
た
が
、
こ
の
時
代
に

興
隆
し
た
新
し
い
自
然
哲
学
は
人
間
の
内
在
的
解
釈
を
助
長

し
た
の
み
で
な
く
、
や
が
て
そ
の
根
柢
と
な
っ
た
。
ブ
ル

ー
ノi G

iordano B
runoi

の
汎
神
論
的
な
自
然
哲
学
に
於
い

て
、
あ
ら
ゆ
る
超
越
的
な
表
象
を
斥
け
世
界
を
世
界
そ
の
も

の
か
ら
理
解
す
る
と
い
う
内
在
論
の
立
場
は
壮
麗
な
表
現
を

得
た
。
神
秘
主
義
的
傾
向
を
含
ん
だ
自
然
哲
学
は
厳
密
な
方

法
に
基
づ
く
ガ
リ
レ
イi G

alileii

や
ケ
プ
ラ
ーi K

epleri

等
の

自
然
科
学
に
代
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
他
方
人
間
の
情

感
的
な
自
己
意
識
は
デ
カ
ル
トi D

escartesi

に
於
い
て
理
性

の
権
威
の
思
想
と
し
て
方
法
的
に
確
立
さ
れ
た
。
既
に
ラ
メ

ーi R
am

éei

は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ス
ト
と
し
て
ス
コ
ラ
哲
学
及
び

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
に
反
対
し
て
い
る
。
生
の
自
然

的
解
釈
は
マ
キ
ァ
ヴ
ェ
リi M

achiavellii

の
国
家
哲
学
の
基

礎
と
な
っ
て
い
る
。
彼
は
彼
の
政
治
学
的
見
解
を
古
代
か
ら

汲
み
取
っ
て
き
た
。
宗
教
も
道
徳
も
政
治
も
彼
に
於
い
て
は

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
、
し
か
も
諸
情
念
は
計
算

さ
れ
得
る
、
な
ぜ
な
ら
人
間
性
（
人
間
的
自
然
）
は
つ
ね
に

同
一
で
あ
る
か
ら
。
人
間
的
自
然
の
研
究
の
上
に
社
会
哲

学
や
国
家
哲
学
を
建
て
る
企
て
は
ホ
ッ
ブ
スi H

obbesi

を
初

め
多
く
の
哲
学
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
そ
の
後
の
時
代
に
影
響
し
、
啓

蒙
思
想
を
制
約
し
、
近
代
哲
学
の
根
柢
的
な
要
素
と
な
っ

た
。
十
八
・
九
世
紀
に
至
っ
て
、
ヘ
ル
ダ
ーi H

erderi

や
フ
ン

ボ
ル
トi W

ilhelm
 von H

um
boldti

等
に
於
い
て
ヒ
ュ
ー
マ

ニ
ズ
ム
は
新
し
い
形
態
を
と
っ
て
現
れ
た
。
こ
の
第
二
の
ヒ

ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
特
に
古
典
的
ギ
リ
シ
ア
に
人
間
性
の
理
想

を
見
た
。
人
間
を
そ
の
個
別
性
と
全
体
性
と
に
於
い
て
、
即

ち
全
人
と
し
て
形
成
す
る
こ
と
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
根
本
思
想
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

で
あ
る
。
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
附
随
し
て

い
る
諸
制
限
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
個
人
主
義
的
傾
向
、
審

美
主
義
的
傾
向
、
教
育
あ
る
身
分
の
貴
族
主
義
は
、
こ
の
新

し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
於
い
て
減
少
さ
れ
は
し
た
が
消
滅

し
て
は
い
な
い
。
現
代
の
ド
イ
ツ
で
は
「
第
三
ヒ
ュ
ー
マ
ニ

ズ
ム
」‘der D

ritte H
um

anism
us’i

と
い
う
も
の
が
唱
え
ら

れ
て
い
る
が
、
こ
の
も
の
は
ナ
チ
ス
の
所
謂
「
第
三
帝
国
」

‘das D
ritte R

eich’i

の
政
治
的
思
想
と
密
接
に
結
び
附
い
て

お
り
、
現
代
に
於
け
る
新
し
い
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
は
却
っ
て

反
ナ
チ
ス
的
思
想
の
う
ち
に
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

な
お
現
代
哲
学
に
於
い
て
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
シ
ラ
ーi F. 

C
. Schilleri

が
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
と
い
う
も
の
を
唱
え

て
い
る
が
、
こ
れ
は
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
「
人
間
は
万
物
の
尺

度
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
を
承
け
た
認
識
論
上
の
学
説
で
あ

っ
て
、
我
々
の
総
て
の
認
識
は
そ
の
動
機
・
そ
の
範
囲
・
そ

の
目
的
に
於
い
て
つ
ね
に
た
だ
人
間
的
で
あ
り
、
人
間
的
な

も
の
を
超
え
る
事
が
で
き
ぬ
と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
本
質
に
於
い
て
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
一
種
に
ほ
か
な

ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
四
）
現
代
に
於
け
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
運
動　
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
運
動
は
、
現
代
に
於
い
て
は
反
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム

の
運
動
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
そ
れ
は
、

フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
に
よ
っ
て
絶
え
ず
脅
か
さ
れ
て
い
る
戦
争
の

危
険
に
対
す
る
平
和
の
防
衛
の
運
動
、
ま
た
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム

に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
よ
う
と
す
る
文
化
の
危
機
に
対
す
る
文

化
の
擁
護
の
運
動
、
フ
ァ
ッ
シ
ズ
ム
の
民
族
主
義
乃
至
人
種

主
義
に
対
す
る
文
化
の
国
際
性
の
昂
揚
を
目
的
と
す
る
運
動

等
の
形
態
を
と
っ
て
現
れ
る
。
か
よ
う
な
運
動
は
特
に
、
ド

イ
ツ
に
於
け
る
ユ
ダ
ヤ
人
排
斥
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
学
者
や
芸
術

家
の
追
放
、
い
わ
ゆ
る
非
ド
イ
ツ
的
書
物
の
焚
書
事
件
、
ま

た
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
略
、
更
に
ス
ペ
イ
ン
の
内
乱

等
を
契
機
と
し
て
活
溌
に
行
わ
れ
て
い
る
。
一
般
に
人
民
戦
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線
運
動
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
運
動
と
密
接
な
関
係
を
も
っ

て
い
る
。
最
近
の
情
勢
を
概
観
す
れ
ば
、
一
九
三
六
年
九
月

ブ
ラ
ッ
セ
ル
に
世
界
平
和
会
議
が
開
か
れ
、
三
十
四
箇
国

の
代
表
者
が
集
っ
た
。
こ
の
会
議
を
構
成
し
た
基
礎
分
子
は

国
際
聯
盟
を
支
持
す
る
平
和
論
者
で
あ
っ
た
が
、
他
方
殆
ど

同
じ
頃
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
於
い
て
は
世
界
青
年
平
和
会
議
が
開

か
れ
、
三
十
五
箇
国
の
青
年
団
体
の
代
表
者
が
集
っ
た
。
国

際
ペ
ン
倶
楽
部
は
世
界
戦
争
の
終
熄
後
、
世
界
諸
国
の
文
筆

家
の
親
善
と
交
驩
を
目
的
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
に
於
い
て
設

立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
諸
民
族
相
互
間
の
平
和
を
念

願
と
す
る
文
筆
家
を
会
員
と
す
る
と
い
う
規
定
が
あ
り
、
現

在
四
十
四
箇
国
に
五
十
六
の
支
部
を
も
っ
て
い
る
。
初
代
の

会
長
は
ゴ
ー
ル
ズ
ワ
ー
ジ
、
二
代
目
は
Ｈ
・
Ｇ
・
ウ
ェ
ル

ズ
、
現
在
三
代
目
の
会
長
は
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ジ
ュ
ー
ル
・

ロ
マ
ン
で
あ
る
。
そ
の
第
十
四
回
大
会
は
一
九
三
六
年
九
月

に
南
米
の
ブ
エ
ノ
ス
・
ア
イ
レ
ス
で
開
催
さ
れ
た
。
ま
た

一
九
三
五
年
六
月
に
は
パ
リ
に
文
化
擁
護
国
際
著
作
家
会
議

が
開
か
れ
、
世
界
の
著
名
な
作
家
が
名
を
列
ね
た
。
即
ち
フ

ラ
ン
ス
で
は
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ー
ド
、
ロ
マ
ン
・
ロ
ー
ラ
ン
、

ア
ン
リ
・
バ
ル
ビ
ュ
ス
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
ロ
オ
、
ル
イ
・

ア
ラ
ゴ
ン
、
ド
イ
ツ
で
は
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
マ
ン
、
フ
ォ
イ
ヒ

ト
ワ
ン
ゲ
ル
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ハ
ッ
ク
ス
リ
、
フ
ォ
ー
ス
タ
、

ア
メ
リ
カ
で
は
ウ
ォ
ル
ド
・
フ
ラ
ン
ク
、
ソ
ビ
エ
ト
同
盟
で

は
ゴ
ー
リ
キ
イ
等
が
こ
の
会
議
に
名
を
掲
げ
て
い
る
。
こ
の

会
議
か
ら
一
つ
の
聯
盟
即
ち
文
化
擁
護
国
際
著
作
家
聯
盟
が

生
れ
、
文
学
及
び
芸
術
に
関
す
る
国
際
百
科
全
書
の
編
纂
の

計
画
の
如
き
も
の
も
為
さ
れ
て
い
る
。
又
ア
メ
リ
カ
に
於
い

て
も
一
九
三
五
年
四
月
に
文
化
の
国
際
性
を
擁
護
す
る
知
的

闘
争
の
た
め
に
ア
メ
リ
カ
作
家
大
会
が
開
催
さ
れ
、
そ
し
て

ア
メ
リ
カ
作
家
聯
盟
が
成
立
し
た
。
更
に
知
識
階
級
の
組
織

と
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
ハ
ッ
ク
ス
リ
を
議
長
と
す
る
知

識
階
級
自
由
同
盟
が
あ
り
、
フ
ラ
ン
ス
に
は
ポ
ー
ル
・
ラ
ン
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

ジ
ュ
ヴ
ァ
ン
を
議
長
と
す
る
反
フ
ァ
ッ
シ
ス
ト
知
識
人
監
視

委
員
会
が
あ
り
、
こ
れ
に
は
ジ
ョ
リ
オ
＝
キ
ュ
リ
ー
夫
妻
の

如
き
著
名
な
自
然
科
学
者
も
参
加
し
、
い
ず
れ
も
平
和
と
文

化
と
の
擁
護
の
た
め
に
活
動
し
て
い
る
。
翻
っ
て
日
本
の
状

態
を
見
る
に
、
一
九
三
三
年
ナ
チ
ス
の
焚
書
事
件
及
び
殆
ん

ど
同
時
に
起
っ
た
京
都
帝
国
大
学
に
於
け
る
滝
川
事
件
を
契

機
と
し
て
多
数
の
作
家
著
述
家
を
も
っ
て
学
芸
自
由
同
盟
が

組
織
さ
れ
た
が
、
活
動
の
自
由
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
日
本

ペ
ン
倶
楽
部
の
如
き
も
国
際
ペ
ン
倶
楽
部
の
支
部
と
は
な
り

得
な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。

不
安　
（
一
）
哲
学
上
の
不
安　
こ
の
思
想
を
述
べ
た
人

と
し
て
先
ず
挙
ぐ
べ
き
は
パ
ス
カ
ル
で
あ
る
。彼
に
よ
れ
ば
、

不
安
は
無
限
と
虚
無
と
の
中
間
者
と
し
て
の
人
間
の
状
態
で

あ
る
。
ま
た
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
不
安
は
動
物
に

は
な
く
、
人
間
に
固
有
な
も
の
で
あ
り
、
人
間
が
精
神
的

存
在
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
不
安i A

ngsti

は
恐
怖i

Furchti

と
は
区
別
さ
れ
、
恐
怖
が
或
る
限
定
さ
れ
た
も
の
に

関
係
す
る
に
反
し
て
、
不
安
は
虚
無
か
ら
生
ず
る
。
か
よ
う

な
思
想
を
承
け
て
最
も
哲
学
的
に
展
開
し
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー

も
、
不
安
を
虚
無
と
結
び
附
け
、
虚
無
は
存
在
す
る
も
の
の

否
定
、
そ
の
全
体
の
否
定
に
よ
っ
て
も
達
せ
ら
れ
る
も
の
で

な
く
、
却
っ
て
不
安
に
於
い
て
初
め
て
顕
に
な
る
も
の
が
虚

無
な
の
で
あ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
か
く
て
不
安
は
何
等
か

の
対
象
或
い
は
対
象
の
欠
乏
に
関
係
す
る
の
で
な
く
、
人
間

の
根
源
的
に
主
体
的
な
状
態
を
現
す
も
の
で
あ
る
。

（
三
）
文
学
上
の
不
安　
文
学
上
の
不
安
は
社
会
的
不
安

に
伴
っ
て
、
こ
れ
に
制
約
さ
れ
た
精
神
的
不
安
の
表
現
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
先
ず
現
実
の
拒
否
ま
た
は
現
実
か
ら
の
逃
避

の
文
学
と
し
て
現
れ
る
。
例
え
ば
ダ
ダ
イ
ス
ム
も
し
く
は
超

現
実
主
義
の
文
学
の
方
向
に
於
け
る
現
実
の
拒
否
、
或
い
は

旅
行
や
冒
険
や
夢
想
な
ど
に
依
る
現
実
か
ら
の
逃
避
の
文
学

が
こ
れ
で
あ
る
。
不
安
は
次
に
社
会
と
個
人
と
の
乖
離
の
う
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ち
に
存
し
、
個
人
主
義
的
な
文
学
と
し
て
現
れ
る
。
個
人
主

義
的
と
言
っ
て
も
こ
の
場
合
個
人
は
も
は
や
堅
固
な
統
一
を

有
す
る
人
格
で
あ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
人
格
の
崩
壊
、
自

我
の
破
産
の
う
ち
に
不
安
が
存
す
る
。
不
安
は
プ
ル
ー
ス
ト

流
の
心
理
文
学
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る
意
識
の
流
れ
の
文
学
と

し
て
現
れ
る
。
更
に
不
安
は
意
識
と
行
動
と
の
背
馳
の
う
ち

に
存
し
、
か
く
し
て
自
意
識
の
過
剰
と
し
て
、
或
い
は
ジ
ー

ド
流
の
誠シ
ン
セ
リ
テ
ィ

実
性
と
し
て
、
ま
た
特
に
虚
無
と
頽
廃
と
に
対
す

る
特
殊
な
好
み
と
し
て
現
れ
る
。
文
学
上
の
不
安
は
特
に
世

界
大
戦
後
の
文
学
に
於
い
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
が
ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
、
ニ
ー
チ
ェ
の
哲
学
、
フ
ロ
イ
ド
の
精

神
分
析
学
等
が
そ
れ
に
深
く
影
響
し
て
い
る
。

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ　
〔Ludw

ig Feuerbach

（1804
―

1872

）〕　

ド
イ
ツ
の
哲
学
者
、
唯
物
論
者
。
少
壮
ヘ
ー
ゲ

ル
学
派
の
一
代
表
者
。
有
名
な
刑
法
学
者
ア
ン
セ
ル
ム
・
フ

ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
の
子
。
初
め
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
神

学
を
学
び
、
後
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
於
い
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
講
義

を
聴
き
こ
れ
に
傾
倒
し
た
。
一
八
二
八
年
エ
ル
ラ
ン
ゲ
ン
大

学
の
講
師
と
な
っ
た
が
匿
名
で
出
し
た
『
死
と
不
滅
と
に
就

い
て
』（1830

）
が
禍
し
て
遂
に
講
壇
を
退
き
、
爾
後
終
生

公
職
に
就
か
ず
著
述
を
専
ら
と
し
、
晩
年
の
生
活
は
窮
乏
を

極
め
た
。
一
八
三
七
年
以
来
ル
ー
ゲ
の
勧
め
で
『
ハ
レ
年

報
』
の
協
同
者
と
な
り
、
四
三
年
廃
刊
に
至
る
ま
で
同
誌
に

重
要
な
労
作
を
発
表
し
た
。『
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
批
判
』（1839

）

及
び
『
キ
リ
ス
ト
教
の
本
質
』（1841

）
の
二
著
作
を
以
て

思
弁
哲
学
と
神
学
と
を
清
算
し
、
そ
の
後
『
将
来
の
哲
学
の

諸
原
理
』（1843

）、『
宗
教
の
本
質
』（1845

）、
等
に
於

い
て
自
己
の
自
然
主
義
的
・
感
覚
論
的
・
唯
物
論
的
思
想
を

発
展
さ
せ
、
そ
の
基
礎
を
明
ら
か
に
し
た
。
一
八
四
八
年
ハ

イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
団
体
の
招
き
に
よ
っ
て
な
し
た
『
宗
教

の
本
質
に
就
い
て
の
講
義
』
は
彼
の
全
世
界
観
を
渾
然
た
る

姿
で
示
し
て
い
る
。
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
思
弁
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

哲
学
の
秘
密
は
神
学
で
あ
り
、
神
学
の
秘
密
は
人
間
学
で
あ

る
。
神
の
本
質
は
、
個
別
的
な
、
現
実
的
、
身
体
的
な
人
間

の
制
限
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
の
本
質
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
が
対
象
化
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
、
人
間
か
ら
区
別
さ
れ

た
他
の
も
の
と
し
て
直
観
さ
れ
、
崇
拝
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か

な
ら
ぬ
。
人
間
主
義i A

nthropologism
usi

は
彼
の
思
想
の

一
特
色
で
あ
る
。
彼
は
人
間
の
本
質
は
た
だ
共
同
社
会
の
う

ち
に
、
人
間
と
人
間
と
の
統
一
の
う
ち
に
あ
る
と
し
た
が
、

社
会
的
現
象
の
説
明
に
於
い
て
は
観
念
論
的
傾
向
を
留
め
て

い
る
。
彼
の
哲
学
は
マ
ル
ク
ス
や
エ
ン
ゲ
ル
ス
に
影
響
を
与

え
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
か
ら
史
的
唯
物
論
へ
の
発
展
の
中
間
の

段
階
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
全
集　

”Säm
tliche W

erke” 10 

B
de.

（H
rsg. von B

olin und Jodl,i1903

―11

）
が
あ
る
。

〔
文
献
〕Jodl: Ludw

ig Feuerbach; F. Engels: L. F. u. der 

A
usgang der klassischen Philosophie

（
邦
訳
、岩
波
文
庫
【
佐

野
訳
『
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
論
』】）; S. R

aw
idow

icz: L. F. u. 

die deutsche Philosophie.

普
遍
的
人
間
〔
独A

llgem
eine M

enschlichkeit

〕　

人
間

の
普
遍
的
な
姿
も
し
く
は
永
遠
の
本
性
を
謂
う
。
従
っ
て
そ

れ
は
特
異
な
も
の
、
個
人
的
な
も
の
に
対
し
て
い
る
。
浪
漫

主
義
の
文
学
が
特
異
な
も
の
、
個
人
的
な
も
の
を
尊
重
す
る

に
反
し
、
古
典
主
義
の
文
学
或
い
は
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
文

学
は
一
般
に
普
遍
的
人
間
を
対
象
と
し
て
お
り
、
特
に
ド
イ

ツ
の
古
典
主
義
乃
至
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
於
い
て
は
そ
れ
が

強
調
さ
れ
た
。
ゲ
ー
テ
は
普
遍
的
人
間
の
思
想
の
最
も
す
ぐ

れ
た
代
表
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
に
於
い
て
彼
は
ヒ
ュ
ー

マ
ニ
ス
ト
で
あ
り
、
ま
た
古
典
主
義
者
で
あ
っ
た
。
普
遍
的

人
間
と
云
っ
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
か
ら
抽
象
し
て
得
ら
れ

る
形
式
的
な
も
の
を
謂
う
の
で
な
く
、
却
っ
て
普
遍
的
な
も

の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
は
個
々
の
現
象
そ
の
も
の
の
う
ち
に

見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
特
殊
な
も
の
は
種
々

な
る
条
件
の
も
と
に
現
れ
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
」と
か
、
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「
最
高
の
こ
と
は
、
凡
て
の
事
実
的
な
も
の
が
す
で
に
理
論

で
あ
る
の
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
か
と
ゲ
ー
テ
は
云

っ
て
い
る
が
、
普
遍
的
人
間
は
か
よ
う
な
意
味
に
於
い
て
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ゲ
ー
テ
の
所
謂
「
原
現
象
」

‘U
rphänom

en’i

の
如
き
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
普
遍
的

人
間
は
決
し
て
単
に
抽
象
的
形
式
的
な
も
の
で
な
い
に
し
て

も
、
そ
の
思
想
に
は
人
間
の
社
会
的
階
級
性
の
如
き
思
想
と

一
致
し
難
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
如
何
に
し
て
人
間

の
歴
史
性
の
思
想
と
結
び
附
き
得
る
か
が
問
題
で
あ
る
。

「
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
」〔“Les Provinciales”i
（1656

―57

）〕　

パ
ス
カ
ル
の
作
。
書
簡
体
で
書
か
れ
た
論
争

的
著
作
で
十
八
の
書
簡
を
含
み
、
一
六
五
六
年
一
月
か
ら

一
六
五
七
年
三
月
の
間
に
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
し
て
次
々
に
発

表
さ
れ
、
つ
い
で
纏
め
て
出
版
さ
れ
た
。
そ
れ
は
宗
教
的
回

心
後
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
に
入
っ
た
パ
ス
カ
ル
が
、
ア
ル

ノ
ーi A

rnauldi

や
ニ
コ
ルi N

icolei

に
刺
戟
さ
れ
て
、
当
時
、

イ
ェ
ズ
イ
タ
派
と
ジ
ャ
ン
セ
ン
派
と
の
間
に
聖
寵
と
自
由
意

志
と
の
関
係
に
関
す
る
神
学
上
の
問
題
に
就
い
て
捲
き
起
さ

れ
た
論
争
に
参
加
し
、
ジ
ャ
ン
セ
ン
派
の
立
場
に
於
い
て
書

い
た
も
の
で
あ
り
、
明
晰
な
論
理
と
熱
情
と
を
有
す
る
生

彩
あ
る
文
章
を
も
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
の
功
績
は

神
学
と
い
う
新
し
い
領
域
を
文
学
に
獲
得
し
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
れ
は
散
文
の
傑
作
と
称
せ
ら
れ
、
ち
ょ
う
ど
ル
ソ
ー

が
フ
ラ
ン
ス
の
浪
漫
主
義
文
学
に
対
す
る
の
と
同
様
、
そ
の

古
典
主
義
文
学
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
そ
れ

は
古
典
主
義
の
理
想
の
最
初
の
完
全
な
表
現
で
あ
る
と
云
わ

れ
て
い
る
。

文
学
史
方
法
論　
近
代
に
於
け
る
文
学
史
研
究
は
科
学
的

方
法
の
導
入
と
共
に
新
し
い
段
階
に
入
っ
た
。
文
学
史
に
於

け
る
科
学
的
方
法
と
は
、
何
よ
り
も
先
ず
文
献
学
的
方
法
で

あ
る
。
ウ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
シ
ェ
ー
ラ
ーi W

ilhelm
 Schereri

及
び
そ
の
学
派
が
精
力
的
に
唱
道
し
た
も
の
は
、
文
学
史
は
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完
全
に
文
献
学
的
科
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
文

学
史
は
、
文
献
学
か
ら
独
立
の
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
文
献

学
の
部
分
領
域
と
し
て
こ
れ
に
属
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
既

に
久
し
く
開
拓
さ
れ
て
き
た
古
典
文
献
学
の
方
法
に
依
っ

て
、
近
代
文
学
史
に
於
い
て
も
テ
キ
ス
ト
の
批
評
と
解
釈
と

が
基
礎
的
な
活
動
と
し
て
研
究
の
中
心
を
な
さ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
そ
の
上
に
形
式
的
及
び
内
容
的
の
二
方
面
の
仕
上
げ
が

附
け
加
わ
る
、
即
ち
一
方
で
は
言
語
上
の
、
文
体
と
韻
律
に

就
い
て
の
研
究
、
他
方
で
は
作
品
の
成
立
史
、
作
者
、
史

料
、
素
材
並
び
に
主
題
の
歴
史
、
作
品
の
構
成
の
仕
方
、
タ

イ
プ
、
傾
向
、
模
範
、
影
響
、
改
作
、
同
時
代
の
人
々
の
間

に
於
け
る
受
け
容
れ
ら
れ
方
、
批
評
的
評
価
、
等
々
の
問
題

に
就
い
て
の
研
究
が
行
わ
れ
る
。
文
献
学
的
方
法
の
種
々
な

る
種
類
が
こ
こ
に
於
い
て
も
古
典
文
献
学
に
於
い
て
有
す
る

と
同
様
の
技
術
的
な
確
実
さ
と
厳
密
さ
と
に
発
達
さ
せ
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
近
代
文
学
史
の
中
で
従
来
大

き
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
哲
学
的
要
素
は
で
き
る
限
り
放
逐

さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
に
哲
学
的
考
察
の
み
で
な
く
、
心
理

学
的
及
び
美
学
的
分
析
も
疑
念
を
も
っ
て
見
ら
れ
、
で
き
る

限
り
背
後
に
押
込
め
ら
れ
た
。
近
代
文
学
史
は
哲
学
的
な
段

階
―
―
そ
れ
は
前
科
学
的
な
段
階
に
過
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る

―
―
か
ら
科
学
的
な
段
階
即
ち
厳
密
な
文
献
学
的
な
段
階
に

高
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
シ
ェ
ー
ラ
ー
と
そ
の
学

派
の
見
解
で
あ
っ
た
。
こ
の
見
解
に
は
古
典
文
献
学
の
影
響

の
ほ
か
に
、
コ
ン
トi C

om
tei

の
実
証
哲
学
及
び
、
こ
れ
を

歴
史
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
歴
史
を
科
学
の
位
置
に

高
め
よ
う
」
と
す
る
バ
ッ
ク
ルi B

ucklei

等
の
企
図
の
影
響

が
認
め
ら
れ
る
。
斯
様
な
実
証
主
義
的
思
想
圏
か
ら
文
学
史

を
自
然
科
学
的
考
察
方
法
及
び
自
然
科
学
的
概
念
に
従
え
よ

う
と
い
う
努
力
が
出
て
来
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
始
め

ら
れ
た
革
新
が
文
学
史
に
科
学
的
基
礎
を
与
え
る
上
に
有
し

た
功
績
は
否
定
さ
れ
得
な
い
。
文
献
学
的
方
法
が
文
学
史
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の
研
究
に
と
っ
て
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
基
礎
と
な
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
同
時
に
、
こ
の
方
法

の
限
界
も
明
瞭
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の

限
界
を
考
え
な
い
で
文
献
学
的
方
法
か
ら
「
文
献
学
主
義
」

‘Philologism
us’i

が
生
ず
る
と
き
、
そ
の
幣
害
も
ま
た
大
で

あ
る
。
テ
キ
ス
ト
の
取
扱
い
と
い
う
基
本
的
な
問
題
か
ら
一

層
一
般
的
な
、
一
層
深
い
問
題
に
進
む
に
従
っ
て
、
我
々
は

文
献
学
か
ら
離
れ
て
、
心
理
学
や
美
学
は
固
よ
り
、
哲
学
と

さ
え
も
握
手
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
注
目
す
べ

き
こ
と
は
、
実
証
的
と
か
科
学
的
と
か
と
い
う
こ
と
を
標
傍

す
る
シ
ェ
ー
ラ
ー
自
身
の
文
学
史
が
屡
々
極
め
て
大
胆
な
哲

学
的
構
成
に
終
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
実
証
主
義

そ
の
も
の
が
実
は
一
つ
の
哲
学
で
あ
り
、
形
而
上
学
で
あ
る

こ
と
を
考
え
れ
ば
何
等
異
と
す
る
に
足
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
文
学
史
に
於
い
て
哲
学
的
構
成
を
排
し
て
純
粋
に
科

学
的
方
法
に
依
ろ
う
と
す
る
者
は
、か
よ
う
な
「
実
証
主
義
」

を
斥
け
て
そ
の
「
実
証
的
精
神
」
の
み
を
、
或
い
は
そ
の
自

然
科
学
主
義
を
棄
て
て
自
然
科
学
の
精
神
の
み
を
純
粋
に
活

か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
所
謂
「
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
」
の
提

唱
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
文
学
史
研
究
に
重
要
な
影

響
を
与
え
た
ラ
ン
ソ
ンi G

ustave Lansoni

の
根
本
思
想
は

か
く
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

ラ
ン
ソ
ン
も
文
学
史
の
研
究
は
科
学
的
で
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
と
主
張
す
る
。
併
し
彼
は
先
ず
、
自
然
科
学
の
法
則
を
使

用
し
、
そ
の
方
法
を
模
倣
し
よ
う
と
し
た
テ
ー
ヌi Tainei

や

ブ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ルi B

runetièrei

の
方
針
が
、
如
何
に
文

学
史
を
崎
形
に
し
た
か
を
指
摘
す
る
。
文
学
史
が
科
学
性
を

獲
得
す
る
た
め
に
は
却
っ
て
他
の
科
学
の
構
造
を
模
倣
す
る

こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自

然
科
学
か
ら
文
学
史
に
取
り
入
れ
る
べ
き
唯
一
の
も
の
は
そ

の
精
神
、
そ
の
態
度
で
あ
る
。
即
ち
利
害
を
離
れ
た
知
的
関

心
、
仮
借
す
る
こ
と
な
き
誠
実
、
勤
勉
な
忍
耐
心
、
事
実
に
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対
す
る
服
従
、
自
他
の
別
な
く
容
易
に
信
ぜ
ざ
る
態
度
、
批

評
と
吟
味
と
検
証
の
絶
え
ざ
る
要
求
で
あ
る
。
か
く
て
ラ
ン

ソ
ン
は
サ
ン
ト
・
ブ
ー
ブi Sainte-B

euvei

の
慎
重
を
学
ば

ね
ば
な
ら
ぬ
と
云
い
、
ま
た
自
己
の
方
法
が
古
代
並
び
に
中

世
文
献
学
の
系
統
に
属
す
る
と
称
し
て
い
る
。
ラ
ン
ソ
ン
的

方
法
は
文
献
学
的
歴
史
的
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
作
品
に
於

い
て
因
果
の
原
理
に
よ
っ
て
説
明
し
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
を

説
明
す
る
こ
と
、
作
家
が
彼
の
時
代
、
彼
の
先
行
者
、
彼
の

生
活
、
彼
の
読
書
に
負
う
と
こ
ろ
の
凡
て
の
も
の
を
取
り
出

し
て
、
一
々
忠
実
に
記
載
し
、
分
類
し
て
、
で
き
る
限
り
完

全
な
原
因
の
総
和
を
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
学

史
の
研
究
に
対
し
て
確
か
に
多
く
の
有
益
な
結
果
を
齎
し
た

が
、
そ
こ
に
ま
た
或
る
根
本
的
な
欠
陥
の
存
す
る
こ
と
が
感

ぜ
ら
れ
た
。
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
に
対
し
て
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
大
学

の
ス
ピ
ン
ガ
ー
ンi Spingarni

教
授
は
、
材
料
の
蒐
集
が
歴

史
で
な
く
、
歴
史
は
材
料
を
統
一
す
る
仮
設
乃
至
哲
学
を
も

た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ

ラ
ン
大
学
の
教
授
ベ
ル
ナ
ー
ル
・
フ
ァ
イi B

ernard Faÿi

は
、

文
学
史
は
文
学
の
研
究
と
し
て
何
よ
り
も
美
を
探
る
べ
き
で

あ
り
、
単
に
科
学
的
に
真
な
る
も
の
、
或
い
は
社
会
的
に
成

功
し
た
も
の
の
み
を
問
題
に
す
べ
き
で
な
い
と
論
じ
て
い

る
。
ラ
ン
ソ
ン
的
方
法
は
た
だ
作
品
の
周
囲
を
明
ら
か
に
す

る
の
み
で
あ
っ
て
、
作
品
そ
の
も
の
の
核
心
に
突
入
り
得
な

い
よ
う
に
見
え
る
。
科
学
的
方
法
或
い
は
文
献
学
的
方
法
は

作
品
の
成
立
の
外
的
原
因
を
示
す
こ
と
甚
だ
詳
細
で
あ
る
に

し
て
も
、
そ
れ
の
最
も
内
的
な
原
因
即
ち
作
家
の
天
才
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
か
く
し
て
こ
の
方
法
は
傑
作
に
対

し
て
よ
り
も
、
価
値
の
な
い
、
美
を
含
ま
ぬ
作
品
に
対
し
て

遥
か
に
適
切
に
用
い
ら
れ
得
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
。

文
学
史
の
方
法
は
自
然
科
学
の
方
法
と
性
質
を
異
に
す
る

と
い
う
こ
と
は
ド
イ
ツ
の
精
神
科
学
派
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ

て
い
る
。
文
学
史
は
精
神
科
学
に
属
し
、
そ
れ
は
本
来
精
神



三
八
二

史
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
さ
れ
る
。
精
神
科
学
的
方
法

の
先
駆
者
と
し
て
広
汎
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
デ
ィ
ル
タ

イi D
iltheyi

で
あ
る
。
彼
に
従
え
ば
、
自
然
科
学
は
説
明
の

方
法
に
よ
る
に
反
し
て
、
精
神
科
学
の
方
法
は
理
解
で
あ

る
。
理
解
の
科
学
的
方
法
は
解
釈
学
で
あ
り
、
か
く
し
て
精

神
科
学
的
文
学
史
の
基
礎
は
解
釈
学
的
方
法
で
あ
る
。
実
証

的
方
法
が
主
観
的
な
要
素
を
排
除
す
る
に
反
し
て
、
デ
ィ
ル

タ
イ
の
最
も
重
ん
じ
た
の
は
体
験
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
体

験
、
表
現
、
理
解
と
い
う
三
つ
の
も
の
は
構
造
聯
関
を
形

作
り
、
こ
の
聯
関
に
よ
っ
て
精
神
科
学
に
於
け
る
歴
史
的
世

界
は
構
成
さ
れ
る
。
文
学
史
の
課
題
は
文
学
を
生
も
し
く
は

精
神
生
活
の
表
現
と
し
て
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
文
学
史
は
精
神
生
活
の
歴
史
に
ほ

か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て

は
精
神
科
学
の
目
的
は
法
則
で
な
く
類
型i Typusi

で
あ
っ

た
が
、
精
神
科
学
と
し
て
の
文
学
史
を
主
張
し
た
チ
ザ
ル
ツi

H
erbert C

ysarzi

等
に
於
い
て
は
形
態i G

estalti

と
い
う
概
念

が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
チ
ザ
ル
ツ
が
現
象
学
的
直

観
的
方
法
を
強
調
す
る
に
対
し
て
、
エ
ル
マ
テ
ィ
ン
ガ
ーi

Em
il Erm

atingeri

な
ど
は
論
理
的
思
惟
方
法
を
力
説
し
て
い

る
。
併
し
彼
等
の
方
法
論
に
於
い
て
は
ゲ
ー
テ
的
な
形
態
学i

M
orphologiei

の
思
想
が
影
響
し
て
い
る
。
又
シ
ュ
ト
リ
ヒi

Fritz Strichi

や
ワ
ル
ツ
ェ
ルi O

skar W
alzeli

は
様
式
史
と
し

て
の
文
学
史
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
も
精
神
史
的
な
意
味

を
も
っ
て
い
る
。
精
神
の
持
続
と
変
化
と
は
様
式
の
う
ち
に

於
い
て
そ
の
表
現
を
見
出
し
、
従
っ
て
精
神
史
は
必
然
的
に

様
式
史
で
あ
る
と
シ
ュ
ト
リ
ヒ
は
述
べ
て
い
る
。
然
る
に
ウ

ン
ゲ
ルi R

udolf U
ngeri

は
内
容
の
方
面
を
重
ん
じ
、
デ
ィ

ル
タ
イ
が
文
学
は
生
の
解
釈
で
あ
る
と
云
っ
た
思
想
を
承
け

て
、
問
題
史
と
し
て
の
文
学
史
を
提
唱
し
た
。
も
し
文
学
が

現
実
の
生
の
、
そ
の
諸
問
題
に
従
っ
て
の
、
形
成
的
解
釈
或

い
は
解
釈
的
形
成
で
あ
る
な
ら
ば
、
文
学
史
も
こ
れ
ら
の
諸
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問
題
に
就
い
て
の
学
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
、
と
彼

は
云
っ
て
い
る
。
更
に
グ
ン
ド
ル
フi Friedrich G

undolfi

等

は
ゲ
ー
テ
や
ニ
ー
チ
ェ
の
影
響
の
も
と
に
一
種
の
貴
族
主
義

的
な
、
英
雄
崇
拝
的
な
文
学
史
を
考
え
た
。
彼
等
に
と
っ
て

は
歴
史
は
象
徴
的
叙
述
と
な
る
。
歴
史
上
の
人
物
が
凡
て
で

あ
る
、
な
ぜ
な
ら
個
性
的
象
徴
に
於
い
て
の
み
普
遍
的
な
も

の
は
示
現
さ
れ
る
か
ら
、
と
考
え
ら
れ
る
。
か
よ
う
に
し
て

グ
ン
ド
ル
フ
等
が
偉
大
な
人
間
、
天
才
的
な
作
品
に
の
み
関

心
す
る
に
対
し
反
対
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の

は
、
ザ
ウ
エ
ルi A

ugust Saueri

及
び
ナ
ー
ド
ラ
ーi Joseph 

N
adleri

等
の
種
族
史
的
文
学
史
で
あ
る
。
こ
の
立
場
は
精
神

的
及
び
文
学
的
生
活
の
決
定
的
な
要
素
を
一
方
で
は
血
の
遺

伝
に
、
他
方
で
は
郷
土
に
於
い
て
見
、
従
っ
て
文
学
史
の
主

要
な
原
理
を
種
族
及
び
風
土
の
自
然
的
制
約
性
の
う
ち
に
、

そ
し
て
之
に
よ
っ
て
変
形
さ
れ
た
社
会
心
理
学
的
見
地
の
う

ち
に
求
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
文
学
が
こ
の
よ
う
に
自
然
的

諸
条
件
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
既
に
ヘ
ル
ダ

ーi H
erderi

な
ど
に
よ
っ
て
詳
細
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ

る
が
、
就
中
有
名
な
の
は
テ
ー
ヌ
の
説
で
あ
る
。
テ
ー
ヌ
は

文
学
を
生
み
出
す
べ
き
精
神
的
状
態
を
規
定
す
る
基
本
的
条

件
と
し
て
人
種
、
環
境
、
時
代
と
い
う
三
つ
の
も
の
を
挙
げ

た
。
テ
ー
ヌ
の
ミ
リ
ュ
ウ
説
に
於
い
て
い
わ
れ
る
ミ
リ
ュ
ウ

は
単
に
風
土
の
こ
と
で
な
く
、
却
っ
て
風
土
、
政
治
的
事

情
、
社
会
的
状
態
の
三
つ
の
も
の
が
そ
の
内
容
を
な
し
て
い

る
。然
る
に
文
学
の
か
く
の
如
き
社
会
的
制
約
を
重
要
視
し
、

し
か
も
従
来
の
文
化
史
的
見
方
に
於
い
て
は
従
属
的
な
要
素

と
見
ら
れ
た
経
済
的
な
生
産
諸
関
係
に
決
定
的
な
位
置
を
認

め
、
こ
の
も
の
か
ら
社
会
の
構
成
及
び
推
移
の
過
程
を
説
明

し
、
そ
れ
か
ら
文
学
の
変
化
及
び
発
展
を
把
握
し
よ
う
と
す

る
の
は
マ
ル
ク
ス
主
義
の
立
場
で
あ
る
。
一
定
の
芸
術
様
式

は
そ
の
時
代
の
社
会
の
経
済
的
生
産
様
式
に
対
応
す
る
の
み

で
な
く
、芸
術
の
目
的
、享
受
の
仕
方
、価
値
評
価
の
尺
度
も
、
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社
会
的
階
級
的
意
識
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
か
く
て
文
学

史
は
文
学
の
現
実
的
基
礎
と
し
て
の
社
会
的
条
件
の
中
に
そ

の
時
代
の
文
学
の
特
殊
性
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ

の
唯
物
史
観
的
見
解
は
、
所
謂
文
化
史
的
方
法
に
対
し
て
、

そ
れ
が
一
元
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
徹
底
し
た
唯
物
論
に

よ
っ
て
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
を
特
色
と
し
て
い
る
。

文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ　
文
学
的
作
品
が
我
々
の
美
意
識
に

対
し
て
有
す
る
現
実
性
を
謂
う
。
こ
の
問
題
は
一
般
に
美
的

現
実
性
の
問
題
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
就
い
て
二
つ
の

相
異
な
る
見
解
が
あ
る
。
一
つ
は
認
識
論
上
の
模
写
説
と
同

じ
よ
う
に
、
文
学
的
リ
ア
リ
テ
ィ
は
作
品
が
客
観
的
現
実
に

相
応
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る
と
見
る
。
他
の
一
つ
は
ま
た
認

識
論
上
の
構
成
説
と
同
じ
よ
う
に
、
作
品
の
有
す
る
リ
ア
リ

テ
ィ
は
客
観
的
現
実
の
そ
れ
と
は
全
く
性
質
の
違
っ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
作
家
の
創
造
作
用
に
於
い
て
初
め
て
作
り
出
さ

れ
た
る
も
の
で
あ
る
と
見
る
。
も
と
よ
り
模
写
説
的
な
考
え

方
も
作
家
の
能
動
的
活
動
を
全
然
認
め
な
い
わ
け
で
な
い
、

客
観
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
の
中
か
ら
本
質
的
な
も
の
を
抽

象
し
、
ま
た
概
括
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
作
品
の
リ
ア
リ

テ
ィ
は
生
ず
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
す
で
に
作
家
の
能
動
的

活
動
が
存
す
る
が
、
た
だ
作
品
の
有
す
る
究
極
的
な
意
味
を

客
観
的
現
実
と
の
一
致
に
求
め
る
の
で
あ
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
〔G

eorg W
ilhelm

 Friedlich H
egel

（1770

―

1831

）〕　
（
一
）
伝
記　
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
。
ド
イ
ツ
観
念

論
の
完
成
者
。
南
ド
イ
ツ
の
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
に
生

れ
、
そ
こ
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム
を
経
て
、
一
七
八
八
年
チ
ュ
ー

ビ
ン
ゲ
ン
大
学
に
入
り
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
及
び
シ
ェ
リ
ン
グ

を
同
窓
と
し
て
神
学
と
哲
学
と
を
学
ん
だ
。
一
七
九
三
年
卒

業
し
て
か
ら
後
七
年
間
、
初
め
は
ベ
ル
ン
で
、
次
に
フ
ラ

ン
ク
フ
ル
ト
・
ア
ム
・
マ
イ
ン
で
、
家
庭
教
師
の
生
活
を

し
、
一
八
〇
一
年
イ
ェ
ナ
大
学
の
私
講
師
と
な
り
、
シ
ェ
リ

ン
グ
と
協
同
し
て
『
哲
学
批
評
雑
誌
』“K

ritisches Jounal 
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

der Philosophie”i

を
発
行
し
、
ま
た
一
八
〇
七
年
に
は
最

初
の
体
系
的
な
著
述
『
精
神
現
象
学
』“Phänom

enologie 

des G
eistes”i

を
出
版
し
た
。
し
か
し
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
の

為
め
に
生
活
方
針
の
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
バ
ン
ベ
ル

ク
に
お
い
て
新
聞
の
編
輯
に
従
事
し
、
つ
い
で
一
八
〇
八

年
か
ら
一
六
年
ま
で
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
の
ギ
ム
ナ
ジ
ウ
ム

の
校
長
を
し
た
が
、
そ
の
間
に
『
論
理
学
』“W

issenschaft 

der Logik”i

を
完
成
し
た
。
一
八
一
六
年
漸
く
宿
望
が
叶
っ

て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
哲
学
教
授
と
な
り
、
二
年
後
に
は

ベ
ル
リ
ン
大
学
に
転
じ
た
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
時
代
に
『
エ

ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
』“Encyklopädie der philosophischen 

W
issenschaften im

 G
rundrisse”i

を
、
ベ
ル
リ
ン
時
代
に

『
法
律
哲
学
』“G

rundlinien der Philosophie des Rechts”i

を
出
版
し
た
。
ベ
ル
リ
ン
時
代
の
彼
は
「
プ
ロ
イ
セ
ン
の

国
家
哲
学
者
」
と
し
て
そ
の
哲
学
は
一
世
を
風
靡
し
た
。

一
八
三
一
年
コ
レ
ラ
に
罹
っ
て
死
ん
だ
。
彼
に
依
れ
ば
、
イ

デ
ー
、
或
い
は
理
性
、
或
い
は
精
神
が
唯
一
の
現
実
的
な
も

の
で
あ
る
。「
理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
り
、
現
実
的

な
も
の
は
理
性
的
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
彼
の
哲
学
の

全
本
質
を
現
し
て
い
る
。
絶
対
的
な
理
性
は
自
然
に
お
い
て

自
己
を
外
化
し
、
こ
の
自
己
の
他
在i A

ndersseini

か
ら
精

神
に
お
い
て
自
己
に
還
る
。
哲
学
は
か
か
る
理
性
の
自
己
発

展
の
思
惟
的
考
察
で
あ
り
、
そ
の
必
然
的
な
形
式
は
弁
証
法

で
あ
る
。
弁
証
法
は
思
惟
す
る
主
観
の
意
識
に
お
け
る
イ
デ

ー
の
自
己
運
動
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
思
惟
と
存
在
と
は
同
一

で
あ
る
。
イ
デ
ー
を
そ
の
即
自
在i A

n-sich-seini

に
お
い
て

考
察
す
る
の
が
論
理
学
で
あ
り
、
そ
の
他
在
に
お
い
て
考
察

す
る
の
が
自
然
哲
学
で
あ
り
、
そ
の
即
自
対
自
在i A

n-und-

für-sich-seini

に
お
い
て
考
察
す
る
の
が
精
神
哲
学
で
あ
っ

て
、
そ
れ
ら
は
哲
学
の
三
つ
の
部
分
を
形
作
っ
て
い
る
。
絶

対
者
は
自
然
と
な
る
前
に
す
で
に
精
神
で
あ
る
、
併
し
即
自

的
で
あ
っ
て
未
だ
対
自i Für sichi

的
で
な
い
。
イ
デ
ー
は
そ
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の
他
在
も
し
く
は
外
自i A

ussersichi

を
通
じ
て
対
自
に
発

展
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
イ
デ
ー
の
外
自
或
い
は
自
己
疎

外
と
し
て
自
由
で
な
く
、
却
っ
て
必
然
で
あ
る
。
か
か
る
他

在
か
ら
自
己
自
身
に
還
り
、
依
自
在i B

ei-sich-seini

に
な
る

こ
と
に
よ
っ
て
イ
デ
ー
は
自
由
と
な
る
。
精
神
は
人
間
の
心

的
生
活
に
お
け
る
主
観
的
精
神
か
ら
、
団
体
の
諸
形
式
に
お

け
る
客
観
的
精
神
を
通
じ
て
絶
対
的
精
神
へ
発
展
し
、
こ
れ

に
よ
っ
て
完
全
に
自
由
と
な
る
。
客
観
的
精
神
の
最
高
の

形
態
は
国
家
で
あ
り
、
国
家
は
真
の
道
徳i Sittlichkeit

（
良

心
道
徳i M

oralitäti

に
対
す
る
団
体
道
徳
）
の
実
現
者
で
あ

る
。
絶
対
的
精
神
は
芸
術
、
宗
教
、
哲
学
の
三
つ
の
段
階

に
お
い
て
自
己
を
実
現
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
現
代
に
お
い

て
最
も
影
響
の
多
い
哲
学
者
で
あ
る
が
、
就
中
彼
が
弁
証

法
を
最
初
に
体
系
的
に
展
開
し
た
意
義
は
大
き
い
。
全
集

は
、
弟
子
た
ち
の
手
に
な
る
彼
の
講
義
の
編
纂
に
よ
っ
て
、

一
八
三
二
―
四
一
年
に
刊
行
さ
れ
、
新
版
はi H

. G
lockneri

に
よ
っ
て
一
九
二
七
―
三
〇
年
（
二
十
巻
）
に
出
版
さ
れ

た
。
別
に“Philosophische B

ibliothek”i

中
にi Lassoni

とi
H

offm
eisteri

に
よ
り
全
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
特
に
青

年
時
代
の
著
作
を
集
め
た
物
と
し
てi H

. N
ohli

のi “H
egels 

theologischei Jugendschriften”

（1907

）
が
重
要
で
あ
る
。

〔

文

献

〕K
uno Fischer: H

egels Leben, W
erke und 

Lehre

（2te A
uflage, 1911

）; W
ilhelm

 D
ilthey: D

ie 

JugendgeschichteH
egels

（G
esam

m
elte Schriften, B

d. 4,i

1921

）; Richard K
roner: Von Kant bis H

egel, 2 Bde.i（1921,i

1924

）; N
icolai H

artm
ann: H

egel

（1929

）; H
erm

ann 

G
lockner: H

egel, I

（1929

）.

（
二
）
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
説　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
美

は
感
覚
的
存
在
に
お
け
る
絶
対
者
、
有
限
な
現
象
に
お
け
る

イ
デ
ー
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
の
関
係
に
応
じ
て
、
言
い

換
え
れ
ば
、
外
的
な
形
態
も
し
く
は
内
的
な
内
容
の
い
ず
れ

か
の
優
勢
が
存
在
す
る
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
均
衡
が
存
在
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

す
る
か
に
応
じ
て
、
三
つ
の
芸
術
形
式
が
存
在
す
る
。
現
象

が
ま
さ
っ
て
イ
デ
ー
は
た
だ
暗
示
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ぬ
場

合
は
象
徴
的
芸
術
で
あ
り
、
イ
デ
ー
と
直
観
、
精
神
的
内
容

と
感
覚
的
形
式
と
が
完
全
に
合
致
し
調
和
し
て
い
る
場
合
は

古
典
的
芸
術
で
あ
り
、
現
象
が
劣
っ
て
イ
デ
ー
、
情
操
の
内

面
性
が
ま
さ
っ
て
い
る
場
合
は
浪
漫
的
芸
術
で
あ
る
。
形
式

と
内
容
と
が
相
応
し
て
い
る
古
典
的
芸
術
は
最
も
美
し
く
、

浪
漫
的
芸
術
は
し
か
し
よ
り
高
い
も
の
で
あ
る
。
エ
ジ
プ
ト

や
ヘ
ブ
ラ
イ
の
芸
術
は
象
徴
的
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ア
の
芸
術

は
古
典
的
で
あ
り
、キ
リ
ス
ト
教
的
芸
術
は
浪
漫
的
で
あ
る
。

崇
高
は
象
徴
的
な
も
の
に
属
し
、
ロ
ー
マ
の
諷
刺
は
古
典
的

理
想
の
崩
壊
を
、
フ
モ
ー
ル
は
浪
漫
的
理
想
の
崩
壊
を
意
味

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
美
学
は
芸
術
史
の
哲

学
で
あ
る
こ
と
を
特
色
と
し
、そ
の
方
法
は
弁
証
法
で
あ
る
。

象
徴
的
、
古
典
的
、
浪
漫
的
は
芸
術
の
弁
証
法
的
発
展
段
階

を
現
す
。
ま
た
彼
に
依
れ
ば
、
建
築
は
す
ぐ
れ
て
象
徴
的
な

芸
術
で
あ
り
、
彫
刻
は
古
典
的
理
想
を
最
も
純
粋
に
実
現
す

る
に
ふ
さ
わ
し
く
、
絵
画
、
音
楽
及
び
詩
は
浪
漫
的
性
格
を

担
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
そ
れ
ら
個
々
の
芸
術
の
内
部
に
お

い
て
か
の
三
つ
の
段
階
が
見
出
さ
れ
な
い
と
い
う
の
で
は
な

い
。
造
形
美
術
が
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
最
高
点
に
達
し
た

よ
う
に
、
浪
漫
的
諸
芸
術
は
キ
リ
ス
ト
教
的
諸
民
族
に
お
い

て
最
高
点
に
達
す
る
。
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
文
学
は

象
徴
的
と
古
典
的
と
の
対
立
を
自
己
の
う
ち
に
お
い
て
統
一

す
る
最
も
完
全
な
最
も
多
面
的
な
芸
術
で
あ
り
、
謂
わ
ば
芸

術
の
全
体
性
で
あ
る
。
文
学
の
中
で
抒
情
詩
は
建
築
的
・
音

楽
的
な
も
の
の
反
復
で
あ
り
、
叙
事
詩
は
彫
塑
的
・
絵
画
的

な
も
の
の
反
復
で
あ
り
、
そ
し
て
劇
は
抒
情
詩
的
な
も
の
と

叙
事
詩
的
な
も
の
と
の
結
合
で
あ
る
。
諸
芸
術
の
中
で
文
学

に
高
い
位
置
を
認
め
て
い
る
こ
と
も
イ
デ
ー
を
重
ん
ず
る
ヘ

ー
ゲ
ル
の
美
学
の
一
特
色
で
あ
る
。

（
三
）
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
〔
独H

egelianer　
英H

egelian

〕　
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ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
継
承
者
を
謂
う
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
後
間

も
な
く
、
革
命
的
思
潮
の
擡
頭
、
自
然
科
学
の
勃
興
の
影

響
の
下
に
、
知
識
と
信
仰
の
問
題
に
関
す
る
内
部
の
論
争

を
契
機
と
し
て
、
そ
の
学
派
は
分
裂
し
た
。
そ
の
う
ち
正

統
派
は
右
党
或
い
は
老
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派i A

lthegelianeri

と

呼
ば
れ
、
保
守
的
、
唯
心
論
的
傾
向
を
代
表
し
、
ゲ
ッ
シ

ェ
ルi G

öschel,i

ダ
ウ
ブi D

aubi
等
が
属
す
る
。
こ
れ
に
対

し
左
党
或
い
は
少
壮
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派i Junghegelianeri

と
呼

ば
れ
る
も
の
は
、
急
進
的
、
唯
物
論
的
傾
向
を
有
し
、
シ

ュ
ト
ラ
ウ
スi Strauss,i

フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハi Feuerbachi

そ

の
他
で
あ
る
。
両
者
の
中
間
に
あ
っ
て
中
央
党
と
称
せ
ら

れ
る
も
の
に
、
ロ
ー
ゼ
ン
ク
ラ
ン
ツi R

osenkranz,i
エ
ル
ト

マ
ンi J. E. Erdm

anni

等
が
数
え
ら
れ
る
。
更
に
ヘ
ー
ゲ
ル

哲
学
を
現
代
に
活
か
そ
う
と
す
る
所
謂
新
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義i

N
euhegelianism

usi

の
人
々
と
し
て
ド
イ
ツ
で
は
ク
ロ
ー

ネ
ルi K

roner,i

ビ
ン
デ
ルi B

inder,i

イ
ギ
リ
ス
で
は
ブ
ラ
ッ

ド
リ
ーi B

radley,i

イ
タ
リ
ア
で
は
ク
ロ
ー
チ
ェi C

roce,i

ジ

ェ
ン
テ
ィ
ー
レi G

entile,i

フ
ラ
ン
ス
で
は
メ
ー
エ
ル
ソ
ンi

M
eyerson,i

オ
ラ
ン
ダ
で
は
ボ
ラ
ン
ドi B

ollandi

等
が
主
な

る
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

法
則
〔
希N

om
os　

羅Lex　
英Law

　

仏Loi　
独G

esetz

〕

　

事
物
の
間
に
お
け
る
不
変
な
る
関
係
を
謂
う
。
法
則
は
普

通
に
自
然
の
法
則
と
規
範
の
法
則
と
に
分
た
れ
る
。
自
然
の

法
則
と
は
一
定
の
条
件
が
あ
れ
ば
必
ず
一
定
の
結
果
が
伴

う
と
い
う
現
象
間
の
不
変
な
る
因
果
関
係
で
あ
る
。
自
然

の
法
則
が
斯
く
あ
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
自
然
的
必
然i

M
üsseni

の
法
則
で
あ
る
に
反
し
て
、
規
範
の
法
則
と
は
一

定
の
規
範
、
理
想
に
基
づ
い
て
当
に
斯
く
為
さ
ざ
る
べ
か
ら

ず
と
い
う
当
為i Solleni

の
法
則
で
あ
る
。
前
者
が
自
然
必

然
性
を
意
味
す
る
に
反
し
、
後
者
は
価
値
必
然
性
を
意
味
す

る
。
規
範
の
法
則
も
単
に
主
観
的
な
も
の
で
な
く
、
普
遍
妥

当
性
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
思
惟
の
法
則
、
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道
徳
の
法
則
等
は
自
然
科
学
に
お
け
る
因
果
の
法
則
の
如
き

も
の
で
な
く
、
規
範
の
法
則
で
あ
る
。
芸
術
の
法
則
も
作
品

が
価
値
を
有
す
る
た
め
に
満
足
す
べ
き
条
件
と
い
う
意
味

に
お
い
て
規
範
の
法
則
に
属
す
る
。
近
代
に
お
け
る
法
則
の

思
想
は
自
然
科
学
の
発
達
と
共
に
発
達
し
た
の
で
あ
る
が
、

十
九
世
紀
の
実
証
主
義
の
文
学
史
家
や
批
評
家
は
、
文
学
現

象
の
う
ち
に
自
然
科
学
の
法
則
と
同
様
の
法
則
を
求
め
よ
う

と
し
た
。
然
る
に
自
然
科
学
の
認
識
と
精
神
科
学
の
認
識
と

の
性
質
の
相
違
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
前
者
の
目
的
は
現
象
の

一
般
的
関
係
の
認
識
で
あ
る
に
反
し
、
後
者
の
目
的
は
個
性

的
な
も
の
、
一
回
的
な
も
の
の
認
識
に
存
す
る
と
見
ら
れ
る

に
及
び
、
精
神
科
学
に
お
け
る
法
則
は
自
然
科
学
的
法
則
と

は
異
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ

た
。
か
く
し
て
自
然
科
学
的
な
因
果
に
対
す
る
個
別
的
因
果i

Individuelle K
ausalität,i

一
般
的
法
則
に
対
す
る
個
別
的
法

則i Individuelles G
esetzi

が
論
ぜ
ら
れ
る
。
エ
ル
マ
テ
ィ
ン

ガ
ーi Em
il Erm

atingeri

に
依
れ
ば
、
文
芸
学
の
課
題
は
あ

ら
ゆ
る
精
神
科
学
に
と
っ
て
の
よ
う
に
そ
の
対
象
た
る
文
学

的
個
性
を
歴
史
的
生
活
に
お
け
る
個
別
的
な
一
回
性
に
お
い

て
規
定
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
文
芸
学
は
科
学
と

し
て
法
則
を
断
念
す
べ
き
で
な
い
、
た
だ
そ
の
法
則
は
精
神

科
学
の
固
有
な
特
殊
な
態
度
か
ら
必
然
的
に
論
理
的
に
従
っ

て
く
る
法
則
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

方
法
論
〔
英M

ethodology　
仏M

éthodologie, Théorie 

de la m
éthode　

独M
ethodenlehre, M

ethodologie

〕　

科

学
的
研
究
が
計
画
的
に
行
わ
れ
る
た
め
に
準
ず
べ
き
方
法
を

論
ず
る
も
の
で
あ
る
。
一
般
論
理
学
の
一
部
で
あ
っ
て
、
原

理
論
に
対
し
て
方
法
論
が
あ
る
。
哲
学
に
お
い
て
方
法
論
が

特
に
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
哲
学
の
科
学
性
が

重
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
世
以
来
の
こ
と
で
あ
る
。
古

代
及
び
中
世
に
お
い
て
は
方
法
論
は
従
属
的
な
位
置
し
か
有

せ
ず
、
近
代
の
科
学
的
哲
学
に
お
い
て
初
め
て
根
本
問
題
と
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な
る
に
至
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
近
代
哲
学
の
認
識
論
的

傾
向
と
合
致
し
て
い
る
。
論
理
学
と
認
識
論
と
が
同
じ
に
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
方
法
論
は
認
識
論
の
一
部
と

な
り
、
や
が
て
認
識
論
そ
の
も
の
ま
で
に
す
ら
な
っ
た
。
方

法
は
対
象
の
認
識
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
こ
と
が
忘
れ
ら

れ
、
単
に
方
法
論
に
の
み
没
頭
す
る
と
い
う
弊
が
生
じ
た
。

も
と
よ
り
研
究
が
企
画
的
に
、
組
織
的
に
行
わ
れ
る
た
め
に

は
方
法
論
は
重
要
で
あ
る
。
併
し
そ
れ
は
自
己
目
的
で
あ
る

の
で
は
な
い
。
方
法
論
と
い
う
語
は
、
単
に
科
学
的
研
究
に

関
し
て
の
み
で
な
く
、
芸
術
な
ど
に
お
い
て
も
、
そ
の
製
作

方
法
に
つ
い
て
の
反
省
を
指
し
て
謂
う
こ
と
が
あ
る
。

マ
ッ
ハ
〔Ernst M

ach

（1833

―1916

）〕　

ド
イ
ツ
の

哲
学
者
。
メ
ー
レ
ン
の
ト
ゥ
ラ
ス
に
生
れ
、
グ
ラ
ー
ツ
及
び

プ
ラ
ー
グ
に
お
い
て
物
理
学
の
教
授
と
な
り
、
後
ウ
ィ
ー
ン

に
お
い
て
哲
学
の
教
授
と
な
っ
た
が
、
一
九
〇
二
年
退
職
し

た
。
マ
ッ
ハ
に
依
れ
ば
、
科
学
は
現
象
を
説
明
す
る
も
の
で

な
く
、
単
に
現
象
を
記
述
す
る
に
過
ぎ
ぬ
。
科
学
は
実
際
的

要
求
か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
概
念
や
法
則
な
ど
は
、

実
在
的
意
義
を
有
せ
ず
、
た
だ
思
惟
経
済i D

enkökonom
iei

の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
物
と
は
感
覚
要
素
の

複
合
以
外
の
も
の
で
な
く
、
我
と
い
う
も
の
も
感
覚
の
結
合

で
あ
る
。
心
理
的
な
も
の
と
物
理
的
な
も
の
、
我
と
世
界
と

の
間
に
は
本
質
的
な
差
異
は
存
せ
ず
、
単
に
感
覚
要
素
の
結

合
の
仕
方
を
異
に
す
る
の
み
で
あ
る
。
マ
ッ
ハ
主
義
と
称
せ

ら
れ
る
の
は
か
よ
う
な
主
観
的
観
念
論
の
こ
と
で
あ
る
。
ニ

ュ
ー
ト
ン
の
力
学
に
対
す
る
マ
ッ
ハ
の
批
評
は
現
代
物
理
学

に
お
い
て
基
礎
的
な
意
義
を
得
る
に
至
っ
た
。
著
書
の
主
な

る
も
の　

“M
echanik in ihrer Entw

ickelung”i

（1883

）,i
“Analyse der Em

pfindungen”

（1885

）,i “Prinzipien der 
W

ärm
elehre”

（1896

）,i “Erkenntnis und Irrtum
” （1905

）

,i “Prinzipien der physikalischen O
ptik”

（1921

）.
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マ
ル
ク
シ
ズ
ム
〔
英M

arxism

　

仏M
arxism

e　

独M
arxism

us

〕　
（
三
）
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
と
文
芸　

マ
ル
ク

シ
ズ
ム
は
文
芸
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
一
つ
と
し
て
、
即
ち
社

会
の
経
済
的
構
造
と
い
う
現
実
的
な
土
台
の
上
に
立
つ
上
層

建
築
と
し
て
考
え
る
。
す
べ
て
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
つ
ね
に

一
定
の
社
会
階
級
的
基
礎
を
有
し
、
こ
れ
を
反
映
す
る
も
の

と
し
て
、
そ
れ
ら
の
間
に
は
型
の
類
似
が
見
出
さ
れ
、
且

つ
相
互
作
用
の
関
係
が
認
め
ら
れ
得
る
。
か
く
し
て
マ
ル
ク

シ
ズ
ム
は
文
芸
を
孤
立
的
な
も
の
と
見
ず
、
こ
れ
と
他
の

種
々
な
る
文
化
と
の
間
の
密
接
な
関
聯
を
理
解
す
べ
き
こ
と

を
教
え
た
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
あ
ら
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を

唯
物
史
観
或
い
は
弁
証
法
的
唯
物
論
の
立
場
に
お
い
て
一
元

的
に
、
統
一
的
に
把
握
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
文
芸
に
あ
っ
て

も
世
界
観
の
問
題
を
重
要
視
し
て
い
る
。
世
界
観
は
単
に
作

品
を
理
解
す
る
上
に
重
要
で
あ
る
の
み
で
な
く
、
ま
た
特
に

作
品
の
製
作
方
法
に
関
し
て
も
世
界
観
的
基
礎
が
重
要
で
あ

る
。
か
く
し
て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
一
般
に
文
芸
に
お
い
て
世

界
観
、
従
っ
て
ま
た
哲
学
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
こ
と
を

教
え
た
。
世
界
観
の
問
題
は
思
想
の
問
題
で
あ
る
。
マ
ル
ク

シ
ズ
ム
は
そ
れ
故
に
作
品
の
思
想
性
を
問
題
に
す
る
が
、
一

般
に
作
品
が
思
想
を
持
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
考
え
方
が
普

及
す
る
に
至
っ
た
の
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
影
響
に
依
る
と
こ

ろ
が
多
い
。
更
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
自
己
の
思
想
、
哲
学
、

世
界
観
が
科
学
的
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
こ
で

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
文
芸
に
お
い
て
も
主
観
主
義
に
反
対
し
て

科
学
的
、
客
観
的
で
あ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
ま
で
屡
々
科
学
と
文
芸
と
は
全
く
相
容
れ
ぬ
も
の

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来
た
の
に
対
し
て
、
両
者
の
間
に
積

極
的
な
関
聯
を
求
む
べ
き
こ
と
を
教
え
た
の
は
マ
ル
ク
シ
ズ

ム
で
あ
る
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
お
い
て
哲
学
は
単
に
世
界
を

解
釈
す
る
の
で
な
く
、
世
界
を
変
革
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
文
芸
も
同
様
に
世
界
の
変
革
的
実
践
の
一
つ



三
九
二

の
機
関
で
あ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
マ
ル

ク
シ
ズ
ム
の
文
芸
は
屡
々
極
端
な
政
治
主
義
の
弊
に
陥
り
、

文
芸
を
全
く
政
治
に
従
属
せ
し
め
て
そ
の
独
自
性
を
軽
視
す

る
と
い
う
風
も
あ
っ
た
が
、
し
か
し
文
芸
の
行
動
性
の
問
題

を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
功
績
の
一
つ
で

あ
る
。
ま
た
そ
の
こ
と
と
関
聯
し
て
、
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
い

わ
ゆ
る
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
思
想
を
打
破
す
る
に
大
い
に

力
が
あ
っ
た
。
芸
術
の
た
め
の
芸
術
の
思
想
は
文
芸
に
お
い

て
形
式
を
重
要
視
す
る
形
式
主
義
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

マ
ル
ク
シ
ズ
ム
は
内
容
を
重
要
視
し
、
殊
に
主
題
の
積
極
性

を
説
き
内
容
主
義
的
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
更
に
マ
ル
ク
シ

ズ
ム
は
個
人
主
義
を
排
斥
し
て
文
芸
が
階
級
的
立
場
に
立
つ

べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
文
芸
の
社
会
性
の
問

題
で
あ
っ
て
、
文
芸
の
階
級
性
を
認
め
な
い
者
に
と
っ
て
も

作
品
の
社
会
性
が
文
章
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
影
響
で
あ
る

と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
に
お
い
て
は
文
芸
の

社
会
性
の
問
題
は
厳
密
に
は
階
級
性
の
問
題
で
あ
り
、
そ
し

て
階
級
的
立
場
と
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
立
場
の
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
大
衆
の
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。

か
く
し
て
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
文
芸
は
作
品
の
大
衆
性
を
重
要

視
し
て
い
る
が
、
文
芸
の
大
衆
性
の
問
題
、
従
来
の
い
わ
ゆ

る
大
衆
文
学
或
い
は
通
俗
文
学
と
は
異
な
る
意
味
に
お
け
る

大
衆
性
が
一
般
文
芸
家
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
と
な
っ
た
の

は
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
影
響
で
あ
る
。

ミ
ネ
ル
バ
の
梟
〔
独D

ie Eule der M
inerva

〕　

哲
学
を

譬
え
た
有
名
な
言
葉
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
法
律
哲
学
』
の
序

文
の
末
尾
に
「
ミ
ネ
ル
バ
の
梟
は
夕
暮
に
な
っ
て
初
め
て
飛

び
始
め
る
」
と
出
て
い
る
。
即
ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
哲

学
は
い
つ
で
も
遅
れ
て
来
る
も
の
で
、
現
実
が
そ
の
形
成
過

程
を
完
成
し
た
後
に
現
れ
、
こ
れ
を
追
思
惟i nachdenkeni

す
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
現
実
が
終
っ
た
後
に
哲
学
が
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始
ま
る
と
す
る
の
は
、
哲
学
を
観
想
的
な
性
質
の
も
の
と
す

る
こ
と
で
あ
り
、
哲
学
に
予
言
者
的
な
性
質
を
要
求
す
る
立

場
と
は
固
よ
り
、
哲
学
の
実
践
的
な
性
格
を
力
説
す
る
立
場

と
対
立
し
て
い
る
。

無
〔
英N

othingness　

英
独N

egation　

仏N
éant,i

N
égation　

独N
ichts

〕（
二
）
無
の
西
洋
的
解
釈　
普
通
に

は
存
在
し
な
い
も
の
を
無
と
い
う
。
或
る
物
の
相
対
的
な
意

味
に
お
け
る
若も
し

く
は
絶
対
的
な
意
味
に
お
け
る
否
定
が
無
と

い
わ
れ
る
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
は
無
か
ら
は
何
物
も
生
じ
な
い

と
い
う
思
想
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
然
る
に
ユ
ダ
ヤ
的
・
キ

リ
ス
ト
教
的
思
惟
に
と
っ
て
は
世
界
は
無
か
ら
生
じ
た
の
で

あ
っ
て
、「
無
か
ら
の
創
造
」
を
説
く
。
カ
バ
ラ
は
神
を
無

と
称
し
た
。
多
く
の
神
秘
主
義
者
た
ち
も
同
様
に
、
神
は
す

べ
て
或
る
存
在
す
る
も
の
を
越
え
る
と
い
う
意
味
に
お
い

て
、
無
で
あ
る
と
考
え
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
純
有
は
、

そ
れ
が
無
規
定
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、無
で
あ
り
、

純
有
と
純
無
と
は
従
っ
て
同
一
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に

依
れ
ば
、
我
々
は
存
在
す
る
も
の
の
否
定
に
よ
っ
て
、
そ
の

全
体
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
す
ら
本
来
の
無
に
達
す
る

の
で
な
い
。無
は
不
安
に
お
い
て
出
会
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

か
よ
う
に
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
。
無
は
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
。
し
か
も
存
在
者
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
も
の
で
あ
る
。

無
限
と
有
限
〔
英Infinity; Finiteness　
仏Infini; Fini　

独D
as U

nendliche; D
as Endliche

〕　

無
限
は
有
限
の
反
対

で
如
何
な
る
限
界
を
も
超
え
る
も
の
を
無
限
と
い
う
。
普
通

に
無
限
は
た
だ
有
限
を
否
定
し
た
だ
け
の
も
の
の
よ
う
に
考

え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
限
界
は
限
り
な
く
推
移
し
て
ゆ
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き
、
無
限
は
ど
こ
ま
で
も
彼
岸
に
あ
る
も
の
と
し
て
如
何
に

し
て
も
到
達
さ
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、

か
よ
う
に
到
達
さ
れ
ぬ
も
の
は
真
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
た

だ
終
無
き
こ
とi Endlosigkeiti

或
い
は
無
際
限
と
い
う
こ
と

は
悪
し
き
無
限i Schlechte U

nendlichkeiti

も
し
く
は
消
極

的
無
限i N

egative U
nendlichkeiti

に
過
ぎ
な
い
。
真
の
無

限
は
か
く
の
如
く
直
線
を
も
っ
て
象
ど
ら
れ
る
よ
う
な
限
り

な
き
進
行
の
無
限
で
あ
る
の
で
な
く
、
完
結
せ
る
、
自
己
閉

鎖
的
な
運
動
で
あ
る
。円
環
こ
そ
真
の
無
限
の
象
徴
で
あ
る
。

真
の
無
限
は
無
限
定
な
も
の
で
な
く
、
却
っ
て
内
に
限
定
を

含
む
も
の
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
有
限
と
も
云
い
得
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
固
よ
り
有
限
な
も
の
で
な
く
、
有

限
な
も
の
の
他
者
と
し
て
の
無
限
な
も
の
で
も
な
く
、
却
っ

て
か
か
る
有
限
と
無
限
と
の
統
一
が
真
の
無
限
で
あ
る
。
即

ち
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
真
の
無
限
は
そ
れ
自
身
の
う
ち
に

発
展
の
契
機
を
含
む
全
体
者
で
あ
り
、
弁
証
法
的
過
程
に

お
い
て
自
己
か
ら
出
て
自
己
に
還
る
体
系
で
あ
る
。
真
の

無
限
は
単
な
る
過
程
と
し
て
で
な
く
、
体
系
と
し
て
一
つ

の
定
っ
た
対
象
に
定
立
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

数
学
上
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
ルi C

antori

や
デ
デ
キ
ン
トi

D
edekindi

等
は
、
部
分
と
全
体
と
が
集
合
と
し
て
濃
度
を

等
し
く
す
る
と
い
う
自
己
表
現
体
系
が
無
限
で
あ
る
と
な
し

て
い
る
。

〔
文
献
〕H

egel: Logik; C
antor: Ü

ber unendliche, lineare 

Punktm
annigfaltigkeiten

（1879

―84

）; D
edekind: 

W
as sind und w

as sollen die Zahlen?

（1887

）; C
ohn: 

G
eschichte des U

nendlichkeitsproblem
s

（1896

）.

矛
盾
〔
拉Contradictio　
英
仏Contradiction　
独W

iderspruch

〕

　

互
い
に
否
定
し
合
い
、
絶
対
に
対
立
す
る
も
の
を
矛
盾
と

い
う
。
甲
と
非
甲
と
の
如
く
、
一
方
が
他
方
の
否
定
で
あ
る

場
合
両
者
は
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
一
の
も
の
の
肯
定

と
否
定
と
の
間
に
は
矛
盾
の
関
係
が
存
在
す
る
。
ま
た
相
対
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立
す
る
要
素
を
含
む
も
の
は
矛
盾
す
る
と
云
わ
れ
る
。
矛
盾i

C
ontradictoryi

と
反
対i C

ontraryi

と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。
矛
盾
す
る
も
の
は
絶
対
に
否
定
し
合
い
、
そ
の
中

間
に
第
三
者
を
容
れ
な
い
に
反
し
て
、
反
対
の
も
の
と
は
同

じ
類
の
部
分
で
あ
っ
て
相
互
に
最
も
異
な
っ
て
い
る
も
の
を

謂
い
、
従
っ
て
程
度
の
差
を
現
す
に
過
ぎ
ず
、
両
者
の
中
間

に
第
三
者
を
容
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
形
式
論
理
は
矛
盾
を

許
さ
な
い
。
然
る
に
弁
証
法
に
依
れ
ば
、
矛
盾
こ
そ
根
本
的

な
も
の
、
生
命
的
な
も
の
で
あ
り
、
運
動
或
い
は
発
展
の
根

源
で
あ
る
。
互
い
に
矛
盾
す
る
も
の
は
第
三
の
一
層
高
い
も

の
の
う
ち
に
止
揚
さ
れ
、
こ
の
も
の
は
更
に
自
己
の
う
ち
か

ら
矛
盾
を
生
じ
、か
く
し
て
発
展
し
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。

物
〔
英Thing　
仏C

hose　
独D

ing

〕　

普
通
に
は
思
考

さ
れ
得
る
、
肯
定
も
し
く
は
否
定
さ
れ
得
る
も
の
の
一
切
を

謂
う
。
か
か
る
最
も
一
般
的
な
言
葉
と
し
て
、
固
定
的
で
あ

れ
暫
時
的
で
あ
れ
、
実
在
的
で
あ
れ
現
象
的
で
あ
れ
、
知
ら

れ
た
る
も
の
で
あ
れ
知
ら
れ
ざ
る
も
の
で
あ
れ
、
在
り
と
云

わ
れ
得
る
凡
て
の
も
の
が
物
と
云
わ
れ
る
。
認
識
論
的
意
味

に
お
い
て
は
、
物
と
は
静
態
的
な
状
態
に
お
い
て
見
ら
れ
た

実
在
の
観
念
を
現
し
、
種
々
な
る
属
性
の
固
定
的
と
考
え
ら

れ
る
組
織
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
独
立
な
る
個
物
を
謂
う
。

即
ち
一
定
の
空
間
的
位
置
を
占
め
、
一
定
の
時
間
内
に
自
己

同
一
を
持
続
す
る
対
象
の
こ
と
で
あ
る
。
倫
理
的
な
意
味
に

お
い
て
は
、
物
は
人
格
に
対
す
る
。
人
格
は
自
己
目
的
で
あ

る
に
反
し
て
、
物
は
手
段
と
し
て
使
わ
れ
、
人
格
が
固
有
価

値
を
有
す
る
に
反
し
て
、
物
は
利
用
価
値
し
か
有
し
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

モ
ラ
ル
〔
英M

oral, M
orality　

仏M
orale, M

oralité　

独M
oral, M

oralität

〕　

倫
理
或
い
は
道
徳
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
モ
ラ
ル
は
習
俗i Sittei

や
客
観
的
に
成
立
す
る
道
徳i

Sittlichkeiti

で
な
く
、
寧
ろ
人
生
及
び
社
会
に
対
す
る
我
々

の
主
体
的
な
心
情
、
態
度
、
行
為
の
仕
方
に
関
す
る
倫
理
を
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い
う
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
主
観
道
徳
と
客
観
道
徳
と
は
固

よ
り
無
関
係
で
は
な
い
が
、両
者
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

教
育
家
や
道
学
者
は
普
通
に
良
俗
や
客
観
道
徳
の
立
場
か
ら

文
芸
と
道
徳
の
問
題
を
論
ず
る
。
し
か
し
問
題
は
本
来
そ
こ

に
あ
る
の
で
な
く
寧
ろ
作
家
の
主
体
的
な
真
実
性i sincéritéi

に
関
し
て
い
る
。
文
芸
は
人
生
及
び
社
会
を
単
に
客
体
的
に

捉
え
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
主
体
的
に
捉
え
る
、
ま
た
作

家
は
そ
の
作
品
の
中
に
お
い
て
自
己
の
主
体
的
な
情
熱
か
ら

人
間
を
創
造
す
る
。
そ
こ
に
文
芸
に
於
け
る
モ
ラ
ル
の
問
題

が
あ
る
。
ジ
ー
ド
は
「
倫
理
と
美
学
の
規
則
は
同
じ
だ
」
と

云
っ
て
い
る
が
、
モ
ラ
ル
な
し
に
作
家
は
作
品
を
書
く
こ
と

が
で
き
な
い
。
十
七
、八
世
紀
の
モ
ラ
リ
ス
ト
と
い
う
の
は

人
間
性
の
研
究
者
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
文
芸
に
お
け
る
モ

ラ
ル
は
そ
れ
と
同
様
に
人
間
性
を
見
る
見
方
の
う
ち
に
現
れ

る
倫
理
で
あ
る
。
主
観
的
と
か
主
体
的
と
か
と
云
っ
て
も
必

ず
し
も
個
人
的
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
な
い
。
ト
ル
ス
ト
イ

は
『
芸
術
と
は
何
か
』
の
中
で
、
芸
術
の
意
味
は
人
と
人
と

を
結
合
す
る
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
人
と
人
と
の
主
体

的
な
結
合
の
う
ち
に
モ
ラ
ル
は
あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

憂
鬱
〔
英
独D

epression　

仏D
épression

〕（
二
）
文

芸
に
於
け
る
憂
鬱　

憂
鬱
は
人
間
の
根
差
し
な
き
こ
とi

Entw
urzelung des M

enscheni

の
体
験
か
ら
生
れ
る
感
情
で

あ
る
。
人
間
は
如
何
な
る
宇
宙
的
意
味
を
も
有
せ
ぬ
も
の
と

感
ぜ
ら
れ
、か
く
し
て
自
己
の
主
観
性
の
う
ち
に
閉
じ
籠
り
、

自
己
に
対
す
る
全
体
の
疎
遠
が
憂
鬱
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。

世
界
の
う
ち
の
何
処
に
も
故
郷
を
持
た
ぬ
と
い
う
感
情
、
こ

の
孤
独
の
感
情
か
ら
憂
鬱
が
生
れ
る
と
共
に
、
か
よ
う
に
根

差
し
な
き
も
の
と
し
て
到
る
処
を
故
郷
に
な
し
得
る
と
い
う

漂
泊
の
感
情
か
ら
憂
鬱
が
生
れ
る
。
憂
鬱
は
か
く
の
如
く
宇

宙
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
特
に
社
会
的
な
も
の
で
あ

る
。
即
ち
そ
れ
は
人
間
の
社
会
の
う
ち
に
お
い
て
根
差
し
な
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き
こ
と
の
体
験
か
ら
生
れ
る
。
憂
鬱
は
固
よ
り
つ
ね
に
宇
宙

や
社
会
の
う
ち
に
欠
陥
、
害
悪
が
多
く
、
こ
れ
を
善
き
も
の

に
変
え
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
識
即
ち
ペ
シ
ミ

ズ
ム
を
前
提
す
る
が
、
単
に
そ
れ
の
み
で
な
く
、
宇
宙
及
び

社
会
か
ら
の
游
離
に
基
づ
く
主
観
性
の
感
情
で
あ
る
。
い
わ

ゆ
る
世
界
苦i W

eltschm
erzi

と
い
う
の
も
か
か
る
も
の
で
あ

る
。
憂
鬱
を
表
現
し
て
い
る
文
芸
は
ペ
シ
ミ
ズ
ム
の
文
学
で

あ
る
が
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
文
学
、
デ
カ
ダ
ン
ス
の
文

学
、
世
紀
末
の
文
学
と
い
わ
れ
る
も
の
等
の
う
ち
に
は
憂
鬱

が
漂
う
て
い
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
、
バ
イ
ロ
ン
、
レ
ー
ナ
ウ
、

ハ
イ
ネ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
、
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
、
レ
ル
モ
ン
ト

フ
、
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
、
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
、
そ
の
他
の
作
品
が

そ
れ
ら
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

理
性
の
狡
智
〔
独List der Vernunft

〕　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
言

葉
で
、
彼
の
歴
史
哲
学
的
思
想
の
一
つ
で
あ
る
。
即
ち
歴
史

に
お
い
て
支
配
す
る
理
性
は
、
個
人
の
激
情i Leidenschafti

を
そ
れ
自
身
の
た
め
に
活
動
せ
し
め
つ
つ
、
実
は
理
性
自
身

の
普
遍
的
な
目
的
を
実
現
す
る
に
役
立
て
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
理
性
の
狡
智
で
あ
る
。「
世
界
に
お
け
る
如
何
な
る
偉

大
な
も
の
も
激
情
な
し
に
は
成
就
さ
れ
な
か
っ
た
。」
個
人

は
自
己
の
特
殊
的
な
関
心
の
た
め
に
行
動
し
て
い
る
と
思
っ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、
理
性
は
そ
れ
を
手
段
と
し
て
そ
の
否

定
の
中
か
ら
普
遍
的
な
も
の
、
イ
デ
ー
的
な
も
の
を
結
果

せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
は
結
局

個
人
を
普
遍
的
な
も
の
の
傀
儡
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
そ
こ
で
は
個
人
の
個
人
と
し
て
の
価
値
は
認
め
ら
れ
な

い
。理

論
〔
英Theory　
仏Théorie　
独Theorie

〕（
一
）
理

論　
単
な
る
経
験
、個
々
の
事
実
に
つ
い
て
の
知
識
に
対
し
、

一
般
的
な
原
理
も
し
く
は
法
則
か
ら
下
さ
れ
た
統
一
的
な
学

問
的
な
説
明
を
謂
う
。
理
論
は
方
法
的
な
、
組
織
的
な
知
識
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で
あ
る
。
理
論
は
仮
説
的
な
要
素
を
含
む
の
が
つ
ね
で
あ

る
。
従
っ
て
理
論
は
検
証
さ
れ
、
経
験
に
よ
っ
て
真
な
る
も

の
と
し
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
理
論
は
推
理
の
統
制
と
実

験
の
批
判
と
に
従
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
検
証
さ
れ
た
仮
説
で

あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
理
論
は
合
理
性
と
実
証
性
と
の
弁

証
法
的
統
一
で
あ
る
。
理
論
は
学
問
の
進
歩
と
共
に
変
化
す

る
も
の
で
あ
っ
て
、
新
し
い
仮
説
の
提
出
と
新
た
に
見
出
さ

れ
た
事
実
に
よ
る
批
判
と
が
理
論
の
発
展
の
要
因
で
あ
る
。

（
四
）
理
論
と
実
践　
理
論
と
実
践
と
は
種
々
の
点
に
お

い
て
対
立
し
て
い
る
。
先
ず
理
論
は
実
践
的
な
目
的
、
応
用

と
は
無
関
係
に
求
め
ら
れ
る
知
識
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
。
ま

た
理
論
の
目
的
は
概
念
、
原
理
、
法
則
の
如
き
一
般
的
な
も

の
で
あ
る
に
反
し
て
、
実
践
は
つ
ね
に
た
だ
特
殊
的
な
も
の

に
の
み
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
理
論
は
あ
ら
ゆ
る

価
値
判
断
か
ら
独
立
で
あ
る
に
反
し
て
、
実
践
は
価
値
、
理

想
、
規
範
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
理
論
と
実
践
と
は

対
立
し
て
い
る
が
、
両
者
は
決
し
て
無
関
係
で
は
な
い
。
理

論
は
合
理
性
と
共
に
実
証
性
を
必
要
と
し
、
か
く
て
実
験
を

基
礎
と
す
る
が
、
実
験
の
大
規
模
の
も
の
が
産
業
で
あ
る
。

理
論
の
真
理
性
は
実
験
に
よ
っ
て
、
延
い
て
は
実
践
に
よ
っ

て
確
か
め
ら
れ
る
。
元
来
、
理
論
は
単
に
純
粋
に
そ
れ
自
身

の
た
め
に
求
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
却
っ
て
実
践
的
な
課
題

の
中
か
ら
生
れ
る
も
の
で
あ
る
。
実
践
は
理
論
を
要
求
し
、

理
論
は
実
践
に
よ
っ
て
発
展
す
る
。
理
論
と
実
践
と
は
対
立

し
な
が
ら
弁
証
法
的
に
統
一
を
な
し
て
い
る
と
見
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
。

歴
史
主
義
　〔
英H

istorism

　
仏H

istorism
e　

独H
istorism

us

〕　

物
を
歴
史
に
お
い
て
辿
り
得
る
発
展
の

結
果
と
し
て
考
察
す
る
立
場
で
あ
る
。
即
ち
物
を
不
変
な
も

の
、超
時
間
的
な
も
の
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
に
反
対
し
て
、

す
べ
て
の
物
は
歴
史
に
お
い
て
生
成
し
た
も
の
、
発
展
し
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
然
る
に
物
を
単
に
歴
史
的
に
考
察



三
九
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
何
な
る
も
の
に
も
絶
対
的
な
価
値

を
認
め
ず
、
一
切
は
そ
の
生
成
の
流
に
対
し
て
相
対
的
な
価

値
を
有
す
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
に
な
り
易
く
、
か

く
し
て
歴
史
主
義
は
歴
史
的
相
対
主
義
に
陥
る
こ
と
に
な

る
。
か
か
る
歴
史
主
義
の
代
表
者
と
し
て
普
通
に
挙
げ
ら
れ

る
の
は
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
る
。
尤
も
、
彼
か
ら
出
た
リ
ッ
トi

Theodor Litti

な
ど
は
、
歴
史
主
義
と
は
人
間
性
の
歴
史
的

性
格
の
う
ち
に
形
而
上
学
的
意
義
の
本
質
規
定
を
見
る
見
方

で
あ
る
と
し
て
い
る
。

〔
文
献
〕E. Troeltsch: D

er H
istorism

us und seine Problem
e

（1922

）; dito: D
er H

istorism
us und seine Ü

berw
indung

（1924

）; B
. C

roce: A
ntihistorism

us

（1931

）.

「
歴
史
哲
学
」〔“Vorlesungen über die Philosophie der 

G
eschichte”

〕　

ヘ
ー
ゲ
ル
の
歴
史
哲
学
に
関
す
る
講
義
を

編
纂
し
た
も
の
。
第
一
版
は
一
八
三
七
年
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弟
子i

Eduard G
ansi

に
よ
っ
て
、
第
二
版
は
四
〇
年
、
第
三
版
は

四
八
年
、
共
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
息
子i K

arl H
egeli

に
よ
っ
て

出
版
さ
れ
た
。
新
版
に
はi G

lockneri

版
の
全
集
中
の
も
の

の
外
、Brunstädi

版
（
レ
ク
ラ
ム
）
並
び
にi Lassoni

版
（『
哲

学
文
庫
』）
が
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
依
れ
ば
、
世
界
史
の
考

察
に
対
し
哲
学
が
持
ち
込
む
唯
一
の
思
想
は
理
性
が
世
界
を

支
配
し
、
世
界
史
は
理
性
的
に
発
展
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
即
ち
世
界
史
は
世
界
精
神
の
弁
証
法
的
発
展
で
あ
る
。

個
々
の
民
族
は
こ
の
普
遍
的
な
精
神
の
一
定
の
契
機
を
表
現

す
る
。
そ
れ
は
こ
の
自
己
の
使
命
を
果
た
し
終
る
と
共
に
他

の
民
族
に
席
を
譲
る
。
か
く
し
て
世
界
歴
史
は
諸
民
族
に
対

し
て
行
わ
れ
る
世
界
審
判
で
あ
る
。
世
界
史
的
人
物
も
ま
た

歴
史
に
於
い
て
自
己
を
実
現
す
る
理
性
の
機
関
に
過
ぎ
ず
、

彼
等
は
彼
等
自
身
の
利
害
の
た
め
に
行
動
す
る
と
思
っ
て
い

る
が
、
実
は
理
性
の
普
遍
的
な
目
的
の
成
就
の
た
め
に
仕
え

て
い
る
の
で
あ
る
。
世
界
史
は
精
神
の
実
体
た
る
自
由
の
意

識
に
お
け
る
進
歩
で
あ
る
。
東
洋
的
世
界
に
お
い
て
は
唯
一



四
〇
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人
の
み
が
自
由
で
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
ア
的
並
び
に
ロ
ー
マ
的

世
界
に
お
い
て
は
若
干
人
が
自
由
で
あ
っ
た
。
ゲ
ル
マ
ン
的

世
界
に
お
い
て
初
め
て
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
万
人
が
自
由
で

あ
る
と
い
う
思
想
が
現
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
業
績
の
う
ち
に

お
い
て
『
歴
史
哲
学
』
は
最
も
永
続
的
な
価
値
を
有
す
る
も

の
と
云
わ
れ
て
い
る
。
歴
史
的
発
展
の
法
則
と
諸
文
化
の
相

互
作
用
の
関
係
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
彼
の
企
図
は
模
範
的

で
あ
る
。
歴
史
的
意
識
の
発
達
に
対
し
て
彼
が
与
え
た
影
響

は
絶
大
で
あ
る
。

ロ
ゴ
ス〔
希Logos

〕　

も
と「
言
葉
」を
意
味
し
、ま
た「
理

性
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
か
ら
言
葉
に
現
さ
れ
た
理
性
的
活

動
、
思
想
、
概
念
、
学
術
等
を
謂
う
。
ギ
リ
シ
ア
哲
学
に
於

い
て
初
め
て
ロ
ゴ
ス
の
思
想
を
述
べ
た
の
は
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト

ス
で
あ
っ
て
、
彼
は
万
物
の
変
化
流
転
の
う
ち
に
秩
序
、
調

和
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
、
宇
宙
の
必
然
的
な
運
命
も
し

く
は
法
則
を
ロ
ゴ
ス
即
ち
理
性
と
称
し
た
。
ロ
ゴ
ス
の
思
想

を
発
展
さ
せ
た
ス
ト
ア
哲
学
に
於
い
て
は
、
ロ
ゴ
ス
は
一
切

を
支
配
す
る
法
則
ま
た
は
必
然
を
意
味
す
る
と
共
に
、
目
的

に
従
っ
て
凡
て
を
導
く
摂
理
と
考
え
ら
れ
た
。
ギ
リ
シ
ア
哲

学
を
も
っ
て
ユ
ダ
ヤ
教
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
フ
ィ
ロ
ン
に

至
っ
て
ロ
ゴ
ス
は
新
し
い
意
味
を
得
、
神
の
う
ち
に
永
遠
に

存
す
る
理
性
的
力
を
意
味
す
る
と
共
に
、
神
の
言
葉
と
し
て

世
界
創
造
の
器
と
な
り
、
ま
た
世
界
に
内
在
す
る
理
性
的
原

理
と
し
て
世
界
に
生
命
と
目
的
と
法
則
と
を
与
え
る
も
の
と

考
え
ら
れ
た
。
こ
の
考
え
方
は
通
俗
信
仰
と
結
び
附
い
て
、

ロ
ゴ
ス
は
神
と
人
間
と
の
間
に
あ
る
霊
的
中
間
存
在
者
と
見

ら
れ
、
ま
た
神
の
長
子
、
第
二
の
神
と
呼
ば
れ
た
。
フ
ィ
ロ

ン
の
思
想
は
後
の
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
著
し
い
影
響
を
与
え

た
。
か
の
「
ヨ
ハ
ネ
伝
福
音
書
」
の
初
め
に
見
え
る
「
太
初

に
言
（
ロ
ゴ
ス
）
あ
り
、
言
は
神
と
偕と
も

に
あ
り
、
言
は
神
な

り
き
」
と
い
う
句
は
有
名
で
あ
る
。
近
世
に
於
い
て
は
ヘ
ー

ゲ
ル
が
、
世
界
を
支
配
す
る
理
性
も
し
く
は
イ
デ
ー
と
し
て



四
〇
一

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

の
ロ
ゴ
ス
の
哲
学
を
展
開
し
た
。

〔

文

献

〕M
ax H

einze: D
ie Lehre vom

 Logos in der 

griechischen Philosophie

（1872

）; A
. A

all: D
er Logos, 

G
eschichte seiner E

ntw
ickelung in der griechischen 

Philosophie, 2 B
de

（1896

―99.

）.

ロ
ゴ
ス
・
エ
ン
デ
ィ
ア
テ
ト
ス
〔
希Logos endiathetos

〕

　

ス
ト
ア
哲
学
の
用
語
で
、
心
の
う
ち
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
の

意
味
で
あ
り
、
ロ
ゴ
ス
・
プ
ロ
フ
ォ
リ
コ
ス
（
外
に
表
さ
れ

た
ロ
ゴ
ス
）
に
対
す
る
。
そ
れ
は
、
個
々
の
人
間
の
う
ち
に

住
む
普
遍
的
ロ
ゴ
ス
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
ロ
ゴ
ス
の
働
き

に
よ
り
ス
ト
ア
哲
学
に
お
い
て
最
高
の
徳
と
さ
れ
る
「
自
然

に
従
っ
て
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
そ
れ
は

哲
学
を
通
じ
て
人
間
を
こ
の
徳
に
導
く
。
ロ
ゴ
ス
・
エ
ン
デ

ィ
ア
テ
ト
ス
の
思
想
は
フ
ィ
ロ
ン
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
な
ど
に

お
い
て
見
ら
れ
る
。

ロ
ゴ
ス
・
ス
ペ
ル
マ
テ
ィ
コ
ス
〔
希Logos sperm

atikos

〕
　

ス
コ
ラ
哲
学
の
用
語
で
、
種
子
的
ロ
ゴ
ス
の
意
味
で
あ

る
。
ス
コ
ラ
哲
学
に
お
い
て
は
火
が
宇
宙
の
創
造
的
原
理
で

あ
り
、
火
は
同
時
に
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
て
、
万
物
を
理
性
的
に
、

合
目
的
的
に
、調
和
的
に
形
成
す
る
原
動
力
或
い
は
種
子（
ス

ペ
ル
マ
）
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
ロ
ゴ
ス
・
ス
ペ

ル
マ
テ
ィ
コ
ス
で
あ
り
、
世
界
を
か
か
る
種
子
の
発
展
と
見

る
こ
と
は
、
ス
ト
ア
哲
学
に
お
け
る
有
機
的
世
界
観
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
ロ
ゴ
ス
・
ス
ペ
ル
マ
テ
ィ
コ
ス
の
思
想
は
そ

の
後
フ
ィ
ロ
ン
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
ポ
ル
フ
ュ
リ
オ
ス
、
ま

た
教
父
エ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
等
に
お
い
て
も
現
れ
て
い
る
。

ロ
ゴ
ス
・
プ
ロ
フ
ォ
リ
コ
ス
〔
希Logos prophorikos

〕　

ス
ト
ア
哲
学
の
用
語
で
、「
外
に
表
さ
れ
た
ロ
ゴ
ス
」
の
意

味
で
あ
る
。
心
の
う
ち
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
が
外
に
出
て
言
葉

に
な
る
と
き
ロ
ゴ
ス
・
プ
ロ
フ
ォ
リ
コ
ス
と
呼
ば
れ
る
。
そ

れ
は
固
よ
り
非
理
性
的
な
或
い
は
無
意
味
な
言
葉
を
い
う
の

で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
ロ
ゴ
ス
・
エ
ン
デ
ィ
ア
テ
ト
ス



四
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二

（
心
の
う
ち
に
お
け
る
ロ
ゴ
ス
）を
前
提
し
て
い
る
。ロ
ゴ
ス
・

エ
ン
デ
ィ
ア
テ
ト
ス
と
ロ
ゴ
ス
・
プ
ロ
フ
ォ
リ
コ
ス
と
の
別

は
教
父
た
ち
に
よ
っ
て
神
的
ロ
ゴ
ス
の
う
ち
へ
ま
で
持
ち
込

ま
れ
る
に
至
っ
た
が
、
ス
ト
ア
哲
学
者
た
ち
は
普
遍
的
ロ
ゴ

ス
即
ち
世
界
理
性
に
つ
い
て
は
か
よ
う
な
別
を
考
え
て
い
な

い
。ロ

マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
〔
英R

om
anticism

　

仏R
om

antism
e

　
独R

om
antik

〕　
（
三
）
哲
学
上
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
文

芸
上
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
影
響
の
も
と
に
、
十
八
世
紀

の
終
り
か
ら
十
九
世
紀
の
初
め
に
、
主
と
し
て
ド
イ
ツ
に
お

い
て
現
れ
た
哲
学
で
あ
る
。
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ

ー
ゲ
ル
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア

ー
等
の
哲
学
が
そ
の
中
に
数
え
ら
れ
る
。一
般
的
に
云
え
ば
、

こ
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
十
八
世
紀
の
、
と
り
わ
け
啓
蒙

思
潮i A

ufklärungi

の
精
神
及
び
方
法
に
対
す
る
反
動
と
し

て
起
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
合
理
主
義
を
排
斥
し
て
感

情
、
直
感
、
自
由
、
根
源
性
を
尊
重
し
、
生
命
の
観
念
と
無

限
の
観
念
と
を
強
調
す
る
思
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
固
定
し
た

も
の
に
対
し
て
流
動
し
発
展
す
る
も
の
、
機
械
的
な
も
の
に

対
し
て
有
機
的
な
も
の
、
合
目
的
的
な
も
の
、
一
般
的
な
も

の
に
対
し
て
特
性
的
な
も
の
、
個
性
的
な
も
の
を
力
説
し
、

客
観
論
に
対
す
る
主
観
論
、
観
念
論
、
理
想
論
等
の
特
色
を

も
っ
て
い
る
。
か
よ
う
な
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
啓
蒙
思

潮
を
克
服
し
た
と
称
せ
ら
れ
る
カ
ン
ト
の
自
我
哲
学
を
出
発

点
と
し
て
発
展
せ
ら
れ
た
。
中
に
も
フ
ィ
ヒ
テ
は
自
我
を
絶

対
化
し
、
世
界
は
自
我
の
所
産
で
あ
る
と
説
き
、
文
芸
上
の

ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
し
て
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
は
宗
教
の
本
質
は
感
情
で
あ
る
と

し
、
宇
宙
の
直
観
、
無
限
者
の
直
観
が
宗
教
で
あ
る
と
云
い
、

ま
た
個
性
主
義
を
唱
え
た
。
し
か
し
普
通
に
哲
学
上
の
ロ
マ

ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
代
表
者
と
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
シ
ェ
リ

ン
グ
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
無
意
識
的
に
生
産
す
る
も
の
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三

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』

を
重
ん
じ
、
模
範
的
な
有
機
的
世
界
観
を
建
て
、
芸
術
を
も

っ
て
哲
学
の
機
関
で
あ
る
と
考
え
た
が
、
か
よ
う
な
審
美
主

義i A
esthetizism

usi

は
ま
た
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
一
特
色

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
哲
学
者
の
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ

ム
は
絶
対
者
の
体
験
の
上
に
立
っ
て
い
る
が
、
す
で
に
シ
ョ

ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
、
特
に
ニ
ー
チ
ェ
の
生
の
哲
学
に
至
っ
て

は
も
は
や
絶
対
者
の
体
験
は
失
わ
れ
、
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム

は
悲
劇
的
に
な
っ
て
い
る
。

〔
文
献
〕R

udolf H
aym

: D
ie rom

antische Schulei

（V
ierte 

A
uflage,i1920

【1906

】）; Erw
in K

ircher: Philosophie der 

Rom
antik

（1906

）.

和
辻
哲
郎
〔（1889

―
【1960

】）〕　

哲
学
者
。
明
治

二
十
二
年
兵
庫
県
神
崎
郡
仁
豊
村i i

に
生
る
。
明
治
四
十
五
年

東
大
哲
学
科
卒
業
。
東
洋
大
学
及
び
法
政
大
学
教
授
を
経
て

京
都
帝
国
大
学
に
於
け
る
倫
理
学
の
教
授
と
な
り
、
後
東
京

i　

仁
豊
村
と
し
て
い
る
が
、「
仁に

ぶ

の
豊
野
」
ら
し
い
。

帝
国
大
学
に
転
じ
る
。
初
め
ニ
ー
チ
ェ
や
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル

な
ど
の
人
生
哲
学
を
研
究
し
、
ま
た
文
芸
評
論
の
筆
を
執
っ

た
が
、
次
第
に
文
化
史
の
研
究
に
進
み
、
や
が
て
倫
理
学
に

入
っ
た
。
最
も
得
意
と
す
る
所
は
、
生
の
哲
学
に
基
づ
い
た

精
神
史
的
研
究
で
あ
る
。
そ
の
文
化
史
的
立
場
と
し
て
は
風

土
を
基
礎
と
し
て
諸
民
族
の
文
化
の
特
殊
性
を
考
え
、
そ
の

倫
理
学
に
お
い
て
は
個
人
主
義
に
反
対
し
て
人
間
共
同
態
の

倫
理
を
説
い
て
い
る
。『
ニ
ー
チ
ェ
研
究
』『
ゼ
ー
レ
ン
・
キ

ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
』『
古
寺
巡
礼
』『
日
本
古
代
文
化
』『
日
本

精
神
史
研
究
』『
原
始
仏
教
の
実
践
哲
学
』『
原
始
基
督
教
の

文
化
史
的
意
義
』『
風
土
』『
倫
理
学
』等
多
く
の
著
書
が
あ
る
。
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説　
（
二
）

『
社
会
科
学
大
辞
典
』
執
筆
項
目

ア
リ
ス
ト
テ
レ
スi
・i
ヴ
ン
トi

・i

懐
疑
主
義i

・i

蓋
然
性i

・i

概
念i

・i

科
学
概
論i

・i

仮
象i

・i

客
観i

・i

仮
定i

・i

過
程i

・i

感
覚i

・i

還
元i

・i

感
情i
・i
観
念i

・i

観
念
論i

・i

機
械
論i

・i

帰
納
法i

・i

規
範i

・i

極
限i

・i

偶
然i

・i

経
験
及
び
経
験
科

学i

・i

経
験
論i

・i

傾
向i

・i
形
式i
・i
形
而
上
学i

・i

権
威i

・i

現
実
性i

・i

現
象
学i

・i

現
代
哲
学i

・i

コ
ー
ヘ
ンi

・i

事
象
性i

・i

ゼ
ノ
ンi

・i

ソ
ク
ラ
テ
スi

・i
中
世
哲
学i

・i

デ
カ
ル
トi

・i

弁
証
法
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristotle. A
ristoteles. A

ristote.i381
―322iB.C.

）　

希
臘
の
哲
学
者
、
後
世
最
も
影
響
多
き
人
。

マ
ケ
ド
ニ
ア
王
の
侍
医
ニ
コ
マ
コ
ー
ス
の
子
。
ト
ラ
キ
ア
の

ス
タ
ギ
ラ
に
生
る
。十
七
八
歳
の
頃
プ
ラ
ト
ン
の
門
に
入
り
、

そ
の
没
す
る
ま
で
約
二
十
年
の
間
師
事
し
た
。
そ
の
後
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
師
と
し
て
聘
さ
れ
、
彼
が
王
位
を
嗣
ぎ

し
を
機
と
し
て
ア
テ
ナ
イ
の
近
郊
リ
ュ
カ
イ
オ
ン
に
学
園
を

創
設
し
た
。
そ
の
学
派
を
リ
ュ
カ
イ
オ
ン
派
或
い
は
ペ
リ
パ

テ
テ
ィ
ク
派
と
称
す
る
。
著
書
極
め
て
多
く
ま
た
各
方
面
に

亘
り
、
科
学
的
学
問
の
父
と
言
わ
る
。
実
験
を
尊
ぶ
医
家
に

生
れ
、
プ
ラ
ト
ン
の
薫
陶
を
受
け
た
こ
と
は
彼
の
体
系
に
影

響
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
大
で
あ
る
。
そ
の
業
績
を
分
類
的
に
挙

げ
れ
ば
〔
論
理
的
方
面
〕
範
疇
論
（C

ategoriae

）、
命
題
論

（D
e Interpretatione

）、
分
析
論
（A

nalytica

）（A
. priorai

は
推
理
論
、A

. posteriorai

は
証
明
論
）、
蓋
然
論
証
論

（Topica

）、
似
而
非
推
理
論　
（D

e Sophisticis elenchis

）

等
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
時
代
よ
り
「
オ
ル
ガ
ノ
ン
」（O

rganon

）

（
精
神
の
道
具
の
意
）
の
名
称
の
下
に
こ
れ
ら
の
も
の
が
編

纂
さ
れ
た
。〔
理
論
的
方
面
〕
形
而
上
学
（M

etaphysica

）、

霊
魂
論
（D

e A
nim

a

）、
物
理
学
（Physica

）、
動
物
史

（H
istroria anim

alium

）、
天
界
論
（D

e C
aelo

）、
気
象
学

（M
eteorologia

）。〔
倫
理
的
方
面
〕
ニ
コ
マ
ー
コ
ス
倫
理
学

（Ethica ad N
icom

achum

）、
オ
イ
デ
ー
モ
ス
倫
理
学
（E. 

a. Eudem
um

）、
大
倫
理
学
（M

agna M
oralia

）、
応
用
倫

理
学
と
し
て
の
政
治
学
（Politica

）。〔
美
学
的
方
面
〕
詩

学
（Poetica

）、
修
辞
学
（R

hetorica

）
等
が
あ
る
。
全
集

は
伯
林
学
士
院
版
（
五
巻1831

―1870

）
最
も
完
全
。
翻

訳
及
び
詳
細
な
る
研
究
書
に
つ
い
て
は
ユ
ー
バ
ー
ヴ
ェ
ク
哲

学
史
第
一
巻
を
見
よ
。〔
学
説
〕　

彼
は
凡
ゆ
る
存
在
を
運
動

に
於
い
て
見
た
。
運
動
と
は
一
般
に
可
能
態
が
現
実
態
と
な

る
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
可
能
態
は
質
料
で
あ
り
、
そ
の
現

実
態
は
形
相
で
あ
る
。
か
く
て
凡
て
の
存
在
は
質
料
と
形
相
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と
の
結
合
よ
り
な
る
一
つ
の
全
体
で
あ
っ
て
、
単
な
る
可
能

態
で
も
な
く
、
単
な
る
現
実
態
で
も
な
く
し
て
、
絶
え
ず
現

実
態
に
向
っ
て
発
展
し
つ
つ
あ
る
可
能
態
で
あ
る
。
そ
こ
で

は
質
料
は
既
に
何
等
か
の
形
相
を
孕
み
、
形
相
は
つ
ね
に

何
等
か
の
質
料
を
宿
し
て
い
る
。
如
何
な
る
形
相
も
含
む
こ

と
な
き
純
粋
な
る
質
料
即
ち
第
一
質
料
と
、
如
何
な
る
質
料

に
も
纏
わ
れ
る
こ
と
な
き
純
粋
な
る
形
相
即
ち
第
一
形
相
ま

た
は
神
と
の
間
に
一
切
の
世
界
の
存
在
は
位
す
る
と
見
ら
れ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
な
お
運
動
す
る
存
在
に
於
い
て
四

つ
の
原
因
を
分
析
し
た
。
質
料
因
（causai m

aterialis

）、
形

相
因
（causa form

alis

）、
運
動
因
（causa m

ovens
）、
目

的
因
（causa finalis

）
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は

彼
の
全
哲
学
の
根
本
概
念
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
。

〔
参
考
書
〕　

入
門
と
し
てi R

oss, Aristotle. Siebeck,i
Aristoteles. H

am
elin, Le Systèm

e d’Aristote.

ヴ
ン
ト
（W

undt, W
ilhelm

i1832

―1920

）　

独
逸
の

哲
学
者
に
し
て
実
験
心
理
学
及
び
民
族
心
理
学
の
建
設
者
。

チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
、
伯
林
で
哲
学
、
生

理
学
を
学
ぶ
。
一
八
五
九
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
生
理
学

講
師
と
な
る
。
七
四
年
哲
学
教
授
と
し
て
チ
ュ
ー
リ
ッ
ヒ
に

赴
任
、
翌
七
五
年
ラ
イ
プ
チ
ヒ
大
学
に
招
聘
さ
れ
一
九
一
八

年
ま
で
そ
の
職
に
い
て
莫
大
な
業
績
を
残
し
た
。
ラ
イ
プ
チ

ヒ
に
彼
が
設
置
し
た
心
理
学
実
験
室
は
世
界
最
初
の
も
の
で

あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
多
数
の
著
名
な
学
者
が
出
た
。
彼
に
よ

れ
ば
心
理
学
は
直
接
経
験
の
学
で
あ
っ
て
、
経
験
は
心
的
要

素
た
る
感
覚
と
単
純
感
情
と
に
分
析
さ
れ
、
一
切
の
意
識
現

象
は
こ
れ
ら
の
要
素
の
複
合
即
ち
創
造
的
綜
合
に
よ
っ
て
成

立
す
る
。
併
し
意
識
の
事
実
と
し
て
は
感
情
及
び
意
志
は
第

一
義
的
の
も
の
で
、
感
覚
、
表
象
思
惟
か
ら
誘
導
さ
れ
る
過

程
で
は
な
い
。
か
く
て
彼
の
心
理
学
は
主
意
的
統
覚
心
理
学

で
あ
る
。
こ
の
個
人
心
理
学
に
対
し
て
同
じ
方
法
に
よ
っ
て

民
族
心
理
学
を
彼
は
研
究
し
た
。
又
彼
は
科
学
を
対
象
に
従
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

っ
て
分
類
し
、
純
粋
形
式
科
学
（
数
学
）
と
経
験
的
実
質
科

学
と
に
、
後
者
を
更
に
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
に
分
ち
精

神
科
学
の
基
礎
を
心
理
学
に
置
い
た
。
哲
学
は
こ
れ
ら
の
科

学
を
基
礎
と
し
、
そ
の
根
本
問
題
を
認
識
論
的
に
検
討
す
る

と
共
に
諸
科
学
の
成
果
を
統
一
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

そ
の
他
論
理
学
、
倫
理
学
の
方
面
で
も
大
著
を
残
し
た
。

〔
主
著
〕　G

rundzüge der physiologischen Psychologie. 

Logik. Ethik. System
 der Philosophie. G

rundriss der 

P
sychologie. V

ölkerpsychologie. E
inleitung in die 

Philosophie.

〔
参
考
書
〕　

K
önig, W

. W
undt als Psycholog und als 

Philosoph.

懐
疑
主
義
（Scepticism

. Skeptizism
us. Scepticism

e
）　

認
識
の
客
観
性
、
絶
対
性
ま
た
は
普
遍
妥
当
性
を
疑
っ
て
、

確
実
な
る
真
理
は
な
い
と
す
る
立
場
を
い
う
。
か
か
る
理
論

的
懐
疑
主
義
の
ほ
か
に
、
神
の
存
在
及
び
そ
の
信
仰
の
確
実

性
を
疑
う
と
こ
ろ
の
宗
教
的
懐
疑
主
義
、
道
徳
的
規
範
及
び

道
徳
的
評
価
の
妥
当
性
を
疑
う
と
こ
ろ
の
倫
理
的
懐
疑
主
義

な
ど
が
あ
る
。
懐
疑
主
義
は
種
々
な
る
程
度
の
差
を
含
ん
で

い
る
。
し
か
る
に
最
も
徹
底
し
た
懐
疑
主
義
は
、
真
理
及
び

確
実
性
は
凡
て
な
い
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
裏

切
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、
即
ち
こ
の
主
張
そ
の
も
の
の
み
は
少
な

く
と
も
真
理
で
な
け
れ
ば
か
く
主
張
す
る
こ
と
が
一
般
に
無

意
味
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
懐
疑
主
義

者
と
し
て
有
名
な
の
は
、
古
く
は
ピ
ロ
ン
及
び
セ
ク
ス
ト
ゥ

ス
・
エ
ム
ピ
リ
ク
ス
で
あ
る
。
就
中
前
者
は
代
表
的
で
あ
っ

て
、
ピ
ロ
ニ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
は
懐
疑
主
義
の
意
味
に
用
い

ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
ピ
ロ
ン
に
よ
れ
ば
、
何
物
も
自
体

に
於
い
て
存
せ
ず
、
た
だ
我
々
に
と
っ
て
の
み
在
る
、
真
理

は
把
捉
さ
れ
得
な
い
、
我
々
は
或
る
物
が
如
何
に
見
え
る

か
を
云
い
得
る
の
み
で
あ
る
、
か
く
て
判
断
中
止
（ejpochv

）

の
み
が
ま
さ
に
正
し
き
態
度
で
あ
る
。
シ
ャ
ロ
ン
、
モ
ン
テ
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ー
ニ
ュ
、
ベ
イ
ル
、
ヒ
ュ
ー
ム
等
は
懐
疑
主
義
の
近
世
に
於

け
る
代
表
者
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
と
異
な
っ
て
懐
疑
の

学
問
的
方
法
的
意
義
を
見
出
し
た
の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
に
あ
っ
て
は
懐
疑
は
確
実
な
も
の
、
絶
対
的
な
も

の
に
到
達
す
る
た
め
の
方
法
的
懐
疑
で
あ
る
。
私
が
如
何
に

凡
て
の
も
の
を
疑
う
に
し
て
も
、
疑
う
と
い
う
意
識
の
事
実

は
そ
れ
自
身
疑
う
べ
か
ら
ざ
る
、
直
接
の
明
証
を
含
ん
で
い

る
。
そ
こ
か
ら
デ
カ
ル
ト
は
「
我
思
う
、
故
に
我
在
り
」
と

い
う
彼
の
哲
学
の
根
本
原
理
を
導
き
出
し
た
。
こ
の
よ
う
な

方
法
的
懐
疑
に
新
し
い
意
味
を
与
え
た
の
は
現
代
に
於
け
る

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
あ
る
。

蓋
然
性
（Probability. W

ahrscheinlichkeit, Probabilität. 

Probabilité

）　
「
た
し
か
ら
し
さ
」「
公
算
」
と
も
云
い
、
現

象
の
発
生
、
知
識
の
確
実
の
度
合
で
あ
る
。
因
果
法
則
に
支

配
さ
れ
る
限
り
、
一
切
の
現
象
は
必
然
的
で
あ
っ
て
、
偶
然

的
な
も
の
は
存
し
得
な
い
。
ま
た
知
識
が
無
限
の
到
達
距
離

を
有
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
の
現
象
は
確
実
性
を
も
っ
て
認
識

し
得
る
筈
で
あ
る
。
し
か
し
現
象
そ
の
も
の
に
し
て
も
、
知

識
に
し
て
も
、
絶
対
に
確
実
な
必
然
的
な
法
則
性
を
も
っ
て

支
配
出
来
ぬ
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
に
於
い
て
必
然
性
に
似
た

る
法
則
性
乃
至
確
実
性
を
蓋
然
性
と
呼
ぶ
。
数
学
的
蓋
然
性

は
、
可
能
な
場
合
の
総
数
と
特
定
の
点
に
関
し
て
生
ず
る
偶

然
的
場
合
と
の
比
例
を
意
味
す
る
（
量
的
蓋
然
性
）。
哲
学

的
蓋
然
性
は
、
普
遍
的
原
則
に
従
っ
て
種
々
の
場
合
か
ら
、

若
く
は
唯
一
の
場
合
か
ら
合
法
則
性
を
推
理
す
る
こ
と
に
存

す
る
（
質
的
蓋
然
性
）。
先
天
的
蓋
然
推
理
は
、
認
識
の
普

遍
的
合
法
則
性
の
個
々
の
経
験
へ
の
適
用
に
依
存
し
、
経
験

的
蓋
然
推
理
は
、
帰
納
的
、
類
推
的
仕
方
で
あ
る
。
プ
ラ
ト

ン
は
感
性
知
覚
は
単
に
蓋
然
性
を
与
え
る
の
み
で
あ
っ
て
、

決
し
て
絶
対
的
真
理
を
保
証
し
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
。
カ

ン
ト
も
経
験
及
び
帰
納
は
、
そ
れ
が
如
何
な
る
高
次
の
も
の

で
あ
ろ
う
と
も
、
単
に
蓋
然
性
に
と
ど
ま
る
と
し
て
、
確
実
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性
と
蓋
然
性
と
の
質
的
区
別
を
説
い
て
い
る
。

〔

参

考

書

〕　

M
einong, M

öglichkeit und 

W
ahrscheinlichkeit. Poincaré, C

alcul des probabilités. 

Venn, The Logic of C
hance.

概
念
（C

oncept, Idea. B
egriff. C

oncept

）
対
象
の
一
定

関
係
に
於
い
て
立
つ
諸
表
徴
の
思
想
的
、
統
一
的
結
合
ま
た

は
綜
合
で
あ
っ
て
、
対
象
に
於
け
る
特
質
的
な
も
の
、
典
型

的
な
も
の
、
本
質
を
構
成
す
る
も
の
を
含
み
、
そ
れ
が
厳
密

に
な
る
に
従
っ
て
一
層
学
的
、
方
法
的
と
な
る
。
概
念
は
普

通
に
判
断
の
要
素
を
な
す
と
見
做
さ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も

概
念
の
内
容
は
た
だ
判
断
に
於
い
て
の
み
展
開
さ
れ
得
る
が

故
に
概
念
は
潜
在
的
判
断
と
解
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
概
念

そ
の
も
の
は
事
物
で
な
く
し
て
理
想
的
客
観
で
あ
る
。
概
念

な
る
語
は
ま
た
名
辞
（Term

inus. Term

）
の
意
味
に
用
い

ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
感
性
的
な
も
の
に
対
す
る
概
念
の
優

位
は
既
に
ヘ
ラ
ク
リ
ッ
ト
な
ど
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
が
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
が
初
め
て
そ
れ
を
普
遍
妥
当
的
な
も
の
と
し
て

方
法
的
に
取
扱
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
こ
れ
を
継
い
で
概
念
の

内
容
を
イ
デ
ア
と
解
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
い
て
は

本
質
即
ち
事
物
の
形
相
と
さ
れ
、
プ
ロ
チ
ヌ
ス
は
客
観
的
概

念
は
事
物
に
於
い
て
自
己
を
顕
す
と
云
っ
て
い
る
。
ス
コ
ラ

哲
学
者
に
よ
れ
ば
、
概
念
は
悟
性
に
よ
っ
て
知
覚
か
ら
抽
象

さ
れ
対
象
の
本
質
を
精
神
的
に
模
写
す
る
も
の
で
あ
る
。
デ

カ
ル
ト
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
感
性
的
表
象
と
概

念
と
を
峻
別
し
た
。
ロ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
単
純
表
象
の
相
似

せ
る
も
の
を
共
通
の
名
目
の
も
と
に
総
括
す
る
の
が
概
念
で

あ
る
。
カ
ン
ト
は
受
容
能
力
た
る
直
観
に
対
し
て
自
発
性
の

能
力
と
し
て
概
念
を
色
付
け
、
思
惟
は
概
念
に
よ
る
認
識
で

あ
る
と
し
、
純
粋
悟
性
概
念
を
ば
範
疇
と
呼
ん
で
い
る
。
即

ち
凡
て
の
経
験
的
認
識
に
は
対
象
一
般
の
概
念
が
先
天
的
条

件
と
し
て
存
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
の
み
学
的
経
験
は
可
能
と

な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
あ
っ
て
は
概
念
は
自
己
発
展
を
遂
げ
る
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具
体
的
普
遍
者
、
自
由
な
る
実
在
を
意
味
す
る
。
概
念
を
も

っ
て
判
断
の
産
物
乃
至
は
潜
在
的
判
断
と
す
る
こ
と
は
現
代

の
哲
学
者
が
種
々
な
る
見
地
か
ら
説
い
て
い
る
。
コ
ー
ヘ
ン

に
よ
れ
ば
、
判
断
は
概
念
を
完
結
す
る
、
概
念
は
与
え
ら
れ

た
も
の
で
な
く
解
か
る
べ
き
課
題
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
判

断
種
類
ま
た
は
範
疇
で
あ
る
。
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
従
え
ば
、

概
念
は
函
数
、
綜
合
の
統
一
点
で
あ
り
、
抽
象
に
よ
っ
て
生

ず
る
の
で
は
な
く
、
生
け
る
思
惟
過
程
の
法
則
で
あ
る
。

科
学
概
論（Philosophy of Science. W

issenschaftslehre, 

Philosophie der W
issenschaft

）　

科
学
一
般
の
構
成
に
か

か
わ
る
諸
問
題
の
哲
学
的
考
察
、
従
っ
て
認
識
論
の
一
部
門

と
見
做
さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
明
瞭
に
限
定
さ
れ
た
領
域
を

有
す
る
わ
け
で
な
く
そ
の
名
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
一
義
的

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
普
通
に
は
科
学
の
方
法
論
が
そ
の

主
要
問
題
を
な
し
、
こ
れ
に
関
係
し
て
科
学
の
分
類
の
問
題

は
古
い
伝
統
を
有
す
る
。
既
に
プ
ラ
ト
ン
は
学
問
一
般
を
ば

精
神
能
力
に
従
っ
て
、概
念
的
認
識
に
よ
る
も
の
を
弁
証
論
、

感
性
的
知
覚
に
よ
る
も
の
を
物
理
学
、
意
志
に
よ
る
も
の
を

倫
理
学
と
し
て
区
別
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
こ
れ

に
基
づ
い
て
、
更
に
学
問
の
目
的
を
考
慮
に
入
れ
、
理
論
的

部
門
と
実
践
的
部
門
と
に
大
別
し
て
各
部
門
を
進
ん
で
細
別

し
初
め
て
学
問
の
体
系
的
考
察
を
し
た
。
こ
の
考
は
近
世
の

初
め
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
ベ
ー

コ
ン
は
先
ず
精
神
能
力
に
よ
っ
て
、
記
憶
の
学
と
し
て
の
史

学
、
想
像
の
学
と
し
て
の
詩
学
、
悟
性
の
学
と
し
て
の
理
学

に
区
別
し
、
次
に
そ
の
対
象
に
応
じ
て
、
史
学
を
人
類
史
、

自
然
史
に
分
ち
、
理
学
を
自
然
神
学
、
宇
宙
論
、
人
生
論
に

分
ち
、
ま
た
そ
の
各
を
細
別
し
た
。
こ
れ
に
影
響
さ
れ
た
の

は
ベ
ン
サ
ム
、
ア
ン
ペ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
後
者
は
当
時
の
植

物
学
者
リ
ン
ネ
の
分
類
法
に
学
び
、
初
め
て
自
然
科
学
と
精

神
科
学
と
の
二
分
法
を
と
っ
た
。
こ
の
間
に
コ
ン
ト
の
分
類

法
が
位
す
る
。
彼
は
単
純
な
も
の
か
ら
複
雑
な
科
学
へ
発
展



四
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

す
る
段
階
説
を
と
り
、
社
会
学
を
そ
の
最
終
の
位
置
に
捉
え

た
。
進
化
論
の
影
響
を
多
く
受
け
た
ス
ペ
ン
サ
ー
が
コ
ン
ト

を
取
り
入
れ
た
の
は
自
然
で
あ
る
。
ア
ン
ペ
ー
ル
の
仕
方

を
徹
底
し
、
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
の
概
念
を
明
瞭
に
規

定
し
、
前
者
は
主
観
に
対
す
る
関
係
か
ら
離
れ
て
客
観
の
み

を
、
後
者
は
主
観
客
観
の
相
関
す
る
具
体
的
、
直
接
的
経
験

を
取
扱
う
も
の
と
し
て
区
別
し
た
の
は
ヴ
ン
ト
で
あ
る
。
彼

は
先
ず
数
学
を
も
っ
て
形
式
的
科
学
と
し
て
実
質
的
科
学
に

対
せ
し
め
、
実
質
的
科
学
を
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
に
分

ち
、
更
に
夫
々
を
ば
現
象
論
的
、
発
生
論
的
、
組
織
論
的
に

区
分
し
、
か
く
て
現
代
の
科
学
を
剰
す
と
こ
ろ
な
く
分
類
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
及
び
リ
ッ
カ
ー

ト
は
認
識
論
上
の
先
験
的
構
成
主
義
の
立
場
を
守
り
、
科
学

の
分
類
に
あ
た
っ
て
、
対
象
の
見
地
を
除
外
し
、
純
粋
に
方

法
の
見
地
を
徹
底
し
よ
う
と
し
た
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
科
学

は
法
則
定
立
的
即
ち
普
遍
化
的
で
あ
る
か
、
若
く
は
個
性
記

述
的
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
自
然
科
学
と
歴
史
的
文
化
科
学

と
に
分
れ
る
。
心
理
学
の
如
き
そ
の
対
象
は
精
神
で
あ
る
に

し
て
も
そ
の
認
識
方
法
に
従
え
ば
普
遍
的
法
則
の
学
で
あ
る

か
ら
、
彼
等
は
そ
れ
を
自
然
科
学
の
中
に
数
え
る
。
こ
れ
ら

西
南
学
派
の
人
々
と
は
異
な
っ
た
出
発
点
を
と
り
な
が
ら
、

自
然
科
学
に
対
す
る
精
神
科
学
の
学
的
特
殊
性
及
び
独
立
性

を
主
張
し
た
最
も
有
力
な
学
者
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
あ
る
。

仮
象
（Sem

blance. Schein. A
ppearence

）　

非
実
在
的

な
も
の
に
し
て
し
か
も
実
在
す
る
と
見
做
さ
れ
る
も
の
。
恰

も
有
り
、
実
在
す
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
厳
密
な
研
究

に
於
い
て
は
本
質
的
で
は
な
く
単
に
主
観
的
表
象
に
於
い
て

成
立
す
る
も
の
、
真
実
に
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
っ
て
「
現

象
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
仮
象
は
普
通
に
は
不
当
な
思
惟
に

よ
っ
て
、
ま
た
は
錯
覚
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
さ
れ
て
い
る
。

然
る
に
そ
れ
を
も
っ
て
か
り
そ
め
の
も
の
、
偶
然
的
な
も
の

と
せ
ず
、
却
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
重
要
な
意



四
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二

義
を
認
め
る
者
も
多
い
。
美
学
上
で
は
美
の
本
質
を
美
的
仮

象
と
考
え
る
学
者
が
あ
る
。
カ
ン
ト
は
仮
象
の
論
理
と
し
て

弁
証
法
を
解
し
、
そ
の
先
験
的
弁
証
法
を
先
験
的
仮
象
の
批

判
と
呼
ん
で
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
本
質
は
、
即
自

対
自
的
に
止
揚
さ
れ
た
有
、
即
ち
有
そ
の
も
の
に
対
立
す
る

仮
象
に
ほ
か
な
ら
ぬ
、
仮
象
は
本
質
の
固
有
な
る
規
定
で
あ

っ
て
、
概
念
が
未
だ
具
体
的
に
反
省
さ
れ
ず
し
て
有
が
そ
れ

自
身
の
う
ち
に
現
れ
た
も
の
を
い
う
。
ヘ
ル
バ
ル
ト
は
仮
象

が
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
存
在
へ
の
指
示
が
あ
る
と
考
え
た
。

〔
参
考
書
〕　

K
ant, K

ritik der reinen Vernunft. H
egel, Logik.i

美
的
仮
象
に
つ
い
て
は
、Schiller, Ü

ber die ästhetische 

Erziehung des M
enschen.

客
観
（O

bject. O
bjekt. O

bjet

）　

広
く
外
物
、
客
体
、
対

象
、
非
我
、
ノ
エ
マ
等
を
指
す
。
主
観
に
対
す
る
双
関
概
念

で
あ
る
。
即
ち
主
観
の
活
動
の
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
の

作
用
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
客
観
は
ど

こ
ま
で
も
主
観
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
一
般
に
主
観
の

肆
意
に
従
う
こ
と
な
く
、
却
っ
て
そ
れ
自
身
に
於
い
て
主
観

に
対
す
る
そ
れ
自
身
の
要
求
を
も
つ
と
い
う
性
質
を
担
っ
て

い
る
。
然
る
に
こ
の
こ
と
は
二
通
に
解
せ
ら
れ
る
。
一
方
で

は
客
観
は
主
観
を
超
越
し
て
自
体
に
於
い
て
存
在
す
る
も
の

と
見
做
さ
れ
、
他
方
で
は
客
観
は
超
個
人
的
主
観
に
依
存
す

る
け
れ
ど
も
個
人
的
主
観
に
対
し
て
は
超
越
的
な
意
味
を
有

す
る
と
見
做
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は
実
在
論
的
客
観
主

義
で
あ
り
、
後
者
は
観
念
論
的
客
観
主
義
で
あ
る
。
後
の
場

合
で
は
客
観
性
と
は
一
般
に
主
観
か
ら
の
独
立
性
を
謂
う
の

で
な
く
却
っ
て
思
惟
の
普
遍
性
と
必
然
性
、
ま
た
は
普
遍
妥

当
性
を
意
味
す
る
、
客
観
性
の
根
源
は
真
の
主
観
性
に
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
客
観
と
は
そ
れ

に
於
い
て
与
え
ら
れ
た
直
観
の
多
様
が
統
一
さ
れ
る
も
の
、

従
っ
て
主
観
の
構
成
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
ス

コ
ラ
哲
学
で
は
客
観
的
は
今
日
の
用
語
法
に
従
え
ば
む
し



四
一
三

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

ろ
主
観
的
な
も
の
、
換
言
す
れ
ば
表
象
さ
れ
た
存
在
、
思

惟
さ
れ
た
存
在
を
意
味
し
た
。
そ
こ
で
は
主
観
的
な
も
の

（Subjektum
.i uJpokeivmenon

）
が
却
っ
て
意
識
の
前
の
存
在

を
指
し
た
の
で
あ
る
。
か
か
る
考
を
発
展
さ
せ
た
の
が
ブ
レ

ン
タ
ー
ノ
で
あ
っ
て
、
彼
に
従
え
ば
、
精
神
現
象
は
そ
の
う

ち
に
対
象
を
内
在
せ
し
め
る
こ
と
を
本
質
的
な
特
徴
と
す

る
。
意
識
は
対
象
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
含
む
。
凡
て
の
精

神
現
象
は
二
つ
の
方
向
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。

一
は
内
在
的
対
象
即
ち
色
と
か
音
と
か
い
う
意
識
内
容
で
あ

っ
て
、
他
は
表
象
と
か
判
断
と
か
感
情
と
か
い
う
作
用
の
方

面
で
あ
る
。
こ
の
思
想
を
更
に
発
展
さ
せ
た
の
が
フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
で
あ
っ
て
、
彼
は
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
双
関

説
に
よ
っ
て
主
観
客
観
の
概
念
を
新
し
き
立
場
に
移
し
た
。

仮
定
（H

ypothesis, Supposition, A
ssum

ption. 

Voraussetzung, H
ypothese, A

nnahm
e. H

ypothèse

）　

仮

説
、
臆
説
と
も
云
う
。
こ
れ
ら
は
希
臘
語
のuJpovqesiVi

拉

典
語
のi Suppositioi

か
ら
由
来
し
、
本
来
「
下
に
置
く
」
を

意
味
す
る
。
即
ち
現
象
及
び
そ
れ
の
諸
関
係
を
説
明
す
る
た

め
に
、
仮
り
に
想
定
し
た
と
こ
ろ
の
条
件
、
本
質
、
原
因
、

法
則
ま
た
は
理
念
な
ど
を
い
う
。
科
学
は
一
般
に
仮
定
の
上

に
立
ち
、
仮
定
を
説
明
根
拠
と
し
て
凡
て
の
命
題
を
立
証
す

る
。
最
も
明
瞭
な
の
は
幾
何
学
に
於
け
る
公
理
で
あ
る
。
ニ

ュ
ー
ト
ン
が
「
余
は
仮
定
を
作
ら
ず
」
と
云
う
と
き
、
彼
は

仮
定
を
も
っ
て
何
等
か
単
に
想
像
さ
れ
た
も
の
の
意
に
解
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
仮
定
を
最
も
積
極
的
に
評
価
す
る
の
は
マ

ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
人
々
で
あ
る
。
彼
等
に
よ
れ
ば
、
仮
定

は
客
観
的
認
識
の
先
験
的
な
る
根
源
で
あ
り
、
思
惟
の
無
限

な
る
発
展
の
原
動
力
で
あ
る
。

〔
参
考
書
〕　Platon, Republik. A

ristoteles, A
nalytica. 

C
ohen, Logik der reinen Erkenntnis. N

atorp, D
ie logischen 

G
rundlagen der exakten W

issenschaften. Poincaré, Science 

et H
ypothèse.
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過
程
（Process. Prozess. Procès

）　

静
止
に
対
し
て
変

化
、
運
動
で
あ
る
。
特
に
連
続
的
及
び
合
法
的
生
成
並
び
に

進
行
を
謂
い
、
優
越
な
意
味
で
は
発
展
と
同
一
で
あ
る
。
固

定
し
た
も
の
、
永
遠
な
も
の
を
認
め
ず
、
凡
て
を
過
程
に
解

消
す
る
哲
学
的
立
場
に
は
種
々
な
る
も
の
が
区
別
さ
れ
る
。

そ
の
最
も
徹
底
し
た
の
は
ヘ
ラ
ク
リ
ッ
ト
の
立
場
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
万
物
は
流
転
し
て
休
止
す
る
こ
と
が
な
い
、

世
界
に
は「
在
り
」と
い
う
も
の
な
く
、一
切
は
た
だ「
成
る
」

の
み
で
あ
る
。
認
識
、
道
徳
な
ど
の
価
値
を
も
っ
て
変
ら
ぬ

も
の
、
永
遠
な
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
と
せ
ず
、
却
っ
て
過

程
に
於
い
て
生
成
し
従
っ
て
変
化
す
る
と
見
る
立
場
は
一
般

に
発
生
主
義
と
呼
ば
れ
る
。
発
生
主
義
に
は
心
理
主
義
と
歴

史
主
義
と
が
分
た
れ
、
前
者
は
心
理
的
過
程
に
於
け
る
、
後

者
は
歴
史
的
過
程
に
於
け
る
、
価
値
形
態
の
変
化
、
発
展
を

考
案
す
る
。
前
者
は
ロ
ッ
ク
な
ど
の
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
に
よ

っ
て
、
後
者
は
サ
ヴ
ィ
ニ
イ
な
ど
の
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
。
発
生
主
義
が
事
実
と
し
て
の
過
程

を
重
ん
ず
る
に
反
し
て
、
先
験
論
理
の
立
場
に
於
い
て
過
程

を
重
ん
ず
る
も
の
に
コ
ー
ヘ
ン
、
ナ
ト
ル
プ
な
ど
の
哲
学
が

あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
従
え
ば
、
思
惟
は
生
産
で
あ
る
。
従
っ

て
思
惟
の
函
数
た
る
存
在
は
固
定
静
止
し
た
も
の
で
な
く
、

無
限
な
る
過
程
で
あ
る
。
過
程
の
最
も
重
要
な
意
味
を
主
張

す
る
も
の
は
弁
証
法
で
あ
る
。
弁
証
法
に
よ
れ
ば
、
過
程
を

し
て
過
程
た
ら
し
め
る
も
の
は
矛
盾
で
あ
り
、
矛
盾
は
止
揚

さ
れ
て
綜
合
に
達
す
る
が
、
し
か
も
こ
の
綜
合
は
自
己
に
対

し
て
更
に
新
し
き
矛
盾
を
生
み
、
か
く
て
無
限
な
る
過
程
が

展
開
さ
れ
る
。
休
止
は
一
時
的
、
相
対
的
で
あ
っ
て
、
絶
対

的
な
の
は
過
程
で
あ
る
。

感
覚
（Sensation. Em

pfindung

）　

特
定
の
性
質
及
び
強

度
を
も
っ
た
刺
戟
に
よ
っ
て
生
ず
る
要
素
的
意
識
内
容
で
あ

る
。
感
情
が
主
観
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
感
覚
は
刺
戟
そ

の
も
の
の
性
質
に
帰
せ
ら
れ
る
意
識
の
客
観
的
内
容
を
な
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す
。
生
理
学
的
に
は
刺
戟
が
感
覚
器
官
に
加
わ
り
、
そ
の
興

奮
が
神
経
を
通
っ
て
大
脳
の
中
枢
に
伝
え
ら
れ
て
感
覚
を
生

ず
る
と
説
明
し
て
い
る
。
心
理
学
で
は
表
象
は
感
覚
に
よ
っ

て
基
づ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
エ
ン
ペ

ド
ク
レ
ス
は
、
外
部
の
物
質
が
小
孔
か
ら
眼
耳
等
に
這
入
っ

て
感
覚
を
生
ず
る
と
見
、
デ
モ
ク
リ
ッ
ト
は
原
子
の
複
合
し

た
も
の
が
物
体
の
表
面
か
ら
離
れ
て
心
に
入
り
来
っ
て
感
覚

を
惹
き
起
す
と
し
た
。
プ
ラ
ト
ン
は
身
体
組
織
の
震
動
が
心

に
感
覚
を
喚
起
す
と
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
感
覚

器
官
の
潜
在
的
に
含
む
も
の
が
刺
戟
と
共
に
実
現
さ
れ
る
の

が
感
覚
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
感
覚
を
も
っ
て
不
明
瞭

な
知
覚
と
見
る
。
カ
ン
ト
は
物
自
体
が
受
容
的
感
性
を
触
発

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
感
覚
は
生
ず
る
と
考
え
る
。
フ
ィ
ヒ
テ

に
よ
れ
ば
自
我
の
活
動
の
抵
抗
と
し
て
感
覚
は
実
践
的
な
る

自
我
み
ず
か
ら
の
産
物
で
あ
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
感
覚
は

物
的
現
象
で
あ
り
、
精
神
現
象
の
本
質
を
な
す
と
こ
ろ
の
志

向
性
を
含
ま
な
い
と
主
張
す
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
れ
ば
、
感

覚
は
内
包
量
を
有
す
る
、
そ
れ
は
実
在
の
指
標
た
る
に
と
ど

ま
り
、
そ
れ
自
身
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
、
ま
た
そ
れ
は

思
惟
の
制
限
と
な
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
思
惟
に
よ
っ
て

基
礎
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

還
元
（R

eduktion

）　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
純
粋
現
象
学
の
用

い
る
現
象
学
的
領
域
発
見
の
方
法
で
あ
る
。
心
理
学
的
事
実

か
ら
本
質
を
、
事
実
的
普
遍
性
か
ら
本
質
普
遍
性
を
導
く
仕

方
を
「
形
相
的
還
元
」
と
云
い
、
そ
し
て
実
在
的
世
界
の
外

在
を
許
す
心
理
学
的
現
象
に
対
し
て
、
所
謂
主
観
と
客
観
と

を
そ
れ
が
本
来
あ
る
と
こ
ろ
の
意
識
の
両
契
機
と
し
て
考
察

す
る
た
め
に
、
凡
て
の
超
越
者
を
排
除
し
た
純
粋
内
在
界
を

導
く
仕
方
を
「
先
験
的
還
元
」
と
云
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て

純
粋
現
象
学
は
自
然
的
立
場
か
ら
二
つ
の
還
元
を
通
し
て
そ

の
領
域
に
達
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
形
相
的
還
元
は
一

般
に
本
質
学
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
象
学
を
し
て
現
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象
学
た
ら
し
め
る
も
の
は
特
に
先
験
的
還
元
で
あ
る
。
従
っ

て
こ
の
も
の
は
特
に
「
現
象
学
的
還
元
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

〔

参

考

書

〕　

H
usserl, Ideen zu einer reinen 

Phänom
enologie und phänom

enologischen Philosophie.

感
情
（Feeling. G

efühl. Sentim
em

t.

）　

感
情
は
古
く
は

感
覚
と
同
じ
種
類
の
も
の
と
見
做
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
区

別
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
近
代
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
区
別

さ
れ
て
感
情
は
意
識
体
験
の
う
ち
主
観
的
な
側
面
を
意
味
す

る
。
普
通
に
そ
れ
は
快
と
不
快
と
の
二
つ
の
種
類
に
分
た
れ

て
い
る
。
ヴ
ン
ト
は
個
々
の
意
識
内
容
に
対
す
る
統
覚
の
反

応
が
感
情
で
あ
る
と
考
え
、
こ
れ
を
分
析
す
れ
ば
、
快
と
不

快
、
緊
張
と
弛
緩
、
興
奮
と
沈
静
の
三
つ
の
方
向
が
見
出
さ

れ
る
と
す
る
。
感
情
の
感
覚
と
は
異
な
る
性
質
と
し
て
挙
げ

ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
統
一
態
を
な
し
、
個
人
的
で
あ
り
、

し
か
も
感
覚
か
ら
独
立
に
は
存
せ
ず
、
空
間
性
を
有
せ
ず
、

反
対
の
感
情
に
変
化
す
る
こ
と
、
麻
痺
し
易
き
こ
と
等
で
あ

る
。
リ
ッ
プ
ス
に
よ
れ
ば
感
情
は
自
我
体
験
で
あ
っ
て
、
心

的
過
程
が
精
神
に
対
し
て
と
る
徴
候
で
あ
る
。
感
情
を
も
っ

て
一
種
の
認
識
と
見
做
す
者
に
は
、
プ
ロ
チ
ヌ
ス
、
ロ
ッ

ク
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ヴ
ォ
ル
フ
等
が
あ
る
。
ヘ
ル
バ
ル
ト

は
感
情
を
も
っ
て
表
象
の
状
態
及
び
交
互
作
用
で
あ
る
と
考

え
た
。
し
か
し
感
情
を
精
神
生
活
に
於
け
る
最
も
根
源
的
な

も
の
と
見
做
す
者
も
多
い
。
な
お
美
学
者
は
感
情
を
対
象
感

情
と
人
格
感
情
と
に
分
け
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト

の
如
き
は
人
格
感
情
を
更
に
分
っ
て
主
観
の
反
応
と
し
て
の

関
与
の
感
情
と
主
観
的
状
態
感
情
と
を
区
別
し
て
い
る
。

観
念
（Idea. Idee. Idée

）　

普
通
に
は
我
々
の
意
識
内
容

の
う
ち
比
較
的
に
統
一
性
及
び
固
定
性
を
有
す
る
感
覚
の
綜

合
、
表
象
を
指
す
。
ロ
ッ
ク
、
バ
ー
ク
リ
ー
な
ど
は
観
念
と

い
う
語
を
こ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
。
し
か
る
に
こ
の
語

は
も
と
ギ
リ
シ
ア
語
のi ijdevai

よ
り
由
来
し
た
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
ま
たi ei\doVi

と
同
義
で
、
本
来
は
形
態
或
い
は
形
相
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を
意
味
し
た
。
そ
れ
は
主
観
的
な
意
識
内
容
で
は
な
く
、
却

っ
て
事
物
の
客
観
的
な
本
質
ま
た
は
実
践
の
規
範
と
な
る
べ

き
目
的
で
あ
る
。
観
念
が
こ
の
よ
う
な
意
味
に
使
わ
れ
る
と

き
、
そ
れ
は
特
に
「
理
念
」
と
い
う
言
葉
で
現
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
従
え
ば
観
念
は
自
体
に
於
い
て
存
在

す
る
も
の
、
事
物
の
永
遠
な
る
原
型
で
あ
る
。
そ
れ
は
普
遍

的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
個
物
は
こ
の
も
の
を
分
有
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
で
あ
る
。
そ
れ
は
感
性
的
知
覚
に
よ

っ
て
で
な
く
、
た
だ
理
性
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
得
る
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
理
念
は
存
在
で
な
く
し
て
却
っ
て
当
為
で

あ
る
。
そ
れ
は
先
験
的
な
理
性
概
念
で
あ
っ
て
、
我
々
の
活

動
を
絶
え
ず
統
制
す
る
と
こ
ろ
の
必
然
的
な
る
原
埋
で
あ

り
、
我
々
は
そ
れ
に
限
り
な
く
接
近
し
得
る
け
れ
ど
も
決
し

て
到
達
す
る
こ
と
な
き
無
限
な
る
課
題
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル

は
か
か
る
当
為
と
し
て
の
理
念
の
思
想
に
反
対
し
て
、
再
び

そ
れ
を
存
在
と
し
て
解
し
た
。
理
念
は
彼
に
と
っ
て
も
と
よ

り
単
な
る
心
理
的
事
実
で
な
く
、
ま
た
主
観
か
ら
独
立
に
存

在
す
る
実
体
で
も
な
く
却
っ
て
最
も
具
体
的
な
、
動
的
な
る

存
在
そ
の
も
の
で
あ
る
。
た
だ
理
念
の
み
が
真
実
に
在
る
。

個
人
精
神
も
こ
の
も
の
の
一
象
面
に
過
ぎ
ず
、
自
然
と
雖
も

他
在
に
於
け
る
理
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
そ
の
発
展

の
過
程
に
於
い
て
一
切
の
も
の
の
う
ち
に
自
己
を
顕
現
す
る

と
こ
ろ
の
世
界
理
性
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
に
於
い
て
は
理
念

は
自
己
の
根
源
に
限
り
な
く
還
り
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
認
識

及
び
存
在
を
基
礎
付
け
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
方
法
と
し
て
規
定

さ
れ
て
い
る
。

観
念
論
（Idealism

. Idealism
us. Idéalism

e

）　

経
験
か

ら
独
立
に
存
在
す
る
実
在
を
否
定
し
、
存
在
す
る
も
の
は
経

験
を
成
立
せ
し
め
る
我
々
の
精
神
に
於
け
る
観
念
の
み
で
あ

り
、
経
験
的
認
識
は
こ
の
も
の
の
結
合
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考

え
る
立
場
で
あ
る
。
観
念
論
の
代
表
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

の
は
バ
ー
ク
リ
ー
で
あ
る
。
彼
は
我
々
が
物
と
い
う
の
は
観



四
一
八

念
で
あ
っ
て
、
存
在
す
る
と
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と

説
い
た
。
か
く
個
人
の
精
神
に
存
す
る
観
念
の
み
を
認
め
る

点
か
ら
、
こ
の
バ
ー
ク
リ
ー
流
の
観
念
論
は
主
観
的
観
念
論

と
称
せ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
若
し
物
が
存
在
す
る
と
は
知
覚

さ
れ
る
こ
と
に
と
ど
ま
る
と
い
う
考
を
徹
底
す
る
な
ら
ば
、

他
人
の
精
神
も
神
の
精
神
も
観
念
に
と
ど
ま
る
べ
く
、
た
だ

我
の
精
神
の
み
実
在
す
る
と
い
う
説
に
窮
極
し
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
こ
れ
を
独
我
論
（Solipsism

us
）
と
い
う
。
客
観
的

観
念
説
と
い
わ
れ
る
の
は
、
経
験
は
観
念
を
内
容
と
し
て
成

立
す
る
も
、
そ
の
観
念
の
統
一
及
び
相
互
の
組
織
が
個
人
精

神
に
限
局
せ
ら
れ
ざ
る
、
超
個
人
的
、
普
遍
的
な
る
意
識
一

般
に
固
有
な
る
先
験
的
形
式
に
よ
る
た
め
に
客
観
性
を
有
す

る
と
主
張
す
る
立
場
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
が
こ
れ
を
代
表
し

て
い
る
。
カ
ン
ト
は
経
験
が
実
在
の
模
写
で
な
く
、
却
っ
て

超
個
人
的
な
主
観
の
綜
合
統
一
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
を

説
く
。
形
而
上
学
的
観
念
論
の
典
型
を
な
す
も
の
は
プ
ラ
ト

ン
の
イ
デ
ア
説
で
あ
る
。
イ
デ
ア
は
自
体
に
於
い
て
存
在
す

る
も
の
、
即
ち
主
観
か
ら
独
立
に
、
心
の
外
に
そ
れ
自
身
と

し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
プ
ラ
ト
ン
の
哲
学
は

認
識
論
的
に
は
観
念
論
で
な
く
し
て
実
在
論
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
カ
ン
ト
の
観
念
論
は
、
認
識
論
的
ま
た
は
批
判
的

観
念
論
と
呼
ば
れ
る
。
認
識
論
的
観
念
論
の
根
本
を
な
す
も

の
は
主
観
客
観
の
双
関
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
観
な
く
し
て

客
観
は
な
い
、
如
何
な
る
も
の
も
意
識
の
内
容
と
し
て
与
え

ら
れ
、
意
識
を
超
越
し
た
も
の
は
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
な

い
、
と
考
え
る
。
絶
対
的
観
念
論
は
か
か
る
認
識
論
的
観
念

論
と
プ
ラ
ト
ン
流
の
観
念
論
的
実
在
論
と
の
統
一
を
目
標
に

し
て
い
る
と
見
做
さ
れ
得
る
。
絶
対
的
観
念
論
は
観
念
を
も

っ
て
活
動
す
る
主
観
と
解
し
、
こ
れ
が
最
も
現
実
的
な
も
の

で
あ
り
、
物
は
こ
の
最
も
具
体
的
な
精
神
の
契
機
若
く
は
現

象
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
説
く
。
フ
ィ
ヒ
テ
に
よ
れ
ば
、
外
界

は
絶
対
的
自
我
の
産
物
で
あ
っ
て
、
自
我
の
無
限
な
る
活
動
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の
自
己
制
限
と
し
て
指
定
さ
れ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
自
然
を
も

っ
て
絶
対
精
神
の
自
己
疎
外
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
考
え
た
。

機
械
論
（M

echanism
. M

echanism
us. M

écanism
e

）　

狭
義
に
於
い
て
は
物
理
学
上
凡
て
の
自
然
現
象
を
物
体
の
運

動
に
帰
せ
ん
と
す
る
立
場
を
意
味
す
る
。
最
も
広
く
用
い

ら
れ
て
い
る
意
味
に
於
い
て
は
機
械
論
は
原
因
結
果
の
法

則
に
基
づ
く
説
明
の
立
脚
地
一
般
を
指
し
て
い
る
。
機
械

論
は
普
通
に
目
的
論
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
目
的
論
と

は
目
的
手
段
の
関
係
即
ち
合
目
的
性
の
見
地
か
ら
現
象
を

考
察
す
る
立
場
で
あ
る
が
、
目
的
も
ま
た
目
的
原
因
（final 

cause, Zw
eckursache

）
と
し
て
一
の
原
因
と
見
做
さ
れ
得

る
と
す
る
な
ら
ば
、
機
械
論
に
謂
う
原
因
は
特
に
作
用
原
因

（efficient cause, w
irkende U

rsache

）
で
あ
っ
て
、
こ
の
も

の
は
機
械
的
原
因
と
呼
ば
れ
て
前
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
こ

の
と
き
因
果
関
係
は
機
械
的
因
果
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、機
械
論
と
は
即
ち
機
械
的
因
果
に
よ
る
説
明
で
あ
る
。

自
然
科
学
に
於
け
る
法
則
的
認
識
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の

は
機
械
的
因
果
で
あ
る
か
ら
、
自
然
科
学
は
一
般
に
機
械
論

に
立
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
か
か
る
因
果
関
係

の
認
識
は
そ
れ
が
数
量
的
に
規
定
さ
れ
る
に
従
っ
て
完
全
に

な
り
得
る
が
故
に
、
機
械
論
は
現
象
の
数
学
的
説
明
の
意
味

を
含
ん
で
い
る
。
機
械
論
の
最
初
の
代
表
的
な
主
張
者
は
デ

モ
ク
リ
ッ
ト
で
あ
っ
て
、
エ
ピ
ク
ロ
ス
学
派
が
こ
れ
を
発
展

さ
せ
た
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
、
ガ
リ
レ
イ
、
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ

ー
ト
ン
な
ど
に
よ
っ
て
機
械
論
に
動
か
し
難
き
位
置
が
確
保

さ
れ
る
に
至
っ
た
。
カ
ン
ト
は
機
械
的
因
果
を
も
っ
て
自
然

の
構
成
原
理
と
な
し
、
合
目
的
性
は
こ
れ
に
反
し
て
規
制
原

理
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
た
。
自
然
の
機
械
的
説
明
に
あ

た
っ
て
躓
と
な
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
生
物
の
現
象
で
あ

る
。
古
来
生
物
の
現
象
を
も
っ
て
機
械
的
に
説
明
し
尽
し
能

わ
ざ
る
生
命
原
理
に
基
づ
く
と
す
る
生
気
論（V

italism

）は
、

機
械
論
に
反
対
し
て
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
科
学
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の
進
歩
と
共
に
こ
こ
で
も
機
械
論
が
次
第
に
勢
力
を
占
め
つ

つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

帰
納
法
（Inductive M

ethod, Inductive Inference. Induktion, 

Induktive M
ethode, Induktionsschluss. M

éthode inductive, 

Raisonnem
ent par Induction

）
特
殊
、
個
別
か
ら
普
遍
を
導
く

推
理
、
若
く
は
か
か
る
推
理
に
よ
っ
て
普
遍
的
命
題
、
普
遍

的
法
則
に
到
達
す
る
方
法
を
云
う
。
即
ち
個
々
の
場
合
に
主

（
Ｓ
）
及
び
客
（
Ｐ
）
が
結
合
し
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実

か
ら
一
般
的
Ｓ
と
Ｐ
と
の
結
合
を
導
く
仕
方
で
あ
る
。
例
え

ば
、「M

1 .iM
2 .iM

3 .i

…
…
はS

で
あ
る
」、
そ
し
て
「M

1 .i
M
2 .iM

3 .i

…
…
はP

で
あ
る
」、
故
に
「
凡
て
のS
はP

で

あ
る
」、
と
云
う
が
如
き
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
推
理

は
つ
ね
に
た
だ
蓋
然
性
を
要
求
し
得
る
に
と
ど
ま
り
、
絶
対

的
、
論
理
的
確
実
性
を
も
た
な
い
。
け
だ
し
個
々
の
場
合
を

凡
て
尽
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

そ
れ
は
不
完
全
推
理
と
も
呼
ば
れ
る
。
個
々
の
場
合
に
於
け

るS

とP

と
の
関
係
が
枚
挙
さ
れ
、
そ
れ
が
一
定
の
法
則

の
も
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
帰
納
法
の
妥
当
の
論
理

的
理
由
と
は
な
ら
ぬ
。
寧
ろS

とP

と
の
因
果
関
係
ま
た

は
依
存
関
係
が
そ
の
妥
当
の
理
由
で
あ
る
。「
完
全
帰
納
法
」

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
個
々
の
場
合
が
凡
て
挙
げ
尽
さ
れ

る
場
合
で
、
こ
の
場
合
に
の
み
帰
納
法
は
絶
対
的
確
実
性
を

有
す
る
。
本
来
、
帰
納
法
は
因
果
関
係
の
原
理
を
前
提
し
て

成
立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
原
理
が
成
立

す
る
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
思
惟
の
最
高
原
則
も
ま
た
帰
納

法
に
依
存
せ
ず
又
そ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
も
の
で
な
い
の
で
あ

る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
帰
納
法
を
普
遍
的
概
念
獲
得
の
論
理
的

方
法
と
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
完
全
帰
納
法
の
み
を
学
的

と
し
て
認
め
た
。
帰
納
法
を
高
く
評
価
す
る
に
到
っ
た
の
は

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
か
ら
で
あ
っ
て
、
彼
は
そ
れ
に
よ

っ
て
演
繹
的
推
理
を
学
的
に
無
価
値
で
あ
る
と
考
え
た
。
し

か
し
普
通
の
帰
納
法
を
彼
は
称
讃
し
よ
う
と
し
た
の
で
な



四
二
一

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

く
、
却
っ
て
彼
は
か
か
る
も
の
を
幼
稚
な
も
の
と
し
た
の
で

あ
る
。
彼
の
謂
う
真
の
帰
納
法
は
観
察
、
比
較
、
実
験
に
基

づ
く
も
の
で
あ
る
。
帰
納
法
の
理
論
を
大
成
し
た
の
は
ジ
ョ

ン
・
ス
チ
ュ
ア
ト
・
ミ
ル
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
帰
納

法
は
個
々
の
場
合
に
見
出
さ
れ
た
も
の
を
凡
て
の
類
似
的
場

合
に
適
用
す
る
推
理
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
帰
納
法

は
「
自
然
の
斉
一
」
を
暗
々
裡
に
大
前
提
と
し
て
い
る
。
カ

ン
ト
は
帰
納
法
が
論
理
的
、
先
天
的
前
提
を
基
礎
と
す
る
こ

と
を
力
説
し
た
。

〔
参
考
書
〕　

B
acon, N

ovum
 O

rganum
. J. S. M

ill, System
 

of Inductive and D
eductive Logic. A

pelt, Theorie der 

Induktion. Sigw
art, Logik. Jevons, Principles of Science.

規
範
（N

orm
. N

orm
e

）　

行
為
、
行
動
の
規
則
、
そ
れ
の

評
価
の
標
準
、
理
論
的
態
度
の
規
準
な
ど
を
意
味
す
る
。
目

的
論
的
思
想
の
根
本
概
念
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
て
、
最
高
の
規

範
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
か
ら
諸
規
範
が
従
属
的
、
依
存
的
に
演

繹
さ
れ
る
。
思
惟
、
行
為
、
制
作
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
理

想
的
目
標
と
し
て
の
最
高
の
規
範
が
存
在
す
る
。
こ
れ
は
、

論
理
的
な
も
の
に
と
っ
て
は
真
、
道
徳
的
な
も
の
に
と
っ
て

は
善
、
芸
術
的
な
も
の
に
と
っ
て
は
美
で
あ
る
。
規
範
は
思

惟
、
行
為
等
の
目
的
が
到
達
さ
れ
る
た
め
の
、
普
遍
妥
当
的

な
要
請
乃
至
命
令
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
経
験
的
源
泉
か

ら
由
来
す
る
こ
と
が
出
来
ず
、
先
天
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、

自
律
的
な
る
、
自
由
な
る
理
想
的
意
志
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る

良
心
に
根
差
し
、
絶
対
的
な
る
当
為
を
命
ず
る
も
の
で
あ

る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
に
従
え
ば
、
規
範
は
普
遍
妥
当
性

の
目
的
を
前
提
し
て
形
成
さ
る
べ
き
自
然
法
則
実
現
の
形
式

で
あ
る
。
理
想
的
規
範
意
識
は
最
高
の
価
値
規
準
で
あ
り
、

凡
て
の
評
価
の
先
天
的
条
件
、
認
識
、
行
為
等
の
理
想
で
あ

る
。
規
範
を
意
識
す
る
こ
と
に
は
そ
れ
を
実
現
す
べ
き
要
求

が
自
明
的
に
、
必
然
的
に
伴
う
、
し
か
し
規
範
が
ど
こ
ま
で

事
実
上
承
認
さ
れ
る
か
は
規
範
の
本
質
に
と
っ
て
没
関
係
で
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あ
る
。
そ
れ
の
普
遍
妥
当
性
は
事
実
の
問
題
で
な
く
権
利
の

問
題
に
関
係
す
る
。

〔
参
考
書
〕　W

indelband, Präludien. W
undt, Ethik. 

K
elsen, H

auptproblem
e der Staatsrechtslehre. Sim

m
el, 

H
auptproblem

e der Philosophie.

極
限
（Lim

it. G
renze. Lim

ite

）　

数
学
上
或
る
系
列
に

於
け
る
如
何
な
る
要
素
を
と
っ
て
も
な
お
こ
れ
に
一
層
近
き

要
素
を
含
む
が
如
き
一
定
の
対
象
を
極
限
と
い
う
。
例
え

ば1/2

×1/2+1/4

×1/2+1/4+1/8
×1/2+1/4+1/8+

…1/2n

系
列i i

に
於
い
て
、
ｎ
を
如
何
に
大
き
く
す
る
も
な

お
そ
の
総
和
は
１
で
は
な
い
が
、
限
り
な
く
１
に
接
近
す

る
、
こ
の
と
き
１
は
こ
の
系
列
の
極
限
で
あ
る
。
ま
た
⅓

は0.333

…
…
の
極
限
で
あ
り
、
円
は
正
多
角
形
の
辺
数
の

無
限
大
に
於
け
る
極
限
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
既
に
極

i　
意
味
不
明
、
す
で
に
１
を
越
え
て
い
る
。
恐
ら
く
、
初
項1/2

公
比

1/2

の
等
比
数
列
の
和
の
つ
も
り
な
の
だ
ろ
う
。

限
の
思
想
を
も
っ
て
連
続
の
概
念
を
考
え
た
が
、
そ
の
後
ボ

ル
ツ
ァ
ー
ノ
は
こ
れ
を
補
い
、
カ
ン
ト
ル
に
至
っ
て
そ
れ
は

完
全
に
さ
れ
た
。
数
の
系
列
に
あ
っ
て
は
有
理
数
の
段
階
で

は
い
ま
だ
真
に
連
続
的
で
な
く
、
実
数
に
至
っ
て
連
続
的
と

あ
る
。
実
数
の
体
系
内
に
は
如
何
な
る
有
理
数
の
逓
昇（
降
）

系
列
の
極
限
も
含
ま
れ
、
各
実
数
が
極
限
と
見
ら
れ
る
。
か

か
る
思
想
が
微
分
、
積
分
に
基
づ
く
解
析
の
基
礎
と
な
る
の

で
あ
っ
て
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
、
空
間
の
連
続
な
ど

も
理
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
極
限
概
念
に
よ
っ
て
哲
学
を
組

織
し
よ
う
と
企
て
た
も
の
に
ケ
リ
ー
が
あ
る
。
ま
た
コ
ー
ヘ

ン
は
微
分
法
を
も
っ
て
彼
の
哲
学
の
根
本
的
方
法
と
し
た
。

彼
に
よ
れ
ば
、
古
代
の
定
義
に
於
い
て
は
点
は
線
の
終
と
考

え
ら
れ
た
が
、
ケ
プ
ラ
ー
以
来
切
線
に
於
け
る
点
の
性
質
を

考
え
る
こ
と
か
ら
、
点
を
曲
線
の
生
産
点
と
考
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
点
は
単
な
る
点
で
な
く
、
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
方

向
を
含
む
点
で
あ
る
。
曲
線
は
か
く
の
如
き
点
か
ら
生
ず
る
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も
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
切
線
点
の
全
体
で
あ
る
。
有
限
な
る

曲
線
は
無
限
小
な
る
点
よ
り
生
ず
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来

る
。
dx
を
x
の
根
源
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
く

て
極
限
は
生
産
的
な
る
理
念
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
系
列
の

外
的
な
目
標
で
は
な
く
し
て
、
系
列
を
し
て
系
列
た
ら
し
め

る
基
で
あ
り
、
系
列
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
目
的
で
あ

る
と
見
ら
れ
得
る
。

偶
然
（C

ontingency. Zufall, Zufälligkeit. C
ontingence

）

　

偶
然
は
種
々
な
る
関
係
に
於
い
て
存
在
す
る
。
先
ず
因
果

的
偶
然
は
普
遍
的
因
果
関
係
に
よ
っ
て
律
し
得
ざ
る
特
殊
的

個
体
に
属
す
る
。
し
か
る
に
現
象
界
は
一
般
に
因
果
律
に
よ

っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
か

く
の
如
き
偶
然
性
を
絶
対
的
に
有
す
る
も
の
は
現
象
で
な
く

本
体
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
因
果
律
以
外
に
蓋
然
性

の
数
学
的
法
則
を
も
っ
て
現
象
の
一
般
的
関
係
を
規
定
し
得

る
と
し
て
も
、
こ
の
場
合
に
も
な
お
或
る
特
殊
の
事
件
を
こ

の
法
則
で
律
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
箱
の
中
の
小
球
を
取

り
出
す
際
、
数
回
の
平
均
が
紅
白
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
こ
と
を

示
す
と
し
て
も
、
或
る
時
に
於
い
て
紅
球
が
出
る
か
否
か
を

事
実
と
し
て
決
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
か
か
る
法
則
的

偶
然
の
場
合
に
於
い
て
も
こ
れ
が
個
体
の
特
徴
と
し
て
存
す

る
の
で
あ
る
。
更
に
目
的
と
手
段
と
の
関
係
を
も
っ
て
事
実

を
結
合
す
る
と
き
、
こ
の
目
的
に
合
せ
ざ
る
事
件
を
我
々
は

偶
然
と
呼
ぶ
。
も
と
よ
り
こ
の
事
件
と
雖
も
何
等
か
の
目

的
に
適
す
る
も
の
で
あ
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
人
間
の
認

識
能
力
は
こ
れ
を
洞
察
す
る
に
至
ら
ざ
る
た
め
に
、
我
々
は

そ
れ
を
偶
然
と
見
做
す
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き

も
ま
た
偶
然
と
は
個
物
を
人
間
の
観
察
す
る
場
合
に
現
れ
る

も
の
で
あ
る
。
最
後
に
我
々
は
概
念
に
於
い
て
特
殊
を
普
遍

の
も
と
に
包
摂
す
る
が
、
し
か
も
つ
ね
に
こ
れ
に
は
ず
れ
る

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
が
概
念
的
偶
然
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
即
ち
ま
た
個
体
の
特
性
に
帰
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
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る
。
か
く
て
一
般
に
人
間
の
思
惟
に
よ
っ
て
普
遍
と
特
殊
と

の
互
い
に
分
裂
す
る
場
合
に
偶
然
性
の
現
象
が
生
ず
る
の
で

あ
る
。
実
の
世
界
は
普
遍
と
特
殊
と
の
合
一
と
し
て
た
だ
両

者
の
内
面
的
統
一
を
知
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
合
一
は
思
惟

必
然
的
設
定
と
し
て
立
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
人
間

の
認
識
能
力
は
い
ま
だ
こ
れ
を
充
す
に
至
ら
ず
、
寧
ろ
反
対

に
両
者
を
分
別
す
る
こ
と
か
ら
出
発
し
て
、
た
だ
そ
の
合
一

を
理
想
と
し
て
こ
れ
に
接
近
す
る
こ
と
を
欲
す
る
の
み
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
偶
然
性
の
除
去
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
の
最
後
究

極
的
な
る
理
念
で
あ
る
。

経
験
（Experience. Erfahrung. Expérience
）
及
び
経

験
科
学
（Em

pirical Science. Em
pirische W

issenschaft. 

Science em
pirique

）　
〔
経
験
〕
普
通
に
直
観
又
は
体
験
と

同
一
に
解
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
上
両
者
は
明
確
に
区
別
さ
る

べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
経
験
と
は
寧
ろ
直
観
や
体
験
の
組
織

で
あ
る
。
そ
れ
が
組
織
さ
れ
る
た
め
に
は
思
惟
の
作
用
が
加

わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
経
験
は
直
観
と
思
惟
と
が
相
俟
っ

て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
て
経
験
に
於
い
て
そ
の
内
容

と
形
式
と
が
分
た
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
経
験
の
内
容
と
は

感
覚
的
直
観
の
こ
と
で
あ
り
、
経
験
の
形
式
と
は
感
覚
的
内

容
を
組
織
す
る
と
こ
ろ
の
思
惟
の
形
式
即
ち
範
疇
の
こ
と
で

あ
る
。
経
験
的
思
惟
は
必
ず
或
る
特
定
の
対
象
を
有
し
、
そ

の
対
象
に
統
一
せ
ら
れ
る
内
容
は
凡
て
直
観
に
於
い
て
与
え

ら
れ
る
。
思
惟
は
対
象
の
組
織
を
定
立
す
る
。
そ
し
て
そ
の

組
織
の
方
法
も
ま
た
対
象
と
同
じ
く
直
観
の
内
面
的
関
係
に

依
属
す
る
の
で
あ
っ
て
、
思
惟
は
個
々
の
対
象
と
そ
の
組
織

と
の
定
立
に
於
い
て
直
観
に
そ
の
作
用
の
規
範
を
仰
ぐ
と
見

ら
れ
る
。〔
経
験
科
学
〕
こ
れ
は
そ
の
取
扱
う
対
象
が
経
験

事
実
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
認
識
の
方
法
も
ま
た
つ
ね
に

経
験
に
基
づ
き
、
経
験
の
加
工
組
織
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

経
験
科
学
に
対
す
る
も
の
は
先
験
科
学
で
あ
る
。
先
験
科
学

は
純
粋
形
式
科
学
で
あ
っ
て
、
数
学
が
こ
れ
に
属
す
る
。
即
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ち
数
学
の
対
象
は
思
惟
の
抽
象
形
式
で
あ
り
、
そ
の
認
識
の

方
法
は
経
験
に
基
づ
か
ず
し
て
、
先
験
的
に
思
惟
の
構
成
に

基
づ
く
概
念
の
関
係
を
根
本
原
理
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
に
存

す
る
。
か
か
る
形
式
科
学
に
対
し
て
経
験
科
学
は
事
実
科
学

と
も
ま
た
実
質
科
学
と
も
称
せ
ら
れ
る
。
更
に
経
験
科
学
は

或
い
は
そ
の
対
象
の
区
別
か
ら
自
然
科
学
と
精
神
科
学
と
に

分
た
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
或
い
は
そ
の
方
法
の
区
別
か
ら
自

然
科
学
と
文
化
科
学
と
に
分
た
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
経
験
科

学
と
雖
も
そ
の
認
識
は
凡
て
経
験
か
ら
来
る
の
で
な
く
、
理

論
物
理
学
な
ど
に
於
い
て
明
ら
か
に
見
ら
れ
る
如
く
、
経
験

に
於
い
て
実
証
し
能
わ
ざ
る
内
容
を
有
す
る
概
念
を
含
む
と

こ
ろ
の
命
題
即
ち
仮
説
を
そ
の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
し

て
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
経
験
の
数
理
化
、
換
言
す
れ

ば
、
経
験
を
計
量
的
要
素
に
還
元
し
て
、
そ
の
要
素
の
数
学

的
函
数
関
係
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
立
て
る
こ
と
を
目
標

と
す
る
自
然
科
学
に
あ
っ
て
は
一
般
に
避
く
べ
か
ら
ざ
る
こ

と
で
あ
る
。

経
験
論
（Em

pirism
. Em

pirism
us. Em

pirism
e

）　

凡
て

の
認
識
は
内
的
ま
た
は
外
的
経
験
か
ら
生
れ
、
経
験
が
概
念

の
唯
一
の
源
泉
で
あ
る
と
す
る
主
張
で
あ
る
。
か
く
て
認
識

論
的
に
は
、
一
切
の
概
念
、
従
っ
て
範
疇
す
ら
も
経
験
か
ら

抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
、
一
切
の
判
断
、
従
っ
て
認

識
の
根
本
命
題
す
ら
も
経
験
か
ら
帰
納
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
徹
底
し
た
経
験
論
者
は
何
等
の
先
験
的
な
も
の

を
認
め
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
思
惟
の
能
動
的
作
用
す
ら
も

認
め
ず
、
そ
れ
故
感
覚
論
者
で
あ
る
。
か
か
る
感
覚
論
的
経

験
論
に
対
し
て
合
理
論
的
ま
た
は
批
判
主
義
的
経
験
論
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
経
験
材
料
の
思
惟
に
よ
る
加
工
を
承
認
し
て

い
る
。
た
だ
そ
れ
ら
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
は
、
何
等
の
「
超

越
者
」
も
許
す
べ
き
で
な
く
、
経
験
し
得
る
も
の
の
み
が
認

識
を
構
成
す
る
と
い
う
に
あ
る
。
方
法
論
的
に
み
れ
ば
経
験

は
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
を
経
験
的
事
実
の
、
及
び
そ
の
方
法
的
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加
工
の
上
に
建
て
し
め
る
原
理
で
あ
る
。
形
式
学
（
純
粋
数

学
、
論
理
学
）
及
び
規
範
学
を
除
い
て
現
代
の
諸
科
学
は
こ

の
経
験
の
原
理
を
最
も
よ
く
取
入
れ
て
い
る
。
希
臘
哲
学
で

経
験
論
を
取
る
も
の
は
、
キ
レ
ナ
イ
ケ
ル
、
ス
ト
ア
学
派
、

エ
ピ
ク
ロ
ス
学
徒
で
あ
る
。
中
世
に
於
い
て
は
Ｗ
・
ｖ
・
オ

ッ
カ
ム
、
近
世
哲
学
で
は
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
で
あ
る
。

就
中
後
者
は
英
国
経
験
論
の
基
礎
を
置
い
た
。
認
識
論
的
経

験
論
は
ロ
ッ
ク
に
始
る
。
当
時
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
生
具
観
念

に
つ
い
て
議
論
が
あ
っ
た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
・
プ
ラ
ト
ニ
ス

ト
は
一
般
に
こ
の
先
天
的
な
内
部
観
念
を
認
め
た
が
、
ロ
ッ

ク
は
少
な
く
と
も
経
験
の
最
初
に
於
い
て
か
か
る
も
の
は
存

し
な
い
、
若
し
か
か
る
も
の
が
あ
れ
ば
人
々
の
知
識
は
一
般

に
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
然
る
に
数
学
的
知
識
に

あ
っ
て
も
一
致
と
い
う
こ
と
は
な
い
、
ま
た
生
具
観
念
が
あ

れ
ば
赤
子
は
生
れ
た
ま
ま
に
知
識
を
有
す
る
筈
で
あ
る
が
、

か
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
従
っ
て
我
々
の
心
は
白
紙

（tabula rasa

）
で
あ
っ
て
経
験
が
こ
の
上
に
字
を
書
い
て
ゆ

く
が
如
き
も
の
で
あ
る
、
と
論
じ
た
。
併
し
ロ
ッ
ク
は
経
験

に
感
覚
と
反
省
と
を
分
け
、
そ
の
源
泉
が
異
な
る
と
し
た
。

こ
の
不
徹
底
は
一
方
フ
ラ
ン
ス
の
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
の
純
粋

感
覚
論
的
経
験
論
に
於
い
て
徹
底
し
た
。即
ち
彼
に
よ
れ
ば
、

知
識
は
経
験
さ
え
加
わ
れ
ば
進
歩
す
る
、
蝋
人
形
に
色
々
の

感
覚
を
与
え
て
ゆ
け
ば
思
惟
す
る
に
至
る
と
。
こ
の
考
は
更

に
そ
の
弟
子
で
あ
っ
た
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
に
至
っ
て
意

志
的
経
験
論
に
転
化
し
た
。
他
方
ロ
ッ
ク
の
思
想
は
ヒ
ュ
ー

ム
に
至
っ
て
懐
疑
論
に
陥
っ
た
。
現
代
で
は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・

ジ
ェ
ー
ム
ス
、ベ
ル
グ
ソ
ン
が
経
験
論
者
に
算
え
ら
れ
得
る
。

な
お
実
証
論
的
経
験
論
と
称
さ
れ
る
も
の
の
代
表
者
は
、
ス

チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
、
ベ
イ
ン
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
、
マ
ッ

ハ
、
先
験
的
経
験
論
を
主
張
す
る
人
に
セ
ル
ギ
ュ
ー
ス
・
ヘ

ッ
セ
ン
が
あ
る
。

傾

向
（Tendency, Inclination. Tendenz, N

eigung. 
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Tendance, Inclination

）　
（
一
）
或
る
物
へ
の
方
向
、
特
に

発
展
の
方
向
を
と
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
に
於
い

て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
質
料
的
事
物
は
延
長
と
力
と
を
有
し
、

力
は
単
な
る
能
力
で
は
な
く
し
て
、
対
立
的
な
力
に
よ
っ
て

妨
げ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
全
き
結
果
に
到
る
一
つ
の
傾
向
で

あ
る
と
云
っ
て
い
る
。
ナ
ト
ル
プ
に
よ
れ
ば
凡
て
の
傾
向
は

統
一
へ
の
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
除
い
て
一
般
に
傾
向

に
つ
い
て
何
物
も
理
解
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
傾
向
は
方
向

で
あ
り
、方
向
は
つ
ね
に
一
つ
の
も
の
へ
到
る
か
ら
で
あ
る
。

（
二
）
性
向
、
気
質
等
を
示
す
。
こ
の
意
味
に
於
い
て
傾
向

は
個
人
的
肆
意
を
伴
う
を
も
っ
て
義
務
の
要
求
に
相
反
す
る

も
の
と
さ
れ
る
。カ
ン
ト
は
傾
向
を
感
性
的
愛
と
し
て
解
し
、

傾
向
よ
り
す
る
行
為
は
た
と
え
道
徳
法
の
要
求
と
一
致
す
る

と
し
て
も
義
務
の
観
念
よ
り
す
る
も
の
と
区
別
さ
る
べ
き
で

あ
る
と
し
た
。
蓋
し
傾
向
は
経
験
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ

て
そ
れ
よ
り
発
す
る
行
為
は
そ
れ
自
体
に
於
い
て
普
遍
妥
当

的
な
価
値
を
担
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

形
式
（Form

. Form
e

）　

形
式
は
内
容
、
質
料
ま
た
は
素

材
に
対
す
る
双
関
概
念
で
あ
る
。
内
容
は
形
式
に
よ
っ
て
限

定
さ
る
べ
き
も
の
、
形
式
は
内
容
を
限
定
す
べ
き
も
の
で
あ

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
内
容

ま
た
は
質
料
と
形
式
ま
た
は
形
相
と
の
結
合
か
ら
成
っ
て
い

る
。
形
相
は
質
料
の
現
実
性
若
く
は
質
料
を
現
実
的
に
す
る

も
の
、
そ
れ
の
形
成
原
理
で
あ
る
。
低
次
の
質
料
に
対
し
て

形
相
で
あ
る
も
の
も
高
次
の
形
相
に
対
し
て
は
み
ず
か
ら
一

の
質
料
で
あ
る
。
か
か
る
質
料
の
現
実
性
へ
の
発
展
の
最
高

の
段
階
に
も
は
や
質
料
な
き
純
粋
形
相
と
し
て
の
存
在
即
ち

神
が
位
す
る
。
形
式
を
こ
の
よ
う
に
内
容
そ
の
も
の
の
内
在

的
な
発
展
形
式
と
見
る
見
方
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
継
承
さ

れ
て
い
る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
形
式
は
内
容
が
経
験
的
な

も
の
で
あ
る
に
反
し
て
先
験
的
な
も
の
で
あ
る
。
形
式
と
は

与
え
ら
れ
た
内
容
の
多
様
を
認
識
主
観
が
綜
合
し
、
統
一
す
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る
と
こ
ろ
の
種
々
な
る
仕
方
で
あ
る
。
も
と
よ
り
形
式
は
そ

の
も
の
の
み
で
認
識
で
あ
る
の
で
な
く
、
認
識
は
却
っ
て
形

式
と
内
容
と
の
結
合
の
上
に
初
め
て
成
立
す
る
。
し
か
る
に

カ
ン
ト
に
あ
っ
て
は
認
識
を
可
能
に
す
る
条
件
が
同
時
に
認

識
の
対
象
を
可
能
に
す
る
条
件
で
あ
る
か
ら
、
認
識
形
式
が

ま
た
対
象
形
式
の
意
味
を
有
す
る
。
ま
た
彼
は
直
観
の
形
式

と
思
惟
の
形
式
即
ち
範
疇
と
を
区
別
し
た
。
時
間
と
空
間
と

は
直
観
の
二
つ
の
形
式
で
あ
っ
て
、
範
疇
に
は
因
果
性
等
の

十
二
の
も
の
が
樹
て
ら
れ
た
。
新
カ
ン
ト
学
派
に
於
い
て
は

時
間
空
間
は
共
に
思
惟
形
式
、
範
疇
の
う
ち
に
数
え
ら
れ
て

い
る
。
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
は
構
成
的
範
疇
と
反
省
的
範
疇

と
を
区
別
す
る
。
前
者
は
表
象
要
素
相
互
の
対
象
的
関
係
を

構
成
す
る
と
こ
ろ
の
当
体
的
聯
関
を
意
味
し
、
こ
れ
に
反
し

て
後
者
は
綜
合
的
意
識
が
そ
の
受
容
し
た
る
内
容
か
ら
、
自

己
の
自
発
性
に
従
っ
て
自
由
に
展
開
し
得
る
と
こ
ろ
の
関
係

を
意
味
す
る
。
彼
は
、
こ
の
区
別
が
先
験
的
論
理
学
と
形
式

的
論
理
学
と
の
区
別
に
相
応
す
る
と
考
え
る
。
又
リ
ッ
カ
ー

ト
は
構
成
的
形
式
と
方
法
的
形
式
と
を
分
っ
た
。
方
法
的
形

式
と
は
、
構
成
的
形
式
を
俟
っ
て
初
め
て
客
観
的
実
在
と
し

て
経
験
科
学
の
材
料
と
な
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
経
験
科
学
が

把
捉
し
、
加
工
す
る
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
普
遍
化
と

個
別
化
と
の
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
区
別
が
自

然
科
学
と
文
化
科
学
と
の
区
別
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
あ

る
。形

而
上
学
（M

etaphysics. M
etaphysik. M

étaphysique

）

　

こ
の
語
は
そ
の
起
源
を
偶
然
の
歴
史
的
事
情
に
負
う
て
い

る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
の
哲
学
体
系
に
於
い
て
、
存
在

そ
の
も
の
、
存
在
の
第
一
原
理
及
び
原
因
を
取
扱
う
部
門

を
「
第
一
哲
学
」
と
呼
ん
だ
。
彼
の
遺
稿
編
輯
者
ア
ン
ド
ロ

ニ
コ
ス
は
こ
の
第
一
哲
学
に
関
す
る
部
分
を
物
理
学
の
後
に

置
き
、
そ
れ
を
ばi ta; meta; fusikavi

と
名
付
け
た
。
爾
後i

metavi
即
ち「
後
」を
意
味
す
る
言
葉
は「
以
上
」ま
た
は「
超
」
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の
意
に
解
さ
れ
、
形
而
上
学
な
る
語
は
物
理
学
上
の
学
、
或

い
は
、
宇
宙
の
本
体
、
実
体
、
実
在
に
つ
い
て
の
学
を
示
す

こ
と
と
な
っ
た
。
カ
ン
ト
は
認
識
能
力
の
批
判
に
よ
っ
て
、

我
々
の
知
識
は
た
だ
現
象
に
関
し
て
の
み
、
客
観
的
知
識
で

あ
る
こ
と
が
出
来
、
現
象
に
あ
ら
ざ
る
、
従
っ
て
我
々
の
経

験
の
対
象
と
な
る
こ
と
な
き
物
自
体
は
我
々
の
知
識
を
超
越

し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
か
く

て
彼
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
形
而
上
学
は
我
々
の
認
識
の
限
界

を
越
え
た
企
て
で
あ
っ
て
、
学
と
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
る
に
そ
の
後
カ
ン
ト
に
於
い
て
な
お
未
解
決
の
ま
ま
に

残
さ
れ
た
物
自
体
の
問
題
を
契
機
と
し
て
、
新
た
に
フ
ィ
ヒ

テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
が
展
開
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
も
の
は
主
観
と
客
観
と
の
対
立
か
ら
出
発
す
る
こ

と
な
く
、
却
っ
て
両
者
の
同
一
性
を
主
眼
と
す
る
形
而
上
学

で
あ
る
。
形
而
上
学
は
、
実
在
す
る
も
の
を
普
遍
的
な
も
の

で
あ
る
と
見
る
か
若
く
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
と
見
る
か

に
従
っ
て
、
二
つ
の
立
場
に
別
れ
る
。
前
者
の
代
表
者
は
プ

ラ
ト
ン
で
あ
り
、後
者
の
そ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
あ
る
。

次
に
実
在
の
量
の
解
釈
如
何
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
立
場

に
は
一
元
論
、
二
元
論
、
多
元
論
が
区
別
さ
れ
る
。
徹
底
し

た
一
元
論
者
に
は
プ
ロ
チ
ヌ
ス
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が

あ
る
。
二
元
論
が
そ
れ
の
樹
て
る
二
つ
の
実
在
を
如
何
に
し

て
関
係
さ
せ
、
如
何
に
し
て
結
合
さ
せ
る
か
と
い
う
難
問
に

つ
ね
に
出
会
う
よ
う
に
、
一
元
論
に
と
っ
て
は
如
何
に
し
て

一
な
る
実
在
か
ら
世
界
の
多
が
生
ず
る
か
を
説
明
す
る
困
難

が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
多
元
論
の
代
表
者
は
デ
モ
ク
リ
ッ
ト

及
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
を
始
め
他
の
多
く

の
学
者
は
お
お
む
ね
二
元
論
者
で
あ
る
。
更
に
形
而
上
学
は

実
在
の
質
に
関
す
る
見
方
に
於
い
て
立
場
を
互
い
に
異
に
す

る
。
唯
物
論
は
物
質
を
も
っ
て
第
一
次
的
な
も
の
と
し
、
唯

心
論
は
こ
れ
に
反
し
て
精
神
を
根
源
的
な
も
の
と
見
る
。
前

者
の
代
表
者
で
は
デ
モ
ク
リ
ッ
ト
、
ラ
メ
ト
リ
ー
、
ビ
ュ
ヒ
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ネ
ル
、
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
、
マ
ル
ク
ス
等
が
あ
る
。
経
験

的
唯
心
論
は
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
に
よ
っ
て
、
心
理
学
的
唯
心
論
は

バ
ー
ク
リ
ー
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
、
批
判
主
義
か
ら
出
た
唯

心
論
に
は
フ
ィ
ヒ
テ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
あ
る
。

な
お
そ
の
他
、
実
在
を
静
止
的
ま
た
は
動
的
発
展
的
に
見
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
若
く
は
目
的
論
的
ま
た
は
機
械
論
的
に
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
或
い
は
主
知
的
ま
た
は
主
意
的
に
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
上
種
々
な
る
立
場
の
相
違
が
現
れ

る
。権

威
（A

uthority. A
utorität, A

utorité

）　

法
律
、
道
徳

な
ど
の
如
く
我
々
に
対
し
て
命
令
と
し
て
臨
み
、
我
々
を
拘

束
す
る
も
の
に
於
い
て
、そ
の
命
令
力
及
び
拘
束
力
を
神
聖
、

絶
対
な
ら
し
め
る
外
的
力
が
権
威
で
あ
る
。
権
威
が
必
要
と

さ
れ
る
の
は
、
我
々
の
自
然
的
性
向
ま
た
は
意
志
は
法
律
或

い
は
道
徳
に
対
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
的
に
は

こ
れ
に
服
す
る
こ
と
が
な
い
と
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
従
っ

て
倫
理
学
上
の
幸
福
説
の
よ
う
な
も
の
に
於
い
て
は
権
威
は

道
徳
法
の
た
め
に
要
求
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
で
は
人

間
に
自
然
的
に
具
わ
っ
て
い
る
幸
福
へ
の
衝
動
そ
の
も
の
が

道
徳
の
原
理
と
見
做
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
自
身
の
欲

せ
ぬ
こ
と
を
我
々
に
向
っ
て
義
務
と
し
て
要
求
す
る
も
の
は

た
だ
他
の
者
の
意
志
で
あ
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
権
威
は
か

く
て
つ
ね
に
我
々
の
意
志
よ
り
は
一
層
高
き
他
の
者
の
意
志

で
あ
る
。
倫
理
学
上
の
権
威
説
は
、
ロ
ッ
ク
が
既
に
説
い
た

如
く
、
三
つ
の
形
態
に
於
い
て
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
形

態
は
法
則
を
与
え
る
意
志
が
、
或
い
は
神
の
命
令
に
於
い
て

或
い
は
国
家
に
於
い
て
、
或
い
は
慣
習
に
於
い
て
認
め
ら
れ

る
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
権
威
説
は
何
れ
も
明
ら
か

に
他
律
主
義
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は
意
志
が
自
己
に
と
っ
て

外
部
か
ら
賦
与
さ
れ
若
く
は
強
要
さ
れ
た
法
則
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
こ
と
を
承
認
す
る
。
カ
ン
ト
は
か
く
の
如
き
他
律

主
義
に
反
対
し
て
、
道
徳
の
本
質
を
も
っ
て
自
律
に
あ
る
と



四
三
一

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

し
た
。
彼
に
よ
れ
ば
意
志
が
た
だ
自
己
の
自
己
み
ず
か
ら
に

課
し
た
義
務
ま
た
は
法
則
に
服
従
す
る
と
き
に
の
み
善
は
あ

る
こ
と
が
出
来
る
。

現
実
性
（A

ctuality. W
irklichkeit. A

ktualität. A
ctualité

）

　

最
も
広
い
意
味
で
は
凡
て
仮
象
的
な
ら
ぬ
も
の
は
現
実
性

を
も
つ
と
云
わ
れ
る
。
従
っ
て
単
に
経
験
的
事
実
に
つ
い
て

ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
超
経
験
的
な
存
在
に
関
し
て
も
語
ら

れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
次
に
現
実
性
は
形
式
的
な
る
可
能
性

に
対
し
て
内
容
的
な
も
の
、
実
質
的
な
も
の
と
の
関
係
を
意

味
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
経
験
の
形
式
的
条
件
と
一
致

せ
る
も
の
は
可
能
的
で
あ
り
、
経
験
の
内
容
的
条
件
即
ち
感

覚
と
関
聯
せ
る
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
現

実
的
な
も
の
と
の
関
聯
が
経
験
の
一
般
的
条
件
に
従
っ
て
規

定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
必
然
的
に
存
在
す
る
。
最
も
優
れ
た

意
味
に
於
い
て
は
現
実
性
は
活
動
（A

kt. W
irkung

）
と
関

係
し
て
い
る
。
即
ち
現
実
的
な
も
の
と
は
運
動
す
る
も
の
、

発
展
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
可
能
性
に
対
し
て
現

実
性
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
る
な
ら
ば
、
可
能
性
と
は
潜
在

性
の
謂
で
あ
り
、
現
実
性
と
は
可
能
的
な
る
も
の
が
自
己
を

実
現
し
た
段
階
、
こ
の
自
己
実
現
ま
た
は
自
己
発
展
の
終

局
若
く
は
目
的
の
意
味
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
及
び
ヘ

ー
ゲ
ル
は
か
く
の
如
き
意
味
で
現
実
性
の
概
念
を
使
っ
て
い

る
。ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
現
実
的
な
も
の
は
理
性
的
で
あ
り
、

理
性
的
な
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
。

現

象

学
（Phenom

enology. Phänom
enologie. 

Phénom
énologie

）　

既
に
ラ
ム
ベ
ル
ト
、
カ
ン
ト
等
に
よ

っ
て
用
い
ら
れ
た
こ
の
語
は
、
一
方
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ

て
、
他
方
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
最
も
含
蓄
あ
る
も

の
と
な
さ
れ
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
絶
対
的
な
も
の
は
精

神
で
あ
る
。
精
神
は
無
限
な
る
概
念
で
あ
っ
て
有
限
な
も
の

は
概
念
の
不
適
当
を
意
味
し
、
か
か
る
も
の
も
実
存
性
を
有

し
は
す
る
が
、
そ
れ
は
概
念
の
中
に
於
け
る
現
れ
と
し
て
の
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実
存
性
で
あ
る
。
従
っ
て
有
限
な
も
の
は
仮
象
で
あ
り
、
精

神
は
み
ず
か
ら
こ
の
仮
象
を
ひ
と
つ
の
制
限
と
し
て
定
立
し

つ
つ
、
制
限
を
止
揚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
な
自
由
に
到

達
し
、
み
ず
か
ら
の
本
質
を
認
識
し
、
み
ず
か
ら
を
全
的
に

顕
示
す
る
に
至
る
。
こ
の
過
程
は
即
ち
絶
対
的
精
神
の
自
己

解
放
の
道
行
の
各
象
面
を
現
し
て
い
る
。
絶
対
的
な
も
の
の

み
が
在
る
、
有
限
な
も
の
は
た
だ
移
り
行
き
に
外
な
ら
な

い
。
絶
対
精
神
の
即
自
対
自
的
な
究
極
段
階
へ
の
過
程
を
、

精
神
の
最
も
単
純
な
現
象
か
ら
始
め
て
、
そ
れ
の
弁
証
法
を

哲
学
の
立
場
に
ま
で
発
展
せ
し
め
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
必
然
性
を
示
す
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
の
現
象
学
で

あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
現
象
学
は
純
粋
意
識
の
本
質

学
で
あ
る
。
凡
て
の
現
象
は
そ
れ
の
事
実
と
本
質
と
を
有
す

る
。
現
象
の
意
識
が
事
実
と
本
質
と
か
ら
成
立
す
る
と
す
れ

ば
、
意
識
の
本
質
に
は
如
何
に
し
て
到
達
し
得
る
か
。
事
実

を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
、
我
々
は
た
だ
事
実
が
は
た
ら
か
な
い
よ
う
に
事
実
に
対

す
る
判
断
中
止
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
学
的
立
場
を
得

る
。
自
然
的
態
度
に
あ
っ
て
は
外
界
は
我
を
超
越
し
、
凡
て

の
対
象
は
我
で
は
な
い
。
し
か
し
意
識
の
本
質
が
つ
ね
に
或

る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
限

り
、
こ
の
態
度
を
変
更
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
現
象

学
的
残
基
に
於
い
て
は
何
等
の
超
越
的
な
も
の
を
許
す
こ
と

が
出
来
な
い
。
こ
れ
即
ち
事
実
と
超
越
者
と
を
括
弧
に
入
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
開
か
れ
た
純
粋
現
象
学
の
領
域
で
あ
る
。

か
く
し
て
作
用
も
対
象
も
意
識
の
契
機
と
な
り
、
所
謂
ノ
エ

シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
の
双
関
関
係
が
意
識
の
原
基
的
本
質
と
な

っ
て
、
そ
の
上
に
種
々
な
る
意
識
の
象
面
が
成
立
す
る
。
こ

の
構
造
を
反
省
的
に
分
析
し
、
記
述
す
る
の
が
フ
ッ
サ
ー
ル

の
現
象
学
で
あ
る
。

現
代
哲
学
（C

ontem
porary Philosophy. Philosophie 

der G
egenw

art. Philosophie contem
poraine

）　

現
代
哲
学
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と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
死
と
共
に
始
ま
る
と
見

做
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
政
治
の
歴
史
に
於
い
て

注
目
す
べ
き
一
八
四
八
年
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
従
っ
て

現
代
哲
学
の
一
般
的
特
徴
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
、
浪
漫
的
、
形
而

上
学
的
哲
学
に
対
す
る
反
抗
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
か
か
る

反
抗
の
う
ち
に
実
証
的
、
自
然
科
学
的
、
認
識
論
的
と
い
う

一
般
的
傾
向
が
現
れ
て
い
る
。
認
識
論
的
傾
向
は
先
ず
カ
ン

ト
の
名
に
於
い
て
喚
起
さ
れ
た
。
新
カ
ン
ト
学
派
の
う
ち
最

も
影
響
の
多
い
の
は
、
一
方
で
は
コ
ー
ヘ
ン
、
ナ
ト
ル
プ
に

よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
で
あ
り
他
方
で
は

ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
を
代
表
者
と
す
る
ド
イ

ツ
西
南
学
派
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
が
、
現
代
に
於
け
る

プ
ラ
ト
ン
主
義
で
あ
る
に
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義

を
継
ぐ
の
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
な
ど
の
所
謂
独
墺
学
派
と
そ
れ

か
ら
出
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
で
あ
る
。
現
象
学
も
フ
ッ

サ
ー
ル
に
あ
っ
て
自
然
科
学
的
、
認
識
論
的
傾
向
を
も
っ
て

い
る
。
こ
の
傾
向
を
担
い
な
が
ら
一
層
実
証
的
で
あ
ろ
う
と

す
る
も
の
に
、
マ
ッ
ハ
、
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
経
験
批
判
論

が
あ
り
、
な
お
英
米
の
新
実
在
論
が
あ
る
。
実
証
的
傾
向
は

更
に
ジ
ェ
ー
ム
ス
な
ど
の
実
用
主
義
に
於
い
て
著
し
く
、
ベ

ル
グ
ソ
ン
の
生
命
の
哲
学
も
ま
た
実
用
主
義
の
方
面
を
含
ん

で
い
る
。
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
と
同
じ
く
歴
史
的
考
察
に
最

も
重
き
を
お
く
デ
ィ
ル
タ
イ
を
代
表
者
と
す
る
精
神
科
学
派

の
哲
学
に
於
い
て
も
実
証
主
義
的
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
以
上

凡
て
の
流
派
は
悉
く
観
念
論
を
立
場
と
す
る
、
そ
の
実
証
的

傾
向
と
雖
も
要
す
る
に
心
理
主
義
的
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ

れ
ら
の
一
切
に
対
し
て
唯
物
論
を
主
張
す
る
も
の
は
フ
ォ
イ

エ
ル
バ
ッ
ハ
の
影
響
の
下
に
生
れ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
哲
学

で
あ
っ
て
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
を
そ
の

代
表
者
と
す
る
。
こ
の
哲
学
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
そ
の
弁
証

法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
凡
て
の
も
の
に
比

し
て
或
る
意
味
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
最
も
近
く
立
っ
て
い
る
。
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最
近
観
念
論
の
陣
営
に
於
い
て
も
ま
た
ヘ
ー
ゲ
ル
主
義
の
復

興
が
見
ら
れ
る
。
一
八
七
〇
年
時
代
よ
り
の
主
な
る
学
派
並

び
に
代
表
者
。（
一
）
進
化
論
的
哲
学
、
ヘ
ッ
ケ
ル
。（
二
）

実
証
的
形
而
上
学
、
Ｅ
・
ｖ
・
ハ
ル
ト
マ
ン
。（
三
）
観
念

論
的
一
元
論
、
ヴ
ン
ト
。（
四
）
実
証
哲
学
、
ラ
ー
ス
、
ヨ

ー
ド
ル
、オ
イ
ゲ
ン
・
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
。（
五
）
経
験
批
判
論
、

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
、
マ
ッ
ハ
、
チ
ー
ヘ
ン
。（
六
）
内
在
哲

学
、シ
ュ
ッ
ペ
。（
七
）
実
用
主
義
、ジ
ェ
ー
ム
ス
、シ
ラ
ー
、

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
。（
八
）
新
カ
ン
ト
主
義
、（
イ
）
生
物
学

的
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
、
ラ
ン
ゲ
、（
ロ
）
形
而
上
学
的
、
リ

ー
プ
マ
ン
、
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
、（
ハ
）
実
在
論
的
、
リ
ー
ル
、

（
ニ
）
方
法
的
、
コ
ー
ヘ
ン
、
ナ
ト
ル
プ
、
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
、

（
ホ
）
価
値
哲
学
的
、
ヴ
ィ
ン
デ
ル
バ
ン
ト
、
リ
ッ
カ
ー
ト
、

ミ
ュ
ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ク
、
バ
ウ
フ
、（
へ
）
相
対
論
的
、
ジ

ン
メ
ル
、（
ト
）
心
理
学
的
、
ネ
ル
ソ
ン
。（
九
）
ブ
レ
ン
タ

ー
ノ
学
派
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
、
マ
ル
テ
ィ
、
ク
ラ
ウ
ス
、
ス

テ
ュ
ン
プ
。（
十
）
現
象
学
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
、

フ
ェ
ン
ダ
ー
、
ガ
イ
ガ
ー
、
ラ
イ
ナ
ッ
ハ
、
リ
ン
ケ
、
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ベ
ッ
カ
ー
。（
十
一
）
対
象
論
、
マ
イ
ノ
ン

グ
、
ヘ
フ
ラ
ー
、
エ
ー
レ
ン
フ
ェ
ル
ス
。（
十
二
）
基
礎
学
、

レ
ー
ム
ケ
。（
十
三
）
生
の
哲
学
、
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ニ
ー
チ

ェ
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
。（
十
四
）
精
神
科
学
の
哲
学
、
デ
ィ
ル

タ
イ
、
フ
リ
ー
シ
ャ
イ
ゼ
ン
・
ケ
ー
ラ
ー
、
シ
ュ
プ
ラ
ン
ガ

ー
。（
十
五
）心
理
学
的
、リ
ッ
プ
ス
。（
十
六
）新
形
而
上
学
、

（
イ
）
生
物
学
的
、
ド
リ
ー
シ
ュ
、（
ロ
）
精
神
科
学
的
、
オ

イ
ケ
ン
、（
ハ
）
宗
教
的
、
ト
レ
ル
チ
、
シ
ョ
ル
ツ
。（
十
七
）

新
実
在
論
、
キ
ュ
ル
ペ
、
メ
ッ
サ
ー
、
ベ
ッ
ヘ
ル
。（
十
八
）

形
而
上
学
的
直
観
主
義
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
。（
十
九
）
新
ト
ー

マ
ス
主
義
、
ガ
イ
ゼ
ル
。（
二
十
）
新
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
、
ク

ロ
ー
チ
ェ
、そ
の
他
各
方
面
に
復
興
し
つ
つ
あ
り
。（
二
十
一
）

弁
証
法
的
唯
物
論
、
マ
ル
ク
ス
、
エ
ン
ゲ
ル
ス
、
レ
ー
ニ
ン
。

コ
ー
ヘ
ン
（C

ohen. H
erm

anni1842

―1918

）　

新
カ
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会
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ン
ト
主
義
の
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
創
設
者
。
独
逸
コ
ス
ウ

ィ
ッ
ヒ
に
生
れ
少
年
時
代
父
か
ら
希
伯
来
法
典
、
中
世
の
猶

太
宗
教
哲
学
を
教
え
ら
れ
た
。
十
五
歳
に
し
て
ブ
レ
ス
ラ
ウ

の
猶
太
神
学
校
に
学
ぶ
。
一
八
六
一
年
大
学
に
入
り
、
六
四

年
伯
林
に
転
学
、
翌
年
ハ
ル
レ
で
学
位
を
得
、
伯
林
に
戻
っ

て
解
剖
学
を
修
め
、
再
び
ハ
ル
レ
で
生
理
学
を
専
攻
し
、
そ

の
間
物
理
学
、
化
学
、
高
等
数
学
を
学
ん
だ
。
猶
太
人
の
故

に
伯
林
大
学
に
就
職
の
望
な
き
彼
は
、
自
分
に
好
意
と
同
情

と
を
寄
せ
た
Ａ
・
ラ
ン
ゲ
を
慕
っ
て
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
に
行
き
、

七
三
年
漸
く
講
師
と
な
っ
た
。
七
五
年
助
教
授
と
な
り
、
翌

年
ラ
ン
ゲ
の
後
任
と
し
て
正
教
授
と
な
る
。爾
後（
一
九
一
二

年
）
そ
の
公
職
を
退
く
ま
で
哲
学
教
授
と
し
て
自
信
を
も
っ

て
そ
の
職
責
を
完
う
し
た
。
数
学
的
自
然
科
学
を
基
礎
と
し

て
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
の
精
神
を
復
興
し
た
。
同
じ
く
新
カ

ン
ト
学
派
の
リ
ッ
カ
ー
ト
の
二
元
論
に
対
し
て
彼
は
形
式
と

内
容
と
を
対
立
し
た
も
の
と
せ
ず
、
内
容
は
本
来
形
式
化
さ

る
可
き
も
の
、
所
与
は
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
た
る
も
の
で

あ
り
、
非
合
理
な
る
も
の
は
単
に
ｘ
で
あ
っ
て
合
理
化
さ
る

可
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
思
惟
が
そ
の
内
容

を
生
産
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
合
理
化
は
な
さ
れ
る
。
思

惟
の
本
質
は
無
限
な
る
生
産
で
あ
る
。
彼
は
こ
れ
を
説
明
す

る
に
微
分
の
考
を
も
っ
て
し
た
。

〔
主
著
〕　Platons Ideenlehre u. d. M

athem
atik. 

Infinitesim
alm

ethode etc.,i（
両
者
共
にi Schriften zur 

Philosophie,i1928i

に
収
録
）Kants Theorie der Erfahrung. 

Kants Begründung der Ethik. Kants Begründung der 

Aesthetik. Logik der reinen Erkenntnis. Ethik des reinen 

W
illens.i Aesthetik des reinen G

efühls.

〔
参
考
書
〕K

inkel, H
erm

ann C
ohen. N

atorp, K
ant und 

M
arburger Schule.

事
象
性
（Sachlichkeit

）　

対
象
ま
た
は
存
在
の
必
然
的
、

本
質
的
な
る
事
態
を
謂
う
。
普
通
に
「
物
そ
の
も
の
」
と
い
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わ
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
従
っ
て
科
学
的
研
究
に
於
い
て

事
象
性
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
的
、
主
観
的

な
要
素
に
よ
っ
て
歪
め
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
或
る
対
象
に

つ
い
て
の
賓
辞
付
け
を
忠
実
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
換
言
す

れ
ば
、
或
る
前
提
さ
れ
た
説
明
原
理
を
も
っ
て
予
め
物
に
臨

み
、
そ
れ
を
物
に
対
し
て
押
し
つ
け
る
こ
と
な
く
、
却
っ
て

物
そ
の
も
の
の
含
む
問
題
を
そ
れ
に
必
然
的
な
、
ま
た
は
そ

れ
自
身
が
要
求
す
る
が
如
き
方
法
に
従
っ
て
処
置
し
、
か
く

て
物
そ
の
も
の
を
し
て
自
己
を
語
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
か
く
の
如
き
仕
方
は
、
記
述
的
、
分
析
的
方
法
と

し
て
、
構
成
的
、
説
明
的
方
法
に
対
立
せ
し
め
ら
れ
る
。
現

代
の
哲
学
に
於
い
て
、
特
に
現
象
学
は
「
物
そ
の
も
の
に
帰

れ
」（auf die “Sachen selbst” zurückgehen

）
と
い
う
こ

と
を
標
語
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
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
も
の
を
、
そ
の
地
盤
た
る
物
そ
の
も
の
、

彼
に
従
え
ば
純
粋
意
識
に
於
い
て
自
己
開
示
せ
し
め
よ
う
と

す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
立
し
た
。
純
粋
意
識
は
概
念
が
そ
こ
か

ら
発
す
る
と
こ
ろ
の
源
泉
で
あ
り
、
純
粋
意
識
に
つ
い
て
の

純
粋
に
記
述
的
な
学
問
が
現
象
学
で
あ
る
。
そ
こ
で
事
象
性

に
対
す
る
要
求
は
ま
た
概
念
を
単
に
概
念
と
し
て
取
扱
う
こ

と
な
く
、そ
れ
を
そ
の
誕
生
す
る
地
盤
と
の
関
係
に
於
い
て
、

こ
の
も
の
か
ら
し
て
解
明
し
よ
う
と
い
う
要
求
を
含
ん
で
い

る
。
等
し
く
物
そ
の
も
の
に
帰
る
こ
と
を
企
図
す
る
に
し
て

も
、
こ
こ
に
謂
う
物
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
立
場
の

相
違
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
れ
を
純

粋
意
識
で
あ
る
と
し
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
を
精
神
生
活
の

構
造
聯
関
で
あ
る
と
見
た
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
生
活
の
構

造
聯
関
の
研
究
を
ば
従
来
の
構
成
的
、
説
明
的
心
理
学
に
対

し
て
記
述
的
ま
た
は
分
析
的
心
理
学
と
し
て
特
性
付
け
て
い

る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
も
っ
て
な
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お
構
成
的
で
あ
る
と
な
し
、
現
実
存
在
即
ち
人
間
の
存
在
が

ロ
ゴ
ス
即
ち
言
葉
と
の
双
関
関
係
に
於
い
て
自
己
開
示
す
る

過
程
を
現
象
学
と
考
え
、
そ
れ
を
解
釈
学
的
現
象
学
と
云
っ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
が
多
か
れ
少
な
か
れ
観
念
的
傾
向

を
有
す
る
に
反
し
て
マ
ル
ク
ス
主
義
的
唯
物
論
の
立
場
に
と

っ
て
は
事
象
と
は
我
々
の
観
念
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
と
こ

ろ
の
現
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
事
象
性
に
対
す
る
要
求
は
主

張
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
唯
物
論
的
立
場
を
徹
底
す
る
事
、
即

ち
我
々
の
観
念
に
よ
っ
て
蔽
わ
れ
る
こ
と
な
く
経
験
的
な
事

実
を
あ
る
が
ま
ま
に
忠
実
に
研
究
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ゼ
ノ
ン
（Zēnōn

）　
（
一
）
エ
レ
ア
の
（of Elea
）、
希
臘

哲
学
者
、
紀
元
前
四
九
〇
年
頃
生
る
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
門

弟
で
、
師
の
「
有
論
」
を
弁
護
し
た
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
反

対
者
は
世
界
を
常
住
と
見
る
こ
と
か
ら
起
る
背
理
を
指
摘
し

た
が
、
ゼ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
我
々
の
感
覚
的
認
識
に
従
っ
て

世
界
を
多
と
見
、動
く
と
す
る
は
更
に
甚
し
き
背
理
で
あ
る
。

彼
は
か
く
感
覚
的
認
識
を
排
棄
す
る
た
め
に
理
性
の
間
接
的

証
明
法
を
用
い
た
。（
甲
）
難
動
の
弁
。（
イ
）、
甲
よ
り
乙

に
達
す
る
為
に
は
そ
の
中
心
点
を
通
過
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ

の
点
を
通
る
為
に
は
そ
れ
に
先
立
っ
て
甲
と
こ
れ
と
の
中
心

を
通
る
必
要
が
あ
る
、
か
く
て
無
限
の
点
を
通
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
。
無
限
数
の
点
を
通
る
こ
と
は
有
限
時
間
で
は
な
し
得
な

い
。（
ロ
）、
ア
キ
レ
ス
が
一
歩
先
に
出
た
亀
を
追
い
越
す
こ

と
は
不
可
能
で
あ
る
。
彼
が
亀
に
及
ば
ん
為
に
は
先
ず
彼
が

出
発
し
た
時
亀
が
い
た
所
に
達
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
こ
の
時
亀

は
既
に
若
干
先
へ
行
っ
て
い
る
、
故
に
彼
は
如
何
に
前
進
す

る
も
亀
に
及
ば
な
い
。（
ハ
）、
飛
矢
は
不
動
で
あ
る
。
時
間

の
最
小
単
位
は
不
可
分
で
あ
る
、
不
可
分
な
時
点
に
於
て
運

動
は
無
限
小
従
っ
て
休
止
で
あ
る
。
飛
矢
は
第
一
時
点
で
も

第
二
時
点
で
も
不
動
、
か
く
て
凡
て
の
時
点
に
於
て
不
動
で

あ
る
。（
乙
）
難
多
の
弁
。（
イ
）
多
な
る
も
の
あ
り
と
す
れ

ば
そ
れ
は
数
に
於
い
て
有
限
で
あ
る
と
共
に
無
限
で
あ
る
。
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多
数
の
単
元
集
り
て
一
体
を
な
す
と
す
れ
ば
そ
の
都
度
単
元

は
有
る
だ
け
有
り
有
限
で
あ
る
、
併
し
ま
た
二
つ
の
も
の
が

区
別
さ
れ
る
の
は
そ
の
間
に
常
に
他
物
が
あ
る
か
ら
で
あ

る
、
か
く
て
そ
れ
ら
と
他
物
と
の
間
に
は
亦
他
物
が
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
故
に
無
限
で
あ
る
。（
ロ
）
多
な
る
も
の
有
り

と
す
れ
ば
多
よ
り
な
る
全
体
は
無
限
小
で
あ
る
と
共
に
無
限

大
で
あ
る
。
多
の
単
位
は
第
一
に
分
量
な
き
不
可
分
の
も
の

で
あ
る
、
僅
少
に
て
も
分
量
あ
ら
ば
不
可
分
に
非
ず
、
従
っ

て
単
位
で
は
な
い
。
分
量
な
き
も
の
は
こ
れ
を
集
め
る
も
分

量
あ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
、
故
に
単
位
の
集
合
た
る
全
体

は
無
限
小
で
あ
る
。
若
し
何
も
の
か
が
有
れ
ば
こ
れ
を
構
成

す
る
部
分
は
無
限
に
分
割
さ
れ
、
各
々
は
若
干
の
分
量
を
有

す
る
。
か
く
て
部
分
が
少
し
に
し
て
も
分
量
を
有
す
れ
ば
、

そ
れ
の
無
限
数
の
集
合
と
し
て
の
全
体
は
無
限
大
と
な
る
、

等
々
。
か
く
し
て
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
っ
て
弁
証
法

の
父
と
呼
ば
れ
た
。（
二
）
キ
プ
ロ
ス
の
（of C

yprus

）、
紀

元
前
三
四
〇
年
頃
生
る
。
ス
ト
ア
学
派
の
創
設
者
。
プ
ラ
ト

ン
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
を
通
じ
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
理
想
を
慕
っ

た
。
そ
の
哲
学
は
安
心
立
命
を
目
的
と
す
る
実
践
的
倫
理
学

で
あ
る
。
煩
悶
な
き
哲
人
生
活
を
理
想
と
す
る
厳
格
主
義
で

あ
っ
た
。
著
書
は
断
片
の
み
が
残
っ
て
い
る
。（
三
）
シ
ド

ン
の
（of Sidon

）、
紀
元
前
一
五
〇
年
頃
に
生
る
。
エ
ピ
ク

ロ
ス
学
徒
。（
四
）
タ
ル
ソ
ス
の
（of Tarsos

）、
ス
ト
ア
派

の
哲
学
。

ソ
ク
ラ
テ
ス
（Sōkratēs B

.C
.469―

B
.C

.399

）　

希
臘
哲

学
者
。
紀
元
前
四
六
九
年
頃
ア
テ
ナ
イ
に
生
れ
、三
九
九
年
、

青
年
を
惑
わ
し
、
神
々
を
否
定
し
、
新
た
な
神
を
主
張
す
る

と
い
う
廉
で
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
著
作
な
し
。
そ
の
学

問
、
人
格
、
事
業
は
プ
ラ
ト
ン
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
の
著
述
に
よ
っ
て
知
る
外
な
し
。
就
中
プ
ラ
ト
ン

は
彼
に
最
も
心
服
せ
る
弟
子
、
特
に
そ
の
初
期
の
著
作
は
唯

一
の
史
料
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
多
く
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
達
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と
共
に
希
臘
啓
蒙
期
に
位
し
、
そ
れ
に
共
通
の
思
想
を
多
分

に
も
っ
て
い
た
。
彼
に
於
い
て
も
人
は
一
切
事
物
の
尺
度
で

あ
っ
て
、
伝
統
の
権
威
を
捨
て
て
個
人
の
自
由
思
索
に
よ
っ

て
判
断
す
べ
き
を
主
張
し
た
。
但
し
ソ
フ
ィ
ス
ト
達
が
個
人

的
心
理
的
人
以
外
を
見
る
能
わ
ざ
る
に
反
し
て
、
彼
は
普
遍

的
、
規
範
的
人
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
的
信
念
を

確
立
せ
ん
と
し
た
。
之
が
為
め
に
彼
は
問
答
法（D

ialektikē

）

を
以
て
個
人
が
先
天
的
に
有
す
る
規
範
を
自
覚
せ
し
め
ん
と

し
た
。
之
が
彼
の
教
育
法
で
あ
る
。
蓋
し
教
育
は
人
の
有

せ
ざ
る
も
の
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
、
た
だ
人
の
生
来

有
す
る
も
の
を
思
い
起
さ
し
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
み
で
あ

る
。
人
々
は
そ
の
僻
見
に
よ
っ
て
真
知
の
発
見
を
害
っ
て
い

る
か
ら
、
こ
の
こ
と
を
最
初
に
知
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
無
知
の
自
覚
が
真
知
へ
の
第
一
歩
で
あ
る
。
是
問
答
法

の
第
一
の
要
件
で
助
産
法
（M

aieutik

）
と
云
う
。
併
し
彼

は
直
接
に
人
が
真
知
な
き
こ
と
を
云
わ
ず
、
初
め
は
対
話
者

の
云
う
所
を
認
め
、
次
に
こ
の
者
に
質
問
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
観
念
を
取
消
さ
ざ
る
を
得
ざ
ら
し
め
、
既
に
有
し
た

知
識
が
真
知
で
な
い
こ
と
を
自
白
さ
せ
る
。
之
が
ソ
ク
ラ
テ

ス
の
皮
肉
（Ironie

）
で
あ
る
。
併
し
対
話
者
に
真
知
を
愛

し
、
之
を
探
求
す
る
意
志
が
な
け
れ
ば
こ
の
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
即
ち
我
と
彼
と
が
こ
の
共
同
の
目
的
の
愛
を
有
す

る
こ
と
が
問
答
法
の
第
二
の
要
件
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
問

答
法
は
ま
た
愛
の
術
（Erotik

）
で
あ
る
。
か
く
て
問
答
に

於
け
る
「
一
般
の
一
致
」
に
よ
っ
て
達
せ
ら
れ
る
も
の
が
必

然
的
な
真
知
で
、
定
義
若
く
は
概
念
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

が
こ
の
方
法
を
提
唱
し
、
適
用
し
た
の
は
た
だ
倫
理
学
の
み

で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
徳
行
に
は
知
を
必
要
と
し
、
真
知
あ

れ
ば
徳
必
ず
伴
う
。
人
は
或
る
技
術
に
於
い
て
た
く
み
さ
を

得
る
為
め
に
は
そ
の
技
術
に
関
す
る
知
を
要
す
る
如
く
、
徳

行
に
於
い
て
徳
を
得
ん
が
為
め
に
は
そ
れ
に
関
す
る
知
を
も

た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
正
し
き
知
識
に
よ
っ
て
正
し
き
行
為
が
な
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さ
れ
得
る
。
こ
れ
よ
り
し
て
徳
と
は
幸
福
を
巧
み
に
収
得
す

る
技
能
で
あ
る
、
個
々
の
場
合
に
結
果
を
熟
慮
し
て
行
う
截

知
が
徳
で
あ
っ
て
、
之
を
充
分
に
具
有
す
る
も
の
が
知
者
で

あ
る
。
併
し
学
説
上
か
く
一
見
功
利
説
に
見
ゆ
る
も
、
実
行

上
の
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
遥
か
に
高
く
立
っ
て
い
た
。
常
に
神
を

信
じ
、
そ
の
超
自
然
的
導
き
と
忠
告
と
に
よ
っ
て
彼
の
行
動

を
決
定
し
、常
に
こ
の
森
厳
な
る
道
徳
的
命
令
を
遵
奉
し
た
。

学
説
と
実
行
と
の
こ
の
矛
盾
は
、
彼
に
於
い
て
は
そ
の
偉
大

な
る
人
格
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
当
時

の
人
々
に
容
れ
ら
れ
ず
、
遂
に
毒
杯
を
仰
い
で
不
幸
な
、
然

も
彼
に
と
っ
て
は
魂
の
あ
る
べ
き
場
所
に
生
き
る
為
め
の
死

に
就
い
た
。

〔
参
考
書
〕　

プ
ラ
ト
ン
の
対
話
篇
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
。

ク
リ
ト
ン
。
パ
イ
ド
ン
等
々
。H

. M
aier, Sokrates.

中
世
哲
学　
希
臘
＝
羅
馬
哲
学
の
終
末
か
ら
独
逸
神
秘
論

に
至
る
ま
で
の
時
代
の
哲
学
を
総
称
し
て
中
世
哲
学
と
云

う
。
そ
の
一
般
的
問
題
は
基
督
教
が
如
何
に
希
臘
思
想
を
取

り
入
れ
、
そ
の
教
義
を
組
織
す
る
か
に
あ
っ
た
。
普
通
に

教
父
哲
学
と
ス
コ
ラ
哲
学
と
に
分
た
れ
る
。（
甲
）
教
父
哲

学
。〔
ニ
カ
イ
ア
会
議
（
三
二
五
年
）
以
前
〕（
イ
）
護
教

家
。
羅
馬
の
有
司
の
迫
害
及
び
異
教
的
哲
学
者
の
攻
撃
に
対

し
て
基
督
教
を
弁
護
せ
し
も
の
。
そ
の
代
表
者
ユ
ス
テ
ィ
ー

ヌ
ス
に
よ
れ
ば
、
真
理
は
基
督
以
前
の
も
の
で
あ
っ
て
も
基

督
教
的
と
称
す
べ
き
で
あ
る
。
基
督
は
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
て
、

真
理
は
皆
ロ
ゴ
ス
の
開
示
に
外
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
故
に

基
督
教
が
唯
一
の
真
哲
学
で
あ
る
と
。
か
く
て
、
基
督
教
の

希
臘
化
の
第
一
歩
が
始
め
ら
れ
た
。（
ロ
）
グ
ノ
ス
テ
ィ
ケ

ル
。
信
仰
を
信
仰
に
止
め
ず
し
て
知
識
（gnw

:siV

）
た
ら
し

め
ん
と
す
る
一
派
で
あ
る
。
之
に
対
し
て
は
、
テ
ル
ト
ゥ
リ

ア
ー
ヌ
ス
は
そ
の
希
臘
的
主
知
主
義
に
反
対
し
、
基
督
教
が

希
臘
的
ロ
ゴ
ス
に
背
い
て
い
る
こ
と
が
却
っ
て
そ
の
真
な
る

所
以
で
あ
る
と
し
て
「
不
条
理
な
る
が
故
に
我
信
ず
」
と
云



四
四
一

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

っ
た
。（
ハ
）
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ヤ
学
派
。
グ
ノ
ス
テ
ィ
ケ

ル
に
反
し
て
教
会
の
信
仰
を
基
礎
と
し
て
基
督
教
哲
学
を
組

織
せ
ん
と
し
た
。
そ
の
代
表
者
オ
リ
ゲ
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、
神

は
凡
て
の
国
民
に
向
っ
て
ロ
ゴ
ス
に
よ
り
自
ら
を
開
示
し
た

が
、
完
全
に
開
示
し
た
の
は
基
督
に
於
い
て
で
あ
る
。
真
理

の
根
源
は
そ
れ
故
に
聖
書
に
あ
り
と
す
る
。〔
ニ
カ
イ
ア
会

議
以
後
〕
教
会
の
信
仰
は
神
が
基
督
に
よ
っ
て
人
間
を
救
う

と
教
え
る
。
神
、
基
督
、
人
間
は
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る

か
が
教
義
上
の
大
問
題
と
な
っ
て
ニ
カ
イ
ア
会
議
、
そ
の
他

が
開
か
れ
、
教
会
の
正
統
的
教
義
が
決
定
さ
れ
た
。
即
ち
三

位
一
体
説
、
神
人
説
、
原
罪
及
び
神
恩
説
で
あ
る
。
ア
ウ
グ

ス
テ
ィ
ー
ヌ
ス
は
こ
の
う
ち
第
三
の
説
を
解
決
し
た
。
ア
ダ

ム
は
自
由
を
有
し
た
が
、
誤
っ
て
罪
悪
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ

て
自
由
を
失
く
し
た
。
爾
後
罪
悪
は
人
間
の
意
志
の
本
質
と

な
り
、
人
は
救
済
を
必
要
と
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
救
済
は

神
の
任
意
の
恩
寵
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
救
主
は
基
督
で
あ

り
、
基
督
の
救
済
は
教
会
が
代
理
す
る
、
と
彼
は
説
い
た
の

で
あ
る
。（
乙
）
ス
コ
ラ
哲
学
。
教
父
時
代
に
成
立
し
た
教

義
を
説
明
、
論
証
し
、
体
系
を
与
え
ん
と
せ
し
も
の
。
信
ず

べ
き
も
の
、
真
な
る
も
の
は
既
に
教
義
が
決
定
し
た
。
何
故

に
然
る
か
が
ス
コ
ラ
哲
学
の
根
本
問
題
で
あ
る
。
か
く
し
て

哲
学
は
神
学
の
僕
と
な
っ
た
。（
一
）
ス
コ
ト
ゥ
ス
・
エ
リ

ゲ
ナ
は
プ
ロ
チ
ヌ
ス
の
影
響
を
受
く
る
こ
と
多
く
、
宗
教
と

哲
学
と
は
、
そ
の
形
式
を
異
に
す
る
の
み
で
、
内
容
は
全
く

同
じ
で
あ
る
。
哲
学
は
信
仰
の
学
、
教
義
の
理
解
で
あ
る
と

考
え
る
。
併
し
彼
は
理
性
に
よ
り
重
き
を
置
い
た
が
た
め
に

教
会
と
相
反
す
る
結
果
と
な
っ
た
。
彼
を
出
発
点
と
し
て
ス

コ
ラ
哲
学
は
ア
ン
セ
ル
ム
ス
に
よ
っ
て
樹
立
さ
れ
た
。
こ
の

人
に
よ
れ
ば
信
仰
は
認
識
に
先
だ
ち
信
仰
す
る
は
真
理
を
理

解
す
る
た
め
で
あ
る
。
信
と
知
と
は
一
致
す
べ
き
が
故
に
哲

学
は
宗
教
の
真
理
を
証
明
す
べ
き
で
あ
る
。
彼
は
プ
ラ
ト
ン

の
イ
デ
ア
論
を
借
り
て
神
の
概
念
か
ら
そ
の
存
在
を
演
繹
す
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る
「
神
の
存
在
の
本
体
論
的
証
明
」
を
し
た
。（
二
）
普
遍

の
論
争
。
加
特
力
教
会
は
普
遍
教
会
で
あ
っ
て
個
人
信
徒
の

集
合
で
は
な
く
、
こ
の
も
の
か
ら
独
立
の
権
威
を
有
す
る
。

然
ら
ば
普
遍
と
は
如
何
な
る
も
の
か
。
そ
れ
の
独
立
な
る
存

在
を
論
証
す
る
た
め
プ
ラ
ト
ン
に
拠
っ
て
普
遍
は
個
物
に
先

だ
っ
て
実
在
す
る
と
い
う
実
在
論
と
、
之
に
対
し
て
普
遍
は

個
物
の
後
に
在
る
名
目
で
あ
る
と
す
る
名
目
論
と
の
間
に
論

争
が
行
わ
れ
た
。
教
会
は
先
ず
後
者
を
異
端
と
し
て
斥
け
、

プ
ラ
ト
ン
的
実
在
論
を
採
用
し
た
。
十
二
、三
世
紀
に
至
っ

て
信
仰
と
理
性
の
一
致
、
神
と
自
然
の
一
致
を
疑
う
傾
向
が

盛
ん
に
な
っ
た
と
き
、
恰
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
哲
学
が
移

入
さ
れ
自
由
思
想
の
発
生
を
抑
圧
す
る
た
め
、
彼
が
神
を
も

っ
て
自
然
の
根
元
で
あ
る
と
見
る
思
想
を
と
っ
て
教
会
の
唯

一
の
権
威
と
す
る
必
要
が
起
っ
た
。〔
ス
コ
ラ
哲
学
の
最
盛

期
〕
か
く
て
ト
ー
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
発
展
の
思
想
を
借
り
来
っ
て
、
一
切
事
物
は
上
下
の
二
界

に
分
た
れ
、
上
界
は
下
界
の
目
的
で
あ
り
、
質
料
に
対
す
る

形
相
で
あ
る
。
そ
し
て
神
が
こ
の
上
界
の
極
致
で
あ
る
。
世

界
は
整
然
た
る
秩
序
を
有
し
、
神
は
そ
の
知
に
よ
っ
て
善
な

り
と
思
惟
し
た
こ
と
を
意
志
し
、
世
界
を
創
造
し
た
。
意
志

を
規
定
す
る
も
の
は
知
で
あ
る
（
決
定
論
）
と
説
い
た
。
之

に
反
対
し
て
自
由
意
思
を
説
い
た
の
は
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ー

ツ
ス
で
あ
る
。
彼
に
従
え
ば
、
神
が
そ
の
善
と
思
惟
す
る
意

志
に
よ
っ
て
必
然
的
に
万
物
を
規
定
す
る
な
ら
ば
世
界
に
偶

然
も
悪
も
な
く
、
事
物
は
神
の
本
質
的
帰
結
で
あ
っ
て
事
物

と
神
と
の
差
別
は
な
く
な
る
。こ
れ
世
界
の
事
実
に
反
す
る
。

却
っ
て
神
の
意
志
は
決
し
て
そ
の
知
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る

の
で
な
く
全
く
自
由
で
あ
る
。
意
志
は
知
の
上
位
を
占
め
、

善
は
神
が
欲
す
る
故
に
善
で
あ
る
。
意
志
の
自
由
は
個
人
の

相
違
を
来
す
。
個
人
は
普
遍
と
個
別
と
の
結
合
に
あ
り
と
す

る
。
か
く
し
て
普
遍
そ
の
も
の
の
実
在
は
個
性
と
結
合
し
て

の
み
考
え
ら
れ
、
意
志
の
自
由
を
重
ん
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
ス
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コ
ラ
哲
学
そ
の
も
の
の
自
己
止
揚
が
根
ざ
し
た
。〔
ス
コ
ラ

哲
学
の
衰
頽
期
〕
こ
の
期
の
代
表
者
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ッ

カ
ム
に
よ
れ
ば
、
実
在
論
が
普
遍
は
個
物
の
中
に
あ
り
と
す

る
は
、
一
つ
の
物
が
多
く
あ
る
と
云
う
に
等
し
い
。
普
遍
は

実
在
で
は
な
く
、
個
物
を
間
接
に
代
表
す
る
符
号
に
外
な
ら

ず
、
真
実
在
は
個
物
で
あ
る
。
個
物
に
つ
い
て
我
々
は
そ
の

表
象
を
得
、
更
に
個
々
の
表
象
に
つ
い
て
普
遍
表
象
が
得
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
見
方
を
進
め
る
と
表
象

と
実
在
と
を
峻
別
す
る
こ
と
と
な
り
、
真
理
の
認
識
は
不
可

能
と
な
る
。
従
っ
て
神
学
は
成
立
し
な
い
。
彼
に
よ
っ
て
ス

コ
ラ
哲
学
は
内
面
的
に
崩
壊
す
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
、

独
逸
神
秘
論
、
自
然
科
学
の
勃
興
と
共
に
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の

過
渡
期
を
経
て
、
教
会
の
権
威
よ
り
独
立
し
た
自
由
と
理
性

と
の
発
見
に
至
る
近
世
哲
学
へ
の
推
移
が
準
備
さ
れ
た
。

〔
参
考
書
〕　U

eberw
eg, G

eschichte der Philosophie, Bd. II. 

Stöckl, G
eschichte der Philosophie des M

ittelalters. Baeum
ker, 

K
ultur der G

egenw
art, I. 5., S i288

―381. H
arnack, Lehrbuch 

der D
ogm

engeschichte. G
ilson, Philosophie au m

oyen Âge.

デ
カ
ル
ト
（D

escartes. R
ené. C

artesius, R
enatusi1596

―1650

）　

仏
蘭
西
の
大
哲
学
者
、
近
世
哲
学
の
祖
と
称
せ

ら
れ
る
。
ト
ゥ
レ
ー
ヌ
州
ラ
・
ヘ
イ
に
生
る
。
デ
カ
ル
ト
家

は
こ
の
地
の
名
門
で
、
ル
ネ
は
そ
の
第
三
子
で
あ
っ
た
。
蒲

柳
の
質i i

で
、
八
歳
に
し
て
ア
ン
リ
四
世
の
設
立
し
た
貴
族
学

校
に
入
学
、
一
六
一
二
年
卒
業
。
こ
の
学
校
は
彼
を
満
足
さ

せ
る
も
の
を
教
え
ず
、
た
だ
数
学
だ
け
が
真
の
学
問
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
た
、
と
彼
は
云
っ
て
い
る
。
翌
年
彼
は
当
時

の
貴
族
の
習
慣
に
従
っ
て
武
官
た
る
べ
く
巴
里
に
学
び
、
傍

ら
数
学
を
修
め
、
一
七
年
士
官
と
な
っ
て
従
軍
し
た
。
一
九

年
、
従
軍
中
に
学
術
研
究
法
に
つ
い
て
大
発
見
を
な
し
、

二
三
年
巴
里
に
帰
る
。
人
々
の
来
訪
を
避
け
て
二
九
年
和
蘭

に
移
り
、
研
究
に
耽
っ
た
。
か
く
て
公
に
し
た
主
な
る
著
書

i　

蒲ほ
り
ゅ
う柳

の
質
：
ひ
弱
な
体
質
。
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に
は「
方
法
論
」（D

iscours de la m
éthode,i1637

）、「
省
察
」

【
三
木
清
訳
「
省
察
」】（M

editationezs, 1644

）、「
哲
学
原
理
」

（Principia philosophiae, 1644

【Principes de la philosophie

】）

が
あ
る
。
そ
の
他
「
情
念
論
」（Les passion dse l’âm

e

）【
三

宅
茂
訳
「
感
情
論
」】、「
規
則
論
」（R

egulae ad directionem
 

ingenii

）
等
を
も
著
し
た
。
四
九
年
瑞ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
典
の
女
王
ク
リ
ス

テ
ィ
ネ
の
師
伝
と
な
る
。
彼
は
ま
た
、
解
析
幾
何
学
の
発

見
者
と
し
て
も
有
名
で
あ
る
。
そ
の
全
集
は
三
百
年
記
念

にi A
dam
i

とi Tanneryi

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
が
最

も
完
備
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
は
数
学
を
も
っ
て
一
切
の
認

識
の
模
範
と
考
え
そ
れ
の
方
法
に
従
っ
て
研
究
す
る
こ
と
を

哲
学
の
目
的
と
し
た
。
彼
の
哲
学
は
幾
何
学
の
一
般
化
で
あ

る
と
云
わ
れ
る
。
数
学
的
認
識
が
疑
い
得
ざ
る
確
実
性
を
有

す
る
の
は
、
直
観
と
演
繹
と
に
よ
る
。
然
る
に
演
繹
と
は
若

干
の
真
理
を
前
提
と
し
て
そ
れ
か
ら
必
然
的
に
他
の
真
理
を

導
く
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
究
極
的
な
真
理
は
直
接
的
認
識

で
あ
っ
て
、
そ
の
も
の
自
身
他
の
も
の
に
よ
っ
て
誘
導
さ
れ

て
は
な
ら
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
は
凡
て
を
疑
い
、
疑
う
こ
と
の
み

が
疑
う
べ
か
ら
ず
と
覚
っ
て
、「
我
思
惟
す
、
故
に
我
在
り
」i

cogito ergo sum
i

な
る
直
接
的
認
識
を
そ
の
中
心
思
惟
と
し

た
。
か
く
て
「
我
」
の
如
く
明
晰
判
明
な
る
観
念
は
実
在
す

る
と
見
て
、
心
と
物
と
の
二
つ
の
実
体
を
た
て
、
前
者
は
思

惟
を
、
後
者
は
延
長
を
そ
の
属
性
と
し
、
両
者
は
性
質
全
く

異
な
る
が
故
に
各
独
立
に
作
用
す
る
と
考
え
た
。

〔
参
考
書
〕　

H
am

elin. Le systèm
e de D

escartes. H
offm

ann, 

René D
escartes.

弁
証
法
（D

ialectic. D
ialektik. D

ialectique.i
dialektikhv

）　

本
来
の
意
味
は
会
話
の
術
。
問
答
法
で
、

対
話
者
が
純
粋
に
思
惟
に
よ
っ
て
相
互
の
思
想
を
展
開
せ
し

め
る
と
こ
ろ
の
認
識
並
び
に
論
証
の
方
法
で
あ
る
。
従
っ
て

対
話
に
よ
っ
て
相
手
の
議
論
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
れ
を
自

覚
せ
し
め
、
そ
し
て
そ
れ
を
否
定
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
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哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』

新
た
な
思
想
へ
導
き
入
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
か
く
問
答
法
そ

の
も
の
が
或
る
議
論
の
定
立
、
そ
れ
の
否
定
を
通
し
て
、
新

た
な
定
立
に
至
る
三
面
を
具
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ヘ
ー

ゲ
ル
に
於
い
て
独
特
な
意
味
を
も
つ
に
至
っ
た
。
今
そ
の
歴

史
を
見
る
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
云
っ
た
如
く
、
エ
レ
ア

の
ゼ
ノ
ン
が
弁
証
法
の
父
で
あ
る
。
彼
は
感
覚
的
認
識
の
否

定
の
た
め
に
、
所
謂
難
多
、
難
動
の
説
（「
ゼ
ノ
ン
」
の
項

を
見
よ
）
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
弁
証
的
論
理
を
多
分
に
示

し
て
い
る
。
こ
れ
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
に
よ
っ
て
悪
し
き
意
味
に

於
け
る
弁
証
法
、即
ち
論
理
的
仮
象
の
方
法
と
し
用
い
ら
れ
、

ソ
ク
ラ
テ
ス
に
於
い
て
客
観
的
真
理
発
見
の
た
め
の
問
答
法

に
、
プ
ラ
ト
ン
に
於
い
て
は
感
覚
的
な
も
の
か
ら
普
遍
的
な

も
の
、
即
ち
理
念
、
原
型
に
至
る
進
展
と
し
て
分
析
及
び
綜

合
の
論
理
的
、
哲
学
的
方
法
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
こ
れ
に

反
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
で
は
単
に
確
か
ら
し
さ
の
証
明
法

と
解
さ
れ
、
従
っ
て
弁
証
的
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
を
意
味
し
て
い

る
。
ス
ト
ア
学
派
は
こ
れ
に
修
辞
学
、
文
法
学
の
意
味
と
、

論
理
学
、
認
識
論
の
意
味
と
を
担
わ
せ
て
い
る
。
中
世
で
も

ま
た
主
と
し
て
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト

は
弁
証
法
を
仮
象
の
論
理
と
し
、
そ
の
先
験
的
弁
証
法
を
弁

証
法
的
仮
象
の
批
判
、
先
験
的
仮
象
の
批
判
と
呼
び
、
純
粋

理
性
は
不
可
避
的
に
弁
証
法
を
も
つ
か
ら
し
て
、
可
能
的
経

験
、
及
び
そ
の
対
象
に
対
し
て
の
み
妥
当
す
る
と
こ
ろ
の
、

即
ち
内
在
的
使
用
を
も
つ
と
こ
ろ
の
概
念
及
び
判
断
が
、
あ

ら
ゆ
る
経
験
を
越
え
て
超
越
的
に
使
用
さ
れ
る
に
至
る
、
こ

こ
に
矛
盾
が
生
じ
、
純
粋
理
性
の
誤
謬
推
理
、
二
律
背
反
が

起
る
。
こ
れ
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
現
象
と
物
自
体
と
を

区
別
し
、
認
識
の
限
界
を
明
瞭
に
劃
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
象
に
対
し
て
は
範
疇
の
構
成
的
使
用
を
の
み
許
し
、
理
念

は
こ
れ
に
対
し
て
た
だ
統
制
的
役
目
を
果
さ
し
め
る
こ
と
に

制
限
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
理
性
の
弁
証
法
は
こ
の
限
界
を
越
え

て
理
念
に
構
成
的
使
用
を
許
す
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
し
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た
。
フ
ィ
ヒ
テ
は
事
行
の
概
念
を
立
て
て
物
自
体
と
現
象
と

を
包
括
す
る
原
理
と
し
、
正
、
反
、
合
の
図
式
に
よ
っ
て
相

反
す
る
も
の
、認
識
と
実
在
と
が
統
一
さ
れ
る
こ
と
を
説
く
。

こ
の
思
想
は
シ
ェ
リ
ン
グ
に
至
っ
て
主
観
と
客
観
、
観
念
と

実
在
と
の
同
一
哲
学
と
な
り
、
遂
に
ヘ
ー
ゲ
ル
に
於
い
て
弁

証
法
は
そ
の
哲
学
の
一
般
的
原
理
に
さ
れ
、
存
在
一
般
を
論

理
的
に
展
開
す
る
精
神
の
自
己
発
展
の
原
理
と
さ
れ
る
に
至

っ
た
。
こ
こ
に
精
神
と
は
単
に
自
然
に
対
す
る
単
な
る
人
間

精
神
で
は
な
い
。自
然
と
雖
も
精
神
の
他
在
態
に
外
な
ら
ぬ
。

精
神
は
元
来
自
己
目
的
で
あ
る
。
そ
れ
が
潜
在
的
に
含
蓄
す

る
も
の
を
顕
在
的
に
高
揚
す
る
過
程
が
精
神
の
弁
証
法
的
過

程
で
あ
る
、
従
っ
て
即
自
的
―
対
自
的
―
即
自
対
自
的
円
環

運
動
が
そ
の
図
式
と
な
る
。
か
く
て
孤
立
的
な
も
の
、
固
定

的
、
一
面
的
な
も
の
は
精
神
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
出
来

な
い
、
対
立
的
規
定
を
許
し
得
な
い
悟
性
的
な
る
も
の
は
弁

証
法
の
基
礎
と
な
る
こ
と
が
出
来
ず
、
寧
ろ
あ
ら
ゆ
る
も
の

は
そ
の
裡
に
矛
盾
、
二
律
背
反
を
含
み
、
或
る
定
立
に
対
し

て
そ
れ
の
必
然
的
対
立
者
が
立
て
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
否

定
さ
れ
な
が
ら
、
更
に
否
定
と
し
て
新
た
な
綜
合
的
定
立
に

至
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
も
の
の
地
盤
が
理
性
で
あ
り
、
精

神
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
の
終
局
的
規
定
が
絶
対
的
精
神
で

あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
こ
の
絶
対
的
精
神
の
自
己
実
現
の

象
面
で
あ
る
。
各
象
面
は
そ
れ
が
な
お
抽
象
性
を
有
す
る
限

り
に
於
い
て
は
自
己
を
止
揚
し
、
他
の
も
の
に
推
移
す
る
。

具
体
的
絶
対
的
な
る
も
の
に
於
い
て
は
最
早
移
り
行
き
な

く
、
た
だ
自
由
な
発
展
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
唯
物
論
的
弁

証
法
は
存
在
と
思
惟
と
の
一
致
と
し
て
の
精
神
の
代
り
に
物

質
を
弁
証
法
の
地
盤
と
し
、
そ
れ
に
於
け
る
発
展
の
頭
脳
へ

の
投
射
を
認
識
と
解
す
る
。
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解
題

各
論
文
の
初
出

文
学
の
真
に
つ
い
てi:　

1932
（
昭
和
７
）
年
７
月　
『
改
造
』
文
芸
評
論
と
し
て

自
照
の
文
学i

:　

1932
（
昭
和
７
）
年
８
月　
『
文
学
』
第
15
号
「
随
筆
特
輯
号
」（
な
お
、こ
の
雑
誌
『
文
学
』
は
、

昭
和
３
年
春
山
・
北
川
・
三
好
ら
に
よ
る
『
詩
と
詩
論
』
の
改
題
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
の
事
）

文
壇
と
論
壇i

:　

1932

（
昭
和
７
）
年
９
月　
『
鉄
塔
』
創
刊
号

現
実
と
芸
術i

:　

1932

（
昭
和
７
）
年
10
月　
『
新
英
米
文
学
』

日
記
と
自
叙
伝i
:　

1932

（
昭
和
７
）
年
『
大
阪
朝
日
新
聞
』10.30

、10.31

、11.1

に
連
載
。

評
論
と
機
智
に
つ
い
てi

:　

1932

（
昭
和
７
）
年
４
月
19
～
21
日
、『
大
阪
朝
日
新
聞
』
に
３
回
の
わ
た
っ
て
連
載
。

現
象
学
と
文
学i

:　

1932

（
昭
和
７
）
年11

月
『『
セ
ル
パ
ン
』

デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
に
就
い
てi

:　

1932

（
昭
和
７
）
年
『
読
売
新
聞
』12.27

、28

、29

連
載
、
原
題
「
現

代
に
於
け
る
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
」。
後
『
現
代
随
筆
全
集
』
第
十
一
巻
（
金
星
堂
刊1935.6

）
に
収
録
。
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批
評
の
生
理
と
病
理i:　

1932

（
昭
和
７
）年
12
月『
改
造
』。
後『
危
機
に
於
け
る
人
間
の
立
場
』（
鉄
塔
書
院1933.6

）、『
哲

学
ノ
ー
ト
』（
河
出
書
房1941.11

）
に
収
録
。

歴
史
的
自
省
へ
の
要
求i

:　

1933

（
昭
和
８
）
年
４
月
『
文
学
』
創
刊
号
（
岩
波
書
店
刊
）

性
格
と
タ
イ
プi

:　
1933

（
昭
和
８
）
年
11
月
『
作
品
』

レ
ト
リ
ッ
ク
の
精
神i:　

1934

（
昭
和
９
）年
１
月『
行
動
』。
後『
人
間
学
的
文
学
論
』（
改
造
社1934.7

）、『
哲
学
ノ
ー
ト
』

に
収
録
。

詩
歌
の
考
察i

:　

1934
（
昭
和
９
）
年
３
月
『
短
歌
研
究
』、
原
題
「
芸
術
に
お
け
る
詩
歌
の
分
野
」。
後
『
人
間

学
的
文
学
論
』、『
続
哲
学
ノ
ー
ト
』（
河
出
書
房1942.4

）
に
収
録
。

文
章
の
朗
読i

:　

1934

（
昭
和
９
）年
５
月
11
日『
大
阪
毎
日
新
聞
』。
後『
現
代
随
筆
全
集
』第
十
一
巻（
金
星
堂
刊
）

に
収
録
。

技
術
の
精
神
と
文
学
の
リ
ア
リ
ズ
ム　

:　

1934
（
昭
和
９
）
年
７
月
、『
読
売
新
聞
』7.20

、21

、23

に
連
載
。

創
作
と
作
家
の
体
験i:　

1935

（
昭
和
10
）
年
５
月
『
大
阪
朝
日
新
聞
』5.3,4,7

に
連
載
。

作
品
の
倫
理
性i

:　

1935

（
昭
和
10
）
年
12
月
『
大
阪
朝
日
新
聞
』12.12

、13

、14

に
連
載
。

哲
学
と
文
芸i

:　

1935

（
昭
和
10
）
年
12
月
『
世
界
文
芸
大
辞
典
』（
中
央
公
論
社
）
の
付
録
月
報
「
世
界
文
芸
」
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第
二
号
に
掲
載
。

肉
体
の
問
題i

:　

1936

（
昭
和
11
）
年
５
月
『
文
芸
』。

純
粋
性
の
揚
棄i

:　
1936

（
昭
和
11
）
年
６
月
、『
読
売
新
聞
』6.17

、18

、19

に
連
載
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
へ
の
展
開　

:　

1936

（
昭
和
11
）
年
８
月
『
文
芸
』。

通
俗
性
に
つ
い
てi

:　

1937
（
昭
和
12
）
年
３
月
『
大
阪
朝
日
新
聞
』3.23

、24

、25

に
連
載
。

新
し
い
国
民
文
学i

:　

1937
（
昭
和
12
）
年
６
月
『
短
歌
研
究
』

政
治
へ
の
反
撃i

:　

1937

（
昭
和
12
）
年
８
月
『
文
学
界
』

文
学
と
技
術i

:　

1938

（
昭
和
13
）
年
１
月
『
文
学
』

詩
と
科
学ii

:　

1938

（
昭
和
13
）
年
５
月
『
蝋
人
形
』

古
典
の
概
念i
:　

1938

（
昭
和
13
）
年
10
月
『
文
学
』（
第
六
巻
十
号
）「
古
典
の
現
代
的
意
義
」
特
輯
。

文
芸
時
評ii
:　

1939

（
昭
和
14
）
年
８
月
『
中
外
商
業
新
報
』8.1

～5

に
連
載
。

文
芸
時
評ii

:　

1930

（
昭
和
５
）
年
３
月
、『
読
売
新
聞
』3.25

～28,30

に
連
載
。30

日
分
は
第
十
九
巻
収

録
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
収
め
た
。。

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
一
）『
世
界
文
芸
大
辞
典
』
執
筆
項
目　

:　
1935

（
昭
和
10
）
年
10
月
～1937

（
昭
和
12
）
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年
11
月
『
世
界
文
芸
大
辞
典
』
中
央
公
論
社
刊
全
六
巻
。

哲
学
・
文
学
用
語
解
説
（
二
）『
社
会
科
学
大
辞
典
』
執
筆
項
目　

:　

1930

（
昭
和
５
）
年
５
月
社
会
思
想
社
編
『
社
会

科
学
大
辞
典
』。

○　

○　

○

第
十
二
巻
編
者
桝
田
啓
三
郎
に
よ
る
と
、「
文
学
の
真
に
つ
い
て
」
に
つ
い
て
は
、
板
垣
直
子
女
史
に
よ
る
レ
ネ
・
ケ

ー
ニ
ヒ
の
剽
窃
で
あ
る
と
の
批
判
が
有
り
、「
批
評
の
生
理
と
病
理
」
に
つ
い
て
は
、
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
【A

lbert Thibaudet, 

1874-1936

】
の
『
批
評
の
生
理
学
』
の
換
骨
奪
胎
に
す
ぎ
な
い
と
の
陰
口
が
あ
っ
た
と
の
事
で
あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、

「
テ
ィ
ボ
ー
デ
ー
の
こ
の
書
を
読
ん
だ
多
く
の
人
の
う
ち
、
い
っ
た
い
誰
が
、
い
っ
た
い
ど
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
が
、
著
者

の
こ
の
論
文
に
比
肩
す
る
ほ
ど
の
も
の
を
書
き
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
批
評
と
い
う
生
体
を
こ
れ
ほ
ど
あ
ざ
や
か
に
解
剖
し
、

そ
の
『
生
理
』
と
『
病
理
』
を
き
わ
め
、
そ
の
健
康
と
病
に
適
切
な
診
断
を
く
だ
し
、
批
評
の
精
神
を
こ
れ
ほ
ど
明
ら
か

に
し
え
た
誰
が
い
た
で
あ
ろ
う
か
。」
と
言
う
。

前
者
に
つ
い
て
桝
田
氏
は
、「
自
然
主
義
の
解
体
過
程
に
関
す
る
歴
史
的
な
叙
述
に
ケ
ー
ニ
ヒ
が
利
用
さ
れ
て
い
る
の
は

確
か
に
事
実
で
は
あ
る
が
、
す
で
に
見
て
き
た
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
そ
し
て
著
者
の
主
張
す
る
よ
う
に
、
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こ
の
論
文
の
根
本
思
想
が
著
者
自
身
の
独
自
な
思
想
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
が
無
い
。」「
普
通
な
ら
剽
窃
家
の
汚
名
を

着
せ
ら
れ
て
学
界
か
ら
葬
り
去
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
こ
の
事
件
も
、
著
者
の
学
識
と
力
量
を
知
る
学
界
、

論
壇
は
そ
れ
を
単
な
る
一
挿
話
と
し
て
見
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
し
、
ま
た
、
そ
の
問
題
と
さ
れ
た
思
想
そ
の
も
の
を
追
求

し
展
開
し
続
け
た
著
者
の
業
績
そ
の
も
の
が
、
そ
れ
自
身
で
や
が
て
そ
の
汚
名
を
濯
い
で
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」（
ゴ
シ

ッ
ク
体
に
し
た
の
は
作
成
者
）
と
言
う
。

前
者
に
関
し
て
三
木
に
よ
る
応
答
は
第
十
七
巻
の
「
唯
一
言
」
に
あ
り
ま
す
が
、
三
木
の
文
だ
け
で
は
板
垣
女

史
が
何
を
剽
窃
と
指
弾
し
て
い
る
の
か
が
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ケ
ー
ニ
ヒ
の
日
本
語
訳
が
出
て
い
な
い
こ
と

で
も
あ
り
、
不
確
定
な
点
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
参
考
に
板
垣
女
史
の
批
判
概
要
を
載
せ
ま
す
。
ま
た
同
紙
に
続

け
て
掲
載
さ
れ
た
林
達
夫
に
よ
る
三
木
擁
護
の
概
要
を
載
録
し
て
お
き
ま
す
。

○

「
三
木
氏
に
与
え
る
」
板
垣
直
子　
（
東
京
朝
日
新
聞1933
（
昭
和
８
）
年1.15

～17

）

「
理
論
家
の
一
人
で
、
近
頃
文
芸
時
評
に
の
り
だ
し
て
来
た
三
木
清
氏
の
仕
事
に
つ
い
て
、
い
か
に
そ
の
か
ら
く
り
の
劣
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等
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
最
近
に
知
る
機
会
を
え
た
か
ら
記
し
て
み
た
い
。」
―
―
と
い
う
一
文
か
ら
始
ま
り
―
―
「
文
芸

時
評
―
―
文
学
の
真
に
つ
い
て
」
が
、レ
ネ
・
ケ
ー
ニ
ヒ
の
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
自
然
主
義
的
美
学
と
そ
の
解
体
」（1931

）

を
種
本
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
噂
を
聞
い
た
が
、
機
会
が
あ
っ
て
そ
の
著
と
三
木
の
文
芸
時
評
を
対
照
す
る
と
「
平
然
と

し
て
多
く
の
剽
窃
を
行
っ
て
い
る
」
こ
と
が
判
明
し
た
。【
以
下
三
木
の
文
の
ペ
ー
ジ
数
は
本PD

F

に
換
え
て
い
る
。】

⑴
第
一
節
、「
真
以
外
云
々
」（
八
頁
）
の
ボ
ワ
ロ
の
言
葉
は
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
二
頁
の
第
三
番
目
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
初

の
行
か
ら
の
孫
引
き
。

⑵
続
く
三
木
の
文
「
然
し
我
々
は
云
々
」（
九
頁
）
は
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
三
頁
の
上
の
文
章
の
拝
借
。

⑶
「
こ
の
問
題
に
我
々
は
歴
史
の
弁
証
法
的
発
展
の
」（
九
頁
）
で
始
ま
る
分
節
に
あ
る
、
近
世
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
関
す

る
精
し
い
知
識
、
そ
の
巧
妙
な
言
い
回
し
は
、
最
後
の
一
文
を
除
き
、「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
一
五
頁
の
二
番
目
の
長
い
パ
ラ
グ
ラ

フ
の
中
か
ら
の
抜
粋
と
ケ
ー
ニ
ヒ
の
一
八
頁
の
下
段
の
始
め
の
二
つ
の
文
章
と
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
二
〇
頁
の
第
一
の
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
最
後
の
行
と
、ケ
ー
ニ
ヒ
の
二
一
頁
の
第
二
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
始
め
の
六
行
と
を
、寄
せ
集
め
、作
り
あ
げ
て
い
る
。」

こ
こ
ま
で
は
、
主
と
し
て
ケ
ー
ニ
ヒ
の
第
一
部
の
第
一
章
の
、「
物
理
的
現
実
の
秩
序
的
連
関
に
お
け
る
芸
術
」
の
「
諸
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論
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
第
二
節
で
は
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
第
二
部
の
第
八
章
、「
ス
タ
イ
ル
の
問
題
」
が
利
用
さ
れ
て
い
る
。

⑷
第
二
節
「
世
界
は
唯
一
度
云
々
」（
一
一
頁
）
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
は
、「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
一
九
五
頁
の
下
か
ら
二
行

目
に
始
ま
る
プ
ル
ウ
ス
ト
か
ら
の
引
用
文
の
『
孫
引
』
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
三
木
氏
は
、
プ
ル
ウ
ス
ト
の
言
葉
を
、
三
木

氏
流
な
構
造
に
作
り
直
し
て
使
っ
て
い
る
。」

⑸
「
ス
タ
イ
ル
は
決
し
て
云
々
」（
一
一
頁
）
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
は
、「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
一
九
六
頁
の
第
一
の
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
中
に
あ
る
プ
ル
ウ
ス
ト
に
つ
い
て
ケ
ー
ニ
ヒ
の
引
用
し
て
い
る
文
章
の
中
か
ら
、
五
行
だ
け
使
わ
れ
て
い
る
。」

⑹
「
こ
の
よ
う
な
新
し
い
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
云
々
」（
一
一
頁
）
の
三
木
氏
の
自
己
の
意
見
は
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
一
九
六
頁
の

第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
に
ケ
ー
ニ
ヒ
が
大
文
字
に
し
て
言
っ
て
い
る
三
行
を
使
っ
た
も
の
だ
。

⑺
す
ぐ
次
の
プ
ル
ー
ス
ト
の
言
葉
（
一
二
頁
）
は
、「
ケ
ー
ニ
ヒ
が
二
〇
〇
頁
の
第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
に
引
い
て
い

る
最
後
の
二
行
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
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⑻
第
二
節
第
三
文
節
の
「
プ
ル
ー
ス
ト
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
云
々
」（
一
二
頁
）
の
三
木
氏
の
文
章
は
「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
二
〇
八

頁
の
第
一
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
初
の
書
き
出
し
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
」。

⑼
続
く
「
社
会
に
於
け
る
人
間
云
々
」（
一
二
頁
）
か
ら
の
三
つ
の
文
章
は
「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
同
じ
く
二
〇
八
頁
の
始
め
か

ら
取
っ
て
い
る
」
が
、「
知
性
」
と
い
う
言
葉
は
そ
の
箇
所
の
ケ
ー
ニ
ヒ
の
文
に
は
無
い
。「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
二
〇
九
頁
の
第

二
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
初
に
、『
知
性
―
―
そ
れ
は
我
々
の
行
為
を
導
く
務
め
を
も
っ
て
い
る
―
―
』
と
で
て
い
る
の
で
あ

る
。」
こ
の
「
知
性
」
の
意
味
と
ケ
ー
ニ
ヒ
の
文
章
を
巧
妙
に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
。

⑽
三
木
氏
が
引
用
す
る
と
こ
ろ
の
、「
フ
ロ
ベ
ル
、
フ
ル
ベ
、
カ
ス
タ
ニ
カ
リ
、
ゾ
ラ
を
始
め
と
し
て
、
そ
の
他
ベ
ル
グ

ソ
ン
、
プ
ル
ウ
ス
ト
等
々
全
部
が
、
ケ
ー
ニ
ヒ
の
本
の
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
記
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。」

⑾
第
三
節
に
論
じ
て
い
る
「
主
体
的
真
実
性
と
客
体
的
現
実
性
」【
一
六
頁
】
の
考
え
も
、「
ケ
ー
ニ
ヒ
の
議
論
の
中
か
ら

容
易
に
暗
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」
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⑿
「
三
木
氏
の
…
『
新
し
い
美
学
の
根
本
概
念
を
真
』
と
す
る
思
想
―
―
そ
れ
は
な
お
多
く
の
批
評
さ
る
べ
き
問
題
を

含
ん
で
い
る
が
―
―
も
又
ケ
ー
ニ
ヒ
か
ら
思
い
付
い
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
三
木
氏
の
時
評
の
屋
台
は
完
全
に
独
創
性

を
持
た
な
い
わ
け
で
あ
る
。」

⒀
「
日
本
の
若
い
批
評
家
達
の
意
見
の
応
急
的
な
か
き
集
め
」
も
含
む
三
木
氏
の
時
評
は
、「
芸
術
の
理
論
と
し
て
は
、

た
だ
通
り
一
ぺ
ん
に
よ
ん
だ
だ
け
で
も
、
実
に
緊
密
さ
の
欠
け
た
も
の
で
あ
る
。
哲
学
畑
の
素
人
が
綴
り
合
せ
的
に
書
い

た
も
の
と
い
う
跡
が
歴
然
と
し
て
い
る
。」

―
―
以
上
の
剽
窃
指
摘
に
加
え
て
、
三
木
の
「
イ
ン
チ
キ
な
今
の
時
世
に
」
と
い
う
言
葉
に
引
っ
か
け
て
、
三
木
氏
も

イ
ン
チ
キ
の
限
り
で
、
世
の
イ
ン
チ
キ
化
に
加
担
し
て
い
る
、
と
言
う
。
ま
た
、
谷
川
徹
三
氏
が
友
情
か
ら
、
他
の
真
面

目
な
人
と
並
べ
て
三
木
氏
を
引
き
立
て
る
の
は
、
学
者
的
良
心
を
疑
わ
れ
る
恐
れ
も
有
り
、
氏
の
た
め
に
な
ら
な
い
、
と

言
う
。
最
後
に
、

「
な
お
誤
解
の
な
い
た
め
に
断
っ
て
お
き
た
い
が
、
他
人
の
研
究
を
利
用
す
る
事
が
悪
い
の
で
は
な
い
。
学
問
も
分
業
で
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あ
る
限
り
、
利
用
と
い
う
事
は
当
然
に
起
こ
る
。
た
だ
他
人
の
研
究
を
採
用
す
る
時
に
は
、
一
つ
一
つ
そ
の
出
所
を
明
ら

か
に
す
る
か
、
断
り
書
き
が
必
要
で
あ
る
。
他
人
の
研
究
を
、
あ
た
か
も
自
分
の
勉
強
の
成
果
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に

装
う
態
度
が
不
徳
義
な
の
で
あ
る
。（
終
）」

な
お
こ
こ
に
登
場
す
る
ル
ネ
・
ケ
ー
ニ
ヒ
の
著
書
の
原
題
は
、D

ie naturalistische Ä
sthetik in Frankreich und ihre 

A
uflösung : ein B

eitrag zur system
w

issenschaftlichen B
etrachtung der K

ünstlerästhetik / von R
ené K

önig

○以
上
の
批
判
に
対
し
て
十
八
日
に
、「
唯
一
言
―
―
板
垣
女
史
の
答
え
る
―
―
」
と
題
し
て
三
木
が
反
論
し
て
い
る
が
、

続
い
て
二
十
二
日
か
ら
二
十
五
日
ま
で
四
回
に
わ
た
っ
て
林
達
夫
が
同
じ
く
朝
日
新
聞
に
「
い
わ
ゆ
る
剽
窃
」
と
題
し
て

書
い
て
い
る
。
林
氏
が
当
該
の
ケ
ー
ニ
ヒ
の
著
書
を
読
ん
だ
か
ど
う
か
に
触
れ
る
こ
と
な
く
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た

か
概
略
を
示
し
て
お
き
ま
す
。

一
（1.22

）

「
剽
窃
は
イ
ン
チ
キ
で
あ
る
か
」
と
標
題
し
て
、
板
垣
女
史
を
、「
聖
女
カ
テ
リ
ー
ナ
の
正
義
感
と
ス
タ
ー
ル
夫
人
の
博
識
と
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を
兼
ね
備
え
た
こ
の
女
性
」、
仮
借
な
き
「
職
業
的
」
廓
清
家
と
呼
び
、「
も
し
板
垣
夫
人
の
よ
う
に
一
切
の
『
剽
窃
』
が
イ
ン

チ
キ
で
あ
り
不
徳
義
で
も
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
犯
罪
視
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
、
今
日
果
た
し
て
幾
人
の
学
者
や
文
芸
家
が

こ
の
破
廉
恥
罪
の
汚
名
を
免
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。」

二
（1.23
）

「
こ
の
実
例
を
何
と
裁
く
」
と
標
題
し
て
、
板
垣
夫
人
の
言
う
意
味
で
の
剽
窃
な
ら
古
今
東
西
幾
ら
で
見
つ
け
る
こ
と
が
出

来
る
。
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
・
モ
リ
エ
ー
ル
然
り
、
デ
カ
ル
ト
に
於
い
て
も
、
と
言
い
、
実
例
を
挙
げ
る
と
言
う
。
一
つ
は
、
板

垣
夫
人
の
夫
君
の
美
術
研
究
書
の
挿
画
は
大
半
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
研
究
書
の
転
載
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
戯
曲
家
ピ

エ
ル
・
ル
ブ
ラ
ン
が
シ
ル
ラ
ー
の
戯
曲
を
剽
窃
し
た
が
、
老
年
に
な
っ
て
そ
の
シ
ル
ラ
ー
の
戯
曲
を
見
た
と
き
、
自
分
の
作
を

剽
窃
し
た
と
つ
ぶ
や
い
た
ら
し
い
。「
板
垣
夫
人
よ
、
世
の
中
に
は
こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
剽
窃
家
も
い
る
の
で
す
。」

三
（1.24

）

「
文
化
継
承
の
一
手
段
と
し
て
の
剽
窃
」
と
標
題
し
て
、
ア
ナ
ト
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
が
ド
オ
デ
エ
を
擁
護
し
て
、
剽
窃
に
も

蜜
蜂
の
よ
う
に
迷
惑
を
か
け
な
い
も
の
と
、
ア
リ
の
よ
う
に
穀
粒
を
丸
ご
と
取
る
も
の
と
が
あ
る
が
、
前
者
は
一
向
に
構
わ
ぬ

と
言
っ
て
い
た
、
と
言
う
。
ま
た
、
日
本
が
西
洋
文
明
を
取
り
入
れ
た
の
も
剽
窃
で
あ
る
し
、
同
じ
よ
う
な
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス

が
イ
タ
リ
ア
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
取
り
入
れ
た
と
き
に
も
あ
っ
た
、
と
言
う
。
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四
（1.25

）

「
学
問
の
共
有
と
私
有
」
と
標
題
し
て
、
学
説
の
創
始
者
は
社
会
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
が
、
同
時
に
私
有
財
産
で
も

あ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
資
本
主
義
社
会
の
固
有
の
も
の
で
あ
る
。
科
学
上
の
研
究
成
果
が
富
を
生
む
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
で
は
知
的
財
産
権
の
保
護
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
は
、
資
本
主
義
社
会
が
存
続
す
る
限
り
続
く
で
あ
ろ
う
。

―
―
以
上
が
朝
日
新
聞
の
１
月
に
載
っ
た
〝
平
和
な
剽
窃
論
議
〟
で
す
。
因
み
に1933

（
昭
和
８
）
年
１
月
は
、
三
回

号
外
が
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。

十
八
日
、
新
生
共
産
党
大
検
挙
―
―
記
事
解
禁
さ
る
（
前
年
秋
の
弾
圧
で
、
河
上
肇
の
検
挙
も
載
っ
て
い
る
）

十
九
日
、
十
九
ヵ
国
会
議
急
転
回
―
―
米
露
招
請
問
題
で
は
俄
然
日
本
の
主
張
容
認
決
定
を
延
期

二
十
二
日
、
聯
盟
遂
に
和
協
を
棄
つ
―
―
わ
が
回
答
を
拒
絶
し
第
十
五
条
第
四
項
を
適
用

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
行
わ
れ
て
い
た
十
九
ヵ
国
会
議
を
横
目
に
軍
部
は
満
州
で
策
動
し
、
結
局
国
際
聯
盟
の
脱
退
に

至
る
訳
で
す
が
、
ド
イ
ツ
で
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
首
相
に
任
命
さ
れ
た
の
も
こ
の
月
で
し
た
。
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