
ベ
ル
グ
ソ
ン

淡
野
安
太
郎



凡
例本

Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
勁
草
書
房
に
よ
る
思
想
学
説
全
書
の
一
つ
と
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
紹
介
を
淡
野
安
太
郎
が
執
筆
し
た
も

の
で
あ
る
。

・
一
部
送
り
仮
名
を
訂
正
し
た
。「
拡
り
」→「
拡
が
り
」（
前
者
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
が
）、「
間
違
い
」（「
い
」の
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
っ

た
）。「
潑
」
→
「
溌
」、「
屢
」
→
「
屡
」

・
明
ら
か
な
誤
植
は
注
記
無
し
に
訂
正
し
た
。

・
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
。

・【
】
に
よ
る
挿
入
は
す
べ
て
作
成
者
の
も
の
で
あ
る
。
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次
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緒
言

神
秘
的
な
生
命
哲
学
、
―
―
そ
れ
が
魅
力
を
感
ぜ
し
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
一
時
ベ
ル
グ

ソ
ン
哲
学
が
流
行
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
劇
団
の
名
前
に
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
」（
生
の
躍
進
）
と
い
う
ベ

ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
主
要
な
観
念
の
一
つ
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
さ
え
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
、
こ
の
間
の
消
息
を

雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
。

し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
は
、
は
た
し
て
「
神
秘
的
な
生
命
哲
学
」
に
つ
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
命
の
深

さ
は
、
と
う
て
い
知
性
の
立
場
で
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
理
由
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
は
知
性
の

立
場
を
否
定
し
て
、
ひ
た
す
ら
神
秘
的
な
直
観
の
立
場
を
強
調
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
こ
う
い
う
観
点
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
反
主
知
主
義
的
性
格
が
批
判
の
対
象
と

な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
た
し
か
に
全
然
無
根
拠
と
い
う
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
と
い

う
の
は
、
少
く
と
も
比
較
的
初
期
の
著
作
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
対
象
を
た
だ
外
か
ら
眺
め
て
分
析
0

0

ば
か
り

を
行
う
科
学
的
研
究
に
よ
っ
て
は
、
決
し
て
事
物
の
真
相
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
て
、

対
象
そ
の
も
の
と
一
つ
に
な
っ
て
共
感
す
る
直
観
0

0

の
重
要
性
を
繰
返
し
力
説
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
の
ど
の
一
つ
と
し
て
、
実
証
的
な
科
学
研
究
の
成
果
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
こ
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緒 言

と
な
し
に
書
か
れ
た
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
の
書
い
た
も
の
を
丹
念
に
読
む
な
ら
ば
、
誰

し
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
科
学
と
哲
学
と
が
む
し
ろ
一
つ
に
と
け
合
っ
て
、
そ
の
思
索
の
原
動
力
と
な
っ
て

い
る
こ
と
を
感
ぜ
ず
に
は
お
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
晩
年
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
『
フ
ラ
ン
ス
科
学
』
の
再
版
に
お
い
て

彼
自
身
が
試
み
た
企
を
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
形
而
上
学
を
経
験
の
地
盤
の
上
へ
持
ち
来
た
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
実
証
主
義
（Le positivism

e m
étaphysique

）
と
も
い
う
べ
き
方
向
に
自
己
の
思

想
を
具
体
化
す
る
こ
と
。

形
而
上
学
的
実
証
主
義
、
―
―
こ
れ
は
異
様
に
響
く
か
も
知
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
形
而
上
学
は
文
字
通
り
形

を
超
え
た
高
い
と
こ
ろ
に
う
ち
立
て
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
実
証
主
義
は
地
に
つ
い
た
具
体
的
な
経
験
と
密
着
し

た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
見
離
れ
離
れ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
の
二
つ
の
も
の
を
結
び
つ
け
る
こ

と
こ
そ
、ベ
ル
グ
ソ
ン
の
念
願
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。

「
一
つ
の
観
念
を
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
た
や
す
い
。
難
事
は
む
し
ろ
必
要
な
と
こ
ろ
で
演
繹
を

と
ど
め
、
諸
特
殊
科
学
の
研
究
と
ま
た
絶
え
ず
実
在
と
接
触
を
保
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
観
念
を
適
当
に
屈
曲

せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
、」
と
。

か
く
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
単
に
一
般
的
な
理
論
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
特
殊
的
な
事
実
に
つ
い
て
も

具
体
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
哲
学
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
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の
哲
学
は
、
実
証
科
学
と
同
じ
精
密
さ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
科
学
と
同
じ
様
に
、
哲
学
は
ひ
と
た
び

獲
得
さ
れ
た
結
果
を
次
々
に
附
け
加
え
つ
つ
、
絶
え
ま
な
く
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
か

く
し
て
―
―
決
し
て
語
学
大
集
成
（une grande synthèse

）
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど

も
―
―
や
は
り
一
つ
の
大
き
な
綜
合
的
な
努
力
（un grand effort synthétique

）
な
の
で
あ
る
。」（La Science 

Française, 2e édition, 1933, pp. 19-20.

）

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
・
極
め
て
豊
か
な
実
証
科
学
の
研
究
成
果
を
と
り
入
れ

た
・
丹
念
な
哲
学
的
思
索
の
展
開
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
こ
と
は
、
こ
う
い
う
書
物
の
性
質
上
、
遺
憾
な
が
ら
断

念
し
て
、
た
だ
「
科
学
と
哲
学
と
の
関
係
」
に
重
点
を
お
き
な
が
ら
、
そ
の
片
鱗
を
彷
彿
さ
せ
る
こ
と
で
満
足
す

る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
こ
の
小
著
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
を
あ
ら
た
め
て
見
直
し
、
そ
れ
に
よ
っ

て
わ
が
国
に
お
け
る
哲
学
の
在
り
方

0

0

0

0

0

0

を
根
本
的
に
反
省
す
る
気
運
を
酸
成
す
る
こ
と
に
少
し
で
も
貢
献
す
る
こ
と

が
で
き
る
な
ら
ば
、
著
者
の
さ
い
わ
い
こ
れ
に
過
ぎ
る
も
の
は
な
い
。

昭
和
三
十
三
年
春

東
京
・
幡
力
谷
に
て

淡
野
安
太
郎
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序 章 　 生 涯

序
章　

生
涯

イ
、
修
学
時
代

一
九
三
七
年
の
七
月
に
開
催
さ
れ
た
―
―
デ
カ
ル
ト
の
『
方
法
叙
説
』
公
刊
三
百
年
記
念
の
―
―
会
議
に
送
っ

た
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
中
で
、
当
時
既
に
七
十
七
歳
の
高
齢
に
達
し
て
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、「
思
索
す
る
人
と
し
て

行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
行
動
す
る
人
と
し
て
思
索
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
旨
、
哲
学
者
に
対
し
て
の
み
な

ら
ず
一
般
人
に
対
し
て
も
訴
え
て
い
る
。
亡
く
な
る
三
年
半
前
に
表
明
さ
れ
た
・
こ
の
最
も
単
純
な
・
最
も
デ
カ

ル
ト
的
な
モ
ッ
ト
ー
こ
そ
は
、ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
涯
を
一
貫
し
て
変
ら
な
か
っ
た
彼
の
信
条
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

パ
リ
の
ガ
ー
ゼ
ジ
ュ
ー
ル
通
四
七
番
地
の
前
に
は
一
枚
の
大
理
石
の
板
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
「
フ
ラ
ン
ス

の
哲
学
者
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
こ
で
生
活
し
・
そ
し
て
死
亡
し
た
」（ici vécut et m

ourut le philosophe 

français H
enri B

ergson

）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
血
統
か
ら
い
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
遠
く
離
れ
た
ポ
ー
ラ
ン
ド

の
ユ
ダ
ヤ
系
で
は
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
生
れ
、
フ
ラ
ン
ス
を
心
か
ら
愛
し
、
フ
ラ
ン
ス
に
大
き
な
貢
献
を
も
た

ら
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
確
に
「
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
」
な
の
で
あ
る
。
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音
楽
の
天
分
に
恵
ま
れ
て
い
た
父M

ichael B
ergson

は
、
若
く
し
て
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
離
れ
て
、
ド
イ
ツ
、
イ

タ
リ
ー
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
音
楽
研
究
の
旅
を
続
け
な
が
ら
、
一
人
の
イ
ギ
リ
ス
婦
人
と
結
婚
し
て
、
四
男
三
女
を

設
け
た
の
で
あ
る
が
、
わ
が
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
一
八
五
九
年
十
月
十
八
日
パ
リ
で
そ
の
次
男
と
し
て
生
れ

た
の
で
あ
る
。
四
年
後
、
父
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
の
音
楽
学
校
教
授
に
任
命
さ
れ
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
な
ど
も
す

る
よ
う
に
な
っ
た
関
係
か
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
一
家
は
ス
イ
ス
に
引
越
す
こ
と
に
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
シ
ョ
パ
ン
の

流
れ
を
く
む
・
こ
の
す
ぐ
れ
た
作
曲
家
の
生
活
も
、
子
沢
山
の
た
め
に
決
し
て
ら
く
で
は
な
か
っ
た
、
と
伝
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
生
活
苦
の
重
荷
を
母
ベ
ル
グ
ソ
ン
夫
人
も
共
に
背
負
い
つ
つ
、
し
か
し
な
が
ら
心
は
あ
く
ま
で

も
イ
ギ
リ
ス
人
で
あ
っ
た
夫
人
は
、
子
供
た
ち
に
対
し
て
い
つ
も
英
語
で
話
し
・
英
語
で
書
く
こ
と
を
や
め
な
か

っ
た
。
感
情
の
純
潔
・
ユ
ー
モ
ア
の
感
覚
・
上
品
な
趣
味
・
実
際
的
で
し
か
も
同
時
に
理
想
主
義
的
な
精
神
、
―

―
こ
れ
ら
の
イ
ギ
リ
ス
的
特
性
は
、
母
親
に
よ
っ
て
特
に
次
男
の
ア
ン
リ
に
は
根
強
く
植
え
つ
け
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

一
八
六
六
年
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
一
家
は
再
び
パ
リ
に
住
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ア
ン
リ
は
一
八
六
八
年
の
十

月
か
ら
七
八
年
の
七
月
ま
で
の
十
年
間
、コ
ン
ド
ル
セ
高
等
中
学
校（Lycée C

ondorcet

）で
学
ぶ
こ
と
と
な
っ
た
。

早
く
か
ら
英
才
を
認
め
ら
れ
て
給
費
学
生
に
な
っ
て
い
た
ア
ン
リ
は
、
或
る
イ
ス
ラ
エ
ル
塾
に
入
れ
て
貰
っ
て
い

た
た
め
に
、
そ
の
後
ま
も
な
く
ベ
ル
グ
ソ
ン
一
家
が
ロ
ン
ド
ン
ヘ
引
越
す
こ
と
に
な
っ
て
も
、
ア
ン
リ
だ
け
は
パ
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序 章 　 生 涯

リ
に
残
っ
て
勉
学
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
間
、
兄
弟
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
異
る
道
を
歩
む
こ
と

と
な
っ
た
（
一
人
は
銀
行
員
、
も
う
一
人
は
会
社
員
、
更
に
も
う
一
人
は
仮
名
の
下
に
役
者
に
な
っ
た
。
二
人
の

姉
は
イ
ギ
リ
ス
で
結
婚
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
人
は
す
ぐ
れ
た
画
才
を
恵
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
作
に

成
る
老
夫
人
の
版
画
は
、
今
日
な
お
ガ
ー
ゼ
ジ
ュ
ー
ル
通
の
家
の
食
堂
に
飾
ら
れ
て
い
る
。
三
番
目
の
姉
は
生
涯

結
婚
せ
ず
に
、
一
八
九
八
年
寡
婦
と
な
っ
た
母
親
の
も
と
に
留
ま
り
、
フ
ォ
ー
ク
ス
ト
ー
ン
に
隠
居
し
て
か
ら
は
、

イ
ギ
リ
ス
文
学
の
様
子
を
刻
々
知
ら
せ
る
長
文
の
手
紙
を
ア
ン
リ
に
書
き
送
っ
た
り
な
ど
し
な
が
ら
、
九
十
八
才

の
長
寿
を
全
う
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
結
局
ア
ン
リ
・
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
「
七
人
き
ょ
う
だ
い
」
の
う
ち
で
一

番
あ
と
ま
で
残
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

コ
ン
ド
ル
セ
高
等
中
学
校
に
残
っ
て
い
る
記
録
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
こ
の
学
校
に
在
学
中
、
ラ
テ
ン
語
・

ギ
リ
シ
ャ
語
・
数
学
・
作
文
・
哲
学
・
英
語
・
自
然
科
学
・
歴
史
地
理
な
ど
の
各
科
目
に
わ
た
っ
て
、
学
校
内
外

か
ら
無
数
の
賞
を
授
与
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
一
八
七
八
年
三
月
一
日
附
で
、
ル
グ
ラ
ン
（Legrand

）
校
長

は
次
の
様
な
要
旨
の
内
申
書
を
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
ペ
リ
ュ
ー
ル
（
師
範
大
学
）
宛
に
送
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

哲
学
の
造
詣
が
深
く
、
貴
校
へ
進
学
を
志
望
し
て
い
る
学
生
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、
十
分
な
学
業
能
力
を
も
っ

て
い
る
こ
と
を
、
私
は
保
証
い
た
し
ま
す
。
一
八
七
五
年
の
一
般
コ
ン
ク
ー
ル
で
レ
ト
リ
ッ
ク
の
名
誉
賞
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を
授
与
さ
れ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
現
在
本
校
に
お
け
る
最
も
優
秀
な
学
生
で
あ
り
ま
す
。

公
文
書
と
も
な
れ
ば
右
の
様
な
無
味
乾
燥
な
記
述
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
代
の
同
窓

で
あ
っ
た
ル
ネ
・
ド
ゥ
ミ
ッ
ク
（R

ené D
oum

ic

）
は
、
一
九
一
八
年
三
月
二
十
四
日
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
フ
ラ
ン
ス

学
士
院
へ
迎
え
入
れ
る
に
当
っ
て
行
っ
た
演
説
の
中
で
、
四
十
年
以
上
前
の
記
憶
を
よ
び
起
し
な
が
ら
、
次
の
様

に
述
べ
て
い
る
。

…
…
あ
の
頃
か
よ
わ
い
青
年
で
あ
っ
た
君
の
姿
が
、
今
私
の
前
に
浮
ん
で
来
ま
す
。
身
丈
は
高
く
す
ら
り

と
し
て
、
こ
こ
ろ
も
ち
ゆ
ら
つ
い
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
は
え
も
い
わ
れ
ぬ
魅
力
が
あ
り

ま
し
た
。
し
か
も
額
は
目
立
っ
て
広
く
ふ
く
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
こ
の
広
々
と
し
た
額
の
ア
ー
ケ
ー
ド
の

下
に
は
、
一
寸
驚
い
た
よ
う
な
眼
が
あ
っ
て
、
瞑
想
的
な
人
に
見
ら
れ
る
み
つ
め
方
を
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
決
し
て
欺
く
こ
と
の
な
い
眼
差
し
は
、
や
や
曇
り
を
帯
び
て
内
へ
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
多
分
に

し
と
や
か
さ
を
伴
っ
た
ま
じ
め
さ
、
ほ
は
え
む
重
々
し
さ
、
わ
ざ
と
ら
し
か
ら
ぬ
単
純
さ
、
身
に
つ
い
た

慎
ま
し
や
か
さ
、
そ
し
て
実
に
上
品
な
物
腰
！　

君
は
あ
ま
り
し
ゃ
べ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
そ
の
声
は

明
晰
で
お
ち
つ
い
て
い
ま
し
た
。
相
手
の
意
見
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
場
合
な
ど
特
に
、
君
は

決
し
て
そ
の
急
所
を
つ
く
と
い
う
仕
方
で
は
な
く
、
静
か
な
謙
遜
な
態
度
を
持
し
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
な

礼
儀
正
し
い
生
徒
を
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
…
…
わ
た
く
し
た
ち
は
、
君
を
わ
れ
わ
れ
と
は
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多
少
違
う
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
「
よ
そ
よ
そ
し
い
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
君
は
決
し
て
そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
た
だ
む
し
ろ
、「
と
び
抜
け
て

卓
越
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
君
と
い
う
人
間
全
体
か
ら
一
種
独
特
の
誘
惑
の
よ
う
な
も
の

が
発
散
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
地
味
な
―
―
秘
め
ら
れ
た
、
と
さ
え
も
い
い
得
る
よ
う
な—

—

一
つ
の

魅
力
で
し
た
。

一
八
七
八
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
三
番
の
成
績
で
入
学
し
た
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
ペ
リ
ュ
ー
ル
で

は
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
（Ém

ile D
urkheim

, 1858-1917

）
が
既
に
相
当
派
手
に
衆
望
を
集
め
て
い
た
が
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
は
好
ん
で
孤
独
を
楽
し
ん
で
、
彼
の
「
仕
事
場
」
で
あ
る
図
書
館
に
と
じ
こ
も
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
実
際
ま

た
、
図
書
館
の
司
書
補
に
し
て
貰
っ
て
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
と
し
て
は
、
級
友
た
ち
が
図
書
館
へ
来
て
予
習
を
し

て
い
る
の
を
じ
っ
と
眺
め
な
が
ら
、
自
席
に
ポ
ツ
ン
と
座
っ
て
い
る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
ベ

ル
グ
ソ
ン
が
黙
々
と
し
て
読
み
耽
っ
た
の
は
、
十
年
あ
ま
り
前
に
出
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
第
一
原
理
』（Spencer: 

First Principles, 1867

）
で
あ
っ
て
、
教
授
た
ち
か
ら
の
直
接
の
影
響
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
或
る

場
合
に
は
む
し
ろ
、
反
対
の
効
果
を
及
ぼ
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
ブ
ー
ト
ゥ
ル
ー
（Ém

ile 

B
outroux, 1845-1921

）
は
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
で
ツ
ェ
ラ
ー
（Eduard Zeller, 1814-1908

）
や
フ
ィ
ッ
シ
ェ

ル
（K

uno Fischer, 1824-1907

）
に
学
ん
で
、
カ
ン
ト
主
義
に
す
っ
か
り
か
ぶ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
ベ
ル
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グ
ソ
ン
は
逆
に
級
友
た
ち
か
ら
「
反
カ
ン
ト
派
」（l’anti-K

antien

）
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
い
う
。
当
時
の
ベ
ル

グ
ソ
ン
は
―
―
仲
間
の
間
で
は
―
―
実
証
主
義
者
と
し
て
、
時
に
は
唯
物
論
者
と
し
て
さ
え
、
通
用
し
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

一
八
八
一
年
高
等
教
員
採
用
国
家
試
験
（l’agrégation

）
の
際
、「
現
代
心
理
学
の
価
値
如
何
？
」
と
い
う
題

目
を
引
き
あ
て
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、単
に
現
代
心
理
学
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
心
理
学
一
般
を
攻
撃
し
た
た
め
に
、

そ
れ
を
出
題
し
た
当
の
試
験
官
の
非
常
な
不
興
を
買
っ
た
け
れ
ど
も
、
審
査
委
貝
会
を
主
宰
し
て
い
た
ラ
ヴ
ェ
ッ

ソ
ン
（Félix R

avaisson-M
olien, 1813-1900

）
に
は
高
く
評
価
せ
ら
れ
て
二
番
の
成
績
で
パ
ス
す
る
こ
と
が
で

き
た
。
時
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
二
十
二
歳
。
以
来
十
六
年
間
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
中
等
教
育
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。

ロ
、
高
等
中
学
校
の
教
師
の
時
代

一
八
八
一
年
十
月
五
日
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
ア
ン
ジ
ュ
ー
（A

ngers

）
の
高
等
中
学
校
の
教
師
に
、
更
に
翌
年
四

月
四
日
に
は
高
等
女
学
校
の
教
師
に
任
命
せ
ら
れ
た
。
そ
の
担
当
科
目
は
、
男
子
の
学
校
で
は
「
哲
学
」、
女
子

の
学
校
で
は
「
文
学
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
動
機
と
な
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
は
じ
め
て
婦
人
問
題
に
関
心
を

も
つ
よ
う
に
な
り
、「
婦
人
に
味
方
す
る
哲
学
者
」（les philosophes pour dam

es

）
の
中
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
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に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
女
生
徒
の
方
も
ま
た
、
二
十
二
歳
の
青
年
教
師
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
は
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ

た
ら
し
く
、
当
時
生
徒
で
あ
っ
た
マ
テ
ィ
ル
ド
・
ア
ラ
ニ
ッ
ク
夫
人
は
一
九
三
二
年
、
五
十
年
前
の
記
憶
を
想
い

起
し
な
が
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
「
う
っ
と
り
さ
せ
る
人
」
と
名
づ
け
て
次
の
様
に
な
つ
か
し
ん
で
い
る
。（M

m
e 

M
athilde A

lanic: L’enchanter. R
evue d’A

njou, 1932.

）

辷
る
様
に
速
い
歩
調
で
部
屋
を
横
ぎ
っ
て
、
教
壇
の
椅
子
に
つ
か
れ
る
と
先
生
は
、
い
つ
も
う
つ
む
き
加

減
に
ま
ぶ
た
を
伏
せ
な
が
ら
、
ふ
く
れ
上
っ
た
折
鞄
の
中
か
ら
数
冊
の
書
物
を
縁
の
テ
ー
ブ
ル
・
ク
ロ
ー

ス
の
上
へ
と
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
恐
ら
く
青
年
ら
し
い
は
に
か
み
が
ま
だ
幾
分
か
残
っ
て
い
て
、
そ
う
さ

せ
た
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
華
車
な
口
も
と
に
は
、
た
め
ら
う
よ
う
な
ほ
ほ
え
み
が
漂
っ
て
い
ま
し
た
。

突
如
と
し
て
眼
が
見
開
か
れ
る
と
、
そ
の
青
み
が
か
っ
た
光
の
中
で
、
快
活
な
火
花
が
躍
っ
て
い
る
よ

う
で
し
た
。
や
が
て
身
軽
に
立
ち
上
ら
れ
た
先
生
は
、
い
ん
ぎ
ん
に
礼
を
さ
れ
て
、
そ
し
て
「
皆
さ
ん
」

（M
esdem

oiselles

）
と
い
う
言
葉
で
、
は
じ
め
ら
れ
る
の
で
し
た
。
そ
の
音
楽
的
に
や
わ
ら
か
な
・
は
っ

き
り
し
た
声
が
響
き
は
じ
め
る
と
、
演
説
者
に
見
ら
れ
る
あ
の
よ
く
動
く
顔
つ
き
が
次
第
に
こ
わ
ば
っ
て

来
て
、
そ
の
眼
は
専
ら
内
に
向
け
ら
れ
て
、
ひ
た
す
ら
思
索
の
流
動
を
追
っ
て
行
く
よ
う
で
し
た
。
し
か

も
話
し
て
い
ら
れ
る
の
は
、
ご
く
若
い
か
た
な
の
で
す
。
二
十
二
歳
位
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
一

種
不
思
議
な
威
光
が
そ
の
か
た
を
包
ん
で
い
て
、
独
特
の
権
威
を
与
え
て
い
ま
し
た
。
そ
の
上
品
な
顔
つ
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き
の
魅
力
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
か
た
は
聴
講
す
る
娘
た
ち
に
こ
こ
ろ
か
ら
尊
敬
の
念
を
起
さ
せ
て
、
自
分

た
ち
か
ら
は
全
く
か
け
離
れ
た
・
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
全
く
の
精
」（tout esprit

）
の
よ
う
に
思
わ

せ
た
の
で
し
た
。

一
八
八
三
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
サ
リ
（Jam

es Sully, 1842-1923

）
の
『
錯
覚
、―
―
心
理
学
的
研
究
』（Illusions, 

a Psychological Study, 1881

）
を
『
感
覚
と
精
神
の
錯
覚
』（Les illusions des sens et de l'esprit

）
と
い
う
書

名
に
し
て
匿
名
で
翻
訳
し
て
い
る
。
サ
リ
は
後
に
ロ
ン
ド
ン
大
学
教
授
に
な
っ
た
人
で
、
哲
学
者
と
い
う
よ
り
は

む
し
ろ
科
学
的
観
察
家
と
し
て
、
生
物
学
的
・
人
種
学
的
・
社
会
学
的
な
実
験
的
方
法
を
以
て
「
笑
い
」
を
研
究

し
、
一
九
〇
二
年
に
は
『
笑
い
に
つ
い
て
の
試
論
』（A

n Essay on Laughter

）
を
公
に
し
た
人
で
あ
る
が
、
ベ

ル
グ
ソ
ン
が
当
時
右
に
あ
げ
た
サ
リ
の
書
物
に
興
味
を
も
っ
た
の
は
、
そ
の
中
で
「
夢
」
の
問
題
が
心
理
学
的
に

取
扱
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
同
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
哲
学
の
ク
ラ
ス
の
た
め
に
『
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
の

抜
萃
』（Extraits de Lucrèce, 1883

）
を
公
刊
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
綿
密
な
註
釈
と
興
味
深
い
序
文
が
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
流
の
宇
宙
像
の
荒
涼
た
る
性
格
が
指
摘
さ
れ
て
い
て
、
一
九
〇
七
年
の

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
第
三
の
主
著
『
創
造
的
進
化
』
に
先
行
す
る
一
つ
の
射
影
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
八
八
三
年
九
月
二
十
八
日
、
か
ね
が
ね
転
任
を
希
望
し
て
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
ク
レ
ー
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ

ン
（C

lerm
ont-Ferrand

）
の
「
ブ
レ
イ
ズ
・
パ
ス
カ
ル
高
等
中
学
校
」
の
教
師
に
任
命
さ
れ
、
そ
こ
で
み
の
り
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豊
か
な
五
年
間
を
過
す
こ
と
に
な
っ
た
。
先
ず
四
ヵ
月
経
っ
た
ば
か
り
の
翌
年
二
月
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
ク
レ
ー
ル

モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
大
学
の
講
堂
で
「
笑
い
、―
―
何
に
つ
い
て
ひ
と
は
笑
う
の
か
、な
ぜ
ひ
と
は
笑
う
の
か
、」（Le 

rire. D
e quoi rit-on? Pourqui rit-on?

）
と
い
う
極
め
て
気
の
き
い
た
題
目
の
講
演
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
一
躍

有
名
に
な
っ
た
。
一
九
〇
〇
年「
お
か
し
み
の
意
義
に
つ
い
て
の
試
論
」と
い
う
副
題
を
つ
け
て
公
刊
さ
れ
た『
笑

い
』（Le Rire, essai sur la signification du com

ique

【"Laughter : an essay on the m
eaning of the com

ic"

】）
の
中
で
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
様
な
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

先
ず
わ
れ
わ
れ
が
注
意
を
喚
起
し
た
い
第
一
の
点
は
こ
う
で
あ
る
。
固
有
の
意
味
で
人
間
的
で
あ
る
と
い

う
こ
と
を
外
に
し
て
、
お
か
し
み
の
あ
る
も
の
は
な
い
。
景
色
が
き
れ
い
だ
と
か
、
優
美
だ
と
か
、
崇
高

だ
と
か
、
つ
ま
ら
な
い
と
か
、
或
は
汚
い
と
か
い
う
こ
と
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
景
色
が
お
か
し
い

と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
動
物
を
笑
う
こ
と
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
動
物
に
人
間

的
な
態
度
と
か
表
情
と
か
を
ふ
と
看
取
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ま
た
人
間
が
帽
子
を
笑
う
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
時
人
間
が
嘲
弄
す
る
の
は
、
フ
ェ
ル
ト
と
か
麦
わ
ら
と
か
の
品
物
で
は
な
く
し
て
、

人
々
が
そ
れ
に
与
え
た
形
で
あ
り
、
帽
子
に
そ
う
い
う
型
を
与
え
た
人
間
的
な
気
ま
ぐ
れ
で
あ
る
。
…
…

次
に
こ
れ
に
劣
ら
ず
注
意
に
値
す
る
一
つ
の
徴
侯
と
し
て
、
通
常
、
笑
い
に
伴
う
無
感
動
と
い
う
こ
と
を

指
摘
し
た
い
。
…
…
…
わ
れ
関
せ
ず
焉え
ん

が
そ
の
本
来
の
環
境
で
あ
る
。
…
…
…
わ
れ
関
せ
ず
焉
の
見
物
人



16

と
な
っ
て
、
生
に
臨
ん
で
み
た
ま
え
！　

多
く
の
ド
ラ
マ
は
喜
劇
に
変
じ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ダ
ン
ス
を

し
て
い
る
人
々
が
わ
れ
わ
れ
に
忽
ち
馬
鹿
ら
し
く
見
え
る
た
め
に
は
、
ダ
ン
ス
が
行
わ
れ
て
い
る
サ
ロ
ン

の
な
か
で
、
音
楽
の
音
に
わ
れ
わ
れ
の
耳
を
ふ
さ
ぎ
さ
え
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
ど
れ
だ
け
の
人
間
の
行

為
が
、
果
し
て
こ
う
い
っ
た
種
類
の
試
練
に
堪
え
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
う
ち
の
多
く

の
も
の
が
、
そ
れ
に
伴
う
感
情
の
音
楽
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
と
き
、
突
然
、
厳
粛
さ
か
ら
笑
い
ご
と
に
変

る
の
を
、
わ
れ
わ
れ
は
見
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
…
…

第
三
に
、
わ
れ
わ
れ
の
笑
い
は
常
に
集
団
の
笑
い
で
あ
る
。
諸
君
は
多
分
汽
車
の
中
、
或
は
食
堂
で
、
旅

行
者
た
ち
が
楽
し
そ
う
に
語
り
合
っ
て
い
る
の
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
等
が
心
か
ら
笑

っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
彼
等
に
と
っ
て
そ
の
話
は
き
っ
と
お
か
し
い
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

諸
君
が
若
し
そ
の
仲
間
で
あ
っ
た
な
ら
、
諸
君
も
彼
等
と
同
じ
様
に
、
笑
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
諸
君
は
そ
の
仲
間
に
入
っ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
、
少
し
も
笑
う
気
持
に
な
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

み
ん
な
が
説
教
を
聞
い
て
感
涙
に
む
せ
ん
で
い
る
の
に
、「
な
ぜ
あ
な
た
は
涙
を
流
さ
な
い
の
で
す
か
」
と

聞
か
れ
た
或
る
人
が
、「
私
は
こ
の
教
区
の
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答
え
た
、
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
、

笑
い
に
つ
い
て
は
一
層
真
実
で
あ
ろ
う
。
…
…
…
劇
場
に
お
い
て
、
観
客
席
が
ぎ
っ
し
り
詰
ま
っ
て
い
れ

ば
い
る
ほ
ど
、
見
物
人
の
笑
い
が
拡
が
る
こ
と
を
、
幾
度
な
ら
ず
、
ひ
と
は
い
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
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…
…
…
笑
い
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
笑
い
の
本
来
の
環
境
で
あ
る
社
会
に
、
そ
れ
を
お
い
て
み
る
必
要

が
あ
る
。
…
…
…
笑
い
は
必
ず
や
共
同
生
活
の
或
る
要
求
に
応
ず
る
も
の
に
違
い
な
い
。
笑
い
は
必
ず
や

或
る
社
会
的
意
味
を
も
っ
て
い
る
も
の
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
…
…

往
来
を
走
っ
て
い
た
男
が
、
バ
ッ
タ
リ
倒
れ
て
座
っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
。
す
る
と
通
り
が
か
り
の
人
々

が
笑
う
。
若
し
そ
の
人
が
急
に
出
来
心
で
地
上
に
座
る
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
人
々
は
そ
の
人
を
笑
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
が
心
に
も
な
く

0

0

0

0

0

座
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
、
人
々
は
笑
う
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
笑
い
を
催
さ
せ
る
も
の
は
彼
の
態
度
の
単
な

る
急
激
な
変
化
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
変
化
の
中
に
あ
る
不
本
意
な
も
の
で
あ
り
、
不
器
用
な
の
で
あ
る
。

…
…
す
な
わ
ち
、
注
意
深
い
し
な
や
か
さ
と
生
き
た
屈
伸
性
と
が
あ
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
に
、
一
種
の
機

械
的
な
こ
わ
ば
り
が
あ
る
点
が
、
―
―
一
種
の
自
動
現
象
（autom

atism
e

）
が
―
―
笑
い
の
対
象
と
な
る

の
で
あ
る
。
…
…
こ
れ
を
法
則
化
す
れ
ば
、
次
の
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

人
間
の
か
ら
だ
の
態
度
、身
振
り
・
そ
し
て
運
動
は
、単
な
る
機
械
を
お
も
わ
せ
る
程
度
に
正
比
例
し
て
、

笑
い
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
社
会
に
移
せ
ば
、「
自
動
的
な
規
則
ず
く
め
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
或
る
商
船
が
デ
ィ

エ
ッ
プ
の
近
海
で
難
破
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
数
名
の
乗
客
が
や
っ
と
の
こ
と
で
ボ
ー
ト
へ
救
い
上
げ
ら
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れ
た
時
、
救
助
に
赴
い
て
い
た
税
関
吏
は
、
ま
っ
先
き
に
次
の
様
に
た
ず
ね
た
と
い
う
。「
申
告
を
要
す
る

も
の
は
、
何
も
携
帯
し
て
い
ま
せ
ん
ね
。」
…
…

か
く
し
て
喜
劇
は
、
生
け
る
人
間
を
一
種
の
か
ら
く
り
人
形
の
様
に
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
そ

こ
ま
で
行
か
な
く
と
も
、
人
間
に
と
っ
て
は
精
神
的
な
も
の
が
本
義
と
な
っ
て
い
る
筈
で
あ
る
か
ら
、
精

神
的
な
も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
際
に
、
注
意
が
肉
体
的
な
も
の
に
連
れ
戻
さ
れ
る
だ
け
で
も
、
お
か

し
さ
が
忍
び
込
ん
で
来
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、次
の
様
な
弔
詞
の
一
節
な
ど
は
、そ
の
適
例
で
あ
ろ
う
。

「
故
人
は
徳
も
高
く
、
ま
た
丸
々
と
太
っ
て
も
い
ら
れ
ま
し
た
。」
…
…

実
際
、
喜
劇
の
中
で
登
場
し
て
来
る
人
物
は
、
人
間
の
人
間
ら
し
い
性
格
と
し
て
の
個
性
と
い
う
も
の
を

も
っ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
悲
劇
の
主
人
公
が
つ
ね
に
唯
一
無
二
の
個
性
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
喜

劇
作
品
の
表
題
が
「
人
間
嫌
い
、」「
守
銭
奴
、」「
賭
博
者
、」「
う
っ
か
り
者
」
等
等
の
類
（
ジ
ャ
ン
ル
）

の
名
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
深
長
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
喜
劇
的
人
物
と
い
う

も
の
は
―
―
殆
ん
ど
個
性
を
も
た
な
い
―
―
或
る
タ
イ
プ

0

0

0

な
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、
或
る

タ
イ
プ
に
類
似
し
て
い
る
も
の
は
、
多
少
と
も
喜
劇
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
…
…

わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
お
い
て
、
他
人
と
触
れ
合
う
こ
と
を
心
懸
け
な
い
で
、
た
だ
自
分
だ
け
の
道
を
―
―

夢
見
て
い
る
か
の
様
に
―
―
自
動
的
に
辿
っ
て
行
く
人
物
は
滑
稽
で
あ
る
。
こ
の
社
会
生
活
に
対
す
る
こ0
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わ
ば
り

0

0

0

を
し
な
や
か
に
矯
正
す
る
と
こ
ろ
に
、
笑
い
の
社
会
的
役
割
が
あ
る
。
…
…

笑
い
は
何
よ
り
も
先
ず
矯
正
で
あ
る
。
屈
辱
を
与
え
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
笑
い
は
、
笑
い
の
的
と
な
る

人
間
に
つ
ら
い
思
い
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
は
笑
い
に
よ
っ
て
、
人
が
社
会
に
対
し
て
振
舞
っ

た
勝
手
な
行
動
に
、
復
讐
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
は
全
く
ひ
と
り
で
に
発
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
っ

ぺ
い
返
し
の
反
撃
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
都
度
ど
こ
に
あ
た
る
か
を
見
定
め
て
い
る
暇
は
な
い
。
…
…
そ

の
意
味
に
お
い
て
、
笑
い
は
絶
対
に
正
し
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
た
、
必
ず

し
も
親
切
な
も
の
で
も
な
い
。
…
…
し
か
し
他
の
場
合
と
同
じ
様
に
、
こ
こ
で
も
、
自
然
は
善
の
た
め
に

悪
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。

一
九
〇
〇
年
の
『
笑
い
』
は
、『
パ
リ
評
論
』（R

evue de Paris

）
の
一
八
九
九
年
二
月
一
日
・
十
五
日
・
三
月

一
日
の
三
号
に
わ
た
っ
て
発
表
さ
れ
た
三
つ
の
論
説
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
一
八
八
四
年
の
二
月
に
そ
の

ま
ま
の
も
の
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
決
し
て
講
演
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
大
体
そ
れ
に
似
た
よ
う
な
考
え
を
話

し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
し
、
ま
た
そ
の
内
容
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
独
創
性
を
遺
憾
な
く
あ
ら
わ
す

も
の
で
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
翌
一
八
八
五
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
二
十
六
歳
の
若
さ
で
ク
レ
ー
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
大

学
の
講
師
を
委
嘱
さ
れ
、
更
に
一
八
八
六
年
の
十
二
月
に
は
「
教
育
功
労
勲
章
」（les palm

es académ
iques

―

―
椰
子
の
葉
と
月
桂
樹
の
葉
を
配
し
た
栄
誉
の
象
徴
）
を
授
与
さ
れ
て
も
、
異
と
す
る
も
の
は
誰
も
な
か
っ
た
の
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で
あ
る
。

一
八
八
六
年
十
一
月
号
の
『
哲
学
評
論
』（R

evue Philosophique

）
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、「
催
眠
状
態
に
お
け

る
無
意
識
の
真
似
に
つ
い
て
」（D

e la sim
ulation inconsciente dans l’etat d’hypnose

）
と
い
う
論
文
を
発
表

し
て
い
る
。
こ
れ
は
僅
か
六
頁
ば
か
り
の
短
い
論
文
で
は
あ
る
が
、
二
年
後
に
ド
ク
ト
ル
論
文
と
し
て
結
実
し
た

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
当
時
に
お
け
る
学
問
上
の
関
心
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う

に
、
大
学
に
入
学
し
て
以
来
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
を
熱
心
に
研
究
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
「
時
間
」

の
観
念
に
ぶ
っ
つ
か
っ
て
、
つ
ま
ず
い
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。　

―
―
時
間
と
は
何
か
？　

時
間
は
空
間

の
様
に
測
定
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
？
時
間
を
空
間
と
同
じ
様
に
考
え
る
こ
と
は
、
時
間
を
無
限
に
分
割

さ
れ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
（Zenon, B

. C
. 490-

430

）
の
詭
弁
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
様
に
、
運
動
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か※

？

※　

或
る
物
体
が
一
定
の
距
離
を
運
動
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
そ
の
半
分
の
距
離
の
点
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
達
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
に
是
非
と
も
そ
の
半
分
だ
け
運
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の

様
に
し
て
極
る
と
こ
ろ
な
く
、
一
定
の
距
離
を
運
動
す
る
た
め
に
は
無
限
数
の
点
を
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
明
か
に
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ゼ
ノ
ン
は
運
動
を
否
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
八
八
八
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
提
出
し
た
ラ
テ
ン
語
の
副
論
文
（Q

uid A
ristotelers de loco senserit

）
は
、
右



21

序 章 　 生 涯

の
ゼ
ノ
ン
の
詭
弁
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
与
え
た
解
答
に
つ
い
て
研
究
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、「
時
間
と

自
由
意
志
」
の
問
題
を
主
題
と
す
る
主
論
文
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』（Essai sur 

les données im
m

édiates de la conscience, 1889

）
と
表
題
は
一
見
無
関
係
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
根

本
に
お
い
て
は
一
つ
に
つ
な
が
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
学
位
論
文
公
開
審
査
の
席
上

に
お
い
て
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
審
査
員
の
質
問
・
反
論
に
対
し
て
堂
々
た
る
弁
論
を
展
開
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ

っ
て
、
一
八
九
〇
年
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
の
年
報
は
、「
洞
察
が
精
緻
で
鋭
い
心
理
学
者
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
『
意

識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
に
お
い
て
、
す
ば
ら
し
い
分
析
の
能
力
を
発
揮
し
た
、」
と
い

う
記
録
を
残
し
て
い
る
の
で
あ
る※
。

※　

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
相
手
に
よ
っ
て
は
随
分
峻
烈
な
皮
肉
を
あ
び
せ
か
け
た
ら
し
く
、
後
年
二
人
の
女
性
フ
ァ
ン
が
ベ

ル
グ
ソ
ン
に
対
し
て
彼
の
哲
学
を
簡
単
な
言
葉
で
要
約
し
て
頂
き
た
い
と
懇
請
し
た
の
に
対
し
て
、
次
の
様
に
答
え

た
と
い
う
。「
私
は
時
間
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
空
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
た
の
で
す
。」

一
八
八
八
年
九
月
パ
リ
の
ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン（Louis-le-G

rand

）高
等
中
学
校
に
任
命
さ
れ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、

更
に
ロ
ラ
ン
学
院
（C

ollège R
ollin

）
を
経
て
、
一
八
九
〇
年
に
は
ア
ン
リ
四
世
（H

enri IV

）
高
等
中
学
校
に

任
命
さ
れ
、
そ
こ
で
一
八
九
八
年
ま
で
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
間
、
一
八
九
一
年
（
ベ
ル
グ
ソ
ン
三
十
二

歳
の
峙
）
に
十
九
歳
の
ル
イ
ズ
・
ニ
ュ
ー
ブ
ュ
ル
ジ
ェ
嬢
（M

lle Louise N
euburger

）
と
結
婚※

。
一
八
九
四
年
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ソ
ル
ボ
ン
ヌ
の
古
代
哲
学
の
教
授
ヴ
ァ
ダ
ン
グ
ト
ン
（C

harles W
addington, 1819-1914

）
が
停
年
退
職
し
た
の

で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
後
任
候
補
た
ら
ん
と
し
て
申
し
出
た
け
れ
ど
も
、
教
授
会
か
ら
は
全
然
問
題
に
さ
れ
な

か
っ
た
。
こ
の
蹉
跌
後
、
ボ
ル
ド
ー
の
大
学
か
ら
招
聘
さ
れ
た
が
、
こ
ん
ど
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
こ
と
わ
っ
た
。

※ 

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
家
庭
は
非
常
に
う
る
わ
し
く
、
休
暇
は
必
ず
家
族
揃
っ
て
一
緒
に
過
す
こ
と
に
し
て
い
た
と
い
う
。

一
九
二
五
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
リ
ュ
ー
マ
チ
に
か
か
っ
て
か
ら
は
、
夫
人
が
い
つ
も
代
筆
を
つ
と
め
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
死
後
五
年
経
っ
て
、
一
九
四
六
年
に
夫
人
も
亡
く
な
っ
て
い
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
第
一
の
主
著
（
ド
ク
ト
ル
論
文
）
に
引
続
い
て
、
以
来
七
年
間
―
―
失
語
症
に
関
す
る
仏
・
独
・

英
の
あ
ら
ゆ
る
文
献
を
渉
臘
し
な
が
ら
―
―
た
ゆ
ま
ず
研
究
を
続
け
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
漸
く
に
し
て
第
二
の

主
著
『
物
質
と
記
憶
―
―
身
体
の
精
神
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
試
論
』（M

atière et M
ém

oire, essai sur la 

relation du corps à l'esprit, 1896

）
が
出
来
上
り
、
一
八
九
六
年
先
ず“R

evue philosophieque”

の
三
・
四
月
号

に「
記
憶
と
再
認
」と
い
う
形
で
、次
い
で“R

evue de m
étaphysique et de m

orale”

の
五
月
号
に「
知
覚
と
物
質
」

と
い
う
形
で
、
そ
れ
ぞ
れ
一
部
分
が
発
表
さ
れ
、
而
し
て
後
に
一
巻
の
書
物
と
し
て
公
刊
せ
ら
れ
た
。
あ
ま
り
に

も
専
門
的
な
こ
の
著
作
は
、
一
般
大
衆
の
評
判
を
か
ち
得
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
専
門

の
学
者
か
ら
は
高
く
評
価
せ
ら
れ
て
、
翌
一
八
九
七
年
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
（C

ollège de France

）

で
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ロ
ー
マ
の
哲
学
を
担
当
し
な
が
ら
、
し
か
も
病
気
の
た
め
長
ら
く
休
ん
で
い
た
レ
ヴ
ェ
ー
ク
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（C
harles Lévêque

）
教
授
の
代
講
者
と
し
て
指
名
せ
ら
れ
た
。
そ
し
て
九
七
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
の
最
初

の
学
期
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
様
な
題
目
の
講
義
を
行
っ
て
い
る
。

火
曜
日　

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
心
理
学

金
曜
日　
『
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
』
第
四
巻

そ
れ
か
ら
三
年
後
に
レ
ヴ
ェ
ー
ク
教
授
は
亡
く
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
な
れ
ば
、
代
講
者
は
後
継
者

に
な
る
筈
で
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
が
思
い
切
れ
な
か
っ
た
も
の
か
、
ポ
ー
ル
・
ジ
ャ
ネ
（Pual 

Janet, 1823-99

）
が
一
八
九
八
年
停
年
退
職
し
た
あ
と
の
後
任
候
補
を
申
し
出
、
こ
の
た
び
は
ブ
ー
ト
ゥ
ル
ー

（Ém
ile B

outroux, 1845-1921

）
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
称
讃
す
る
演
説
が
あ
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

念
願
は
再
び
か
な
え
ら
れ
な
か
っ
た※
。

※　

尤
も
、
ブ
ー
ト
ゥ
ル
ー
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
一
人
だ
け
を
称
讃
し
た
の
で
は
な
く
、H

annequin 

お
よ
びD

unan 

の
二

人
に
対
し
て
も
讃
辞
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
こ
の
三
人
の
誰
も
公
式
に
は
（officiellem

ent

）
候
補

者
に
な
っ
て
い
な
い
、」
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う
事
情
に
も
と
ず
く
の
か
、
―

―
今
日
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
に
残
っ
て
い
る
記
録
が
不
幸
に
し
て
極
め
て
不
完
全
で
あ
る
た
め
に
、
確
め
る
方
法
も
な
い
よ

う
で
あ
る
。（R

ose-M
arie M

ossé-B
astide: B

ergson, éducateur, p. 31.

）

し
か
し
一
八
九
八
年
二
月
二
十
四
日
附
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
母
校
で
あ
る
エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
・
シ
ュ
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ー
ペ
リ
ュ
ー
ル
の
講
師
に
任
命
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
頃
、“Journal de Saint-Pétersbourg”

の
学
芸

欄
に
毎
週
健
筆
を
揮
う
こ
と
に
よ
っ
て
パ
リ
の
文
化
人
の
間
で
人
望
の
あ
っ
た
ロ
シ
ア
系
ユ
ダ
ヤ
人
ラ
フ
ァ
ロ

ウ
ィ
ッ
チ
（R

affalovitch

）
夫
人
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
特
に
好
意
を
も
ち
は
じ
め
た
模
様
で
、
一
八
九
六
年
か
ら

一
九
一
九
年
ま
で
の
間
に
べ
ル
グ
ソ
ン
が
夫
人
に
宛
て
書
い
た
手
紙
が
、
約
六
十
も
残
っ
で
い
る
程
で
あ
る
が
、

一
八
九
九
年
に
夫
人
は
友
人
で
あ
る
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ル
ソ
ン
ヴ
ァ
ル
（A

rsonval

）
教
授

に
対
し
て
、
ヌ
ー
リ
ソ
ン
（N

ourrisson

）
教
授
の
死
亡
に
よ
っ
て
空
席
と
な
っ
て
い
る
近
代
哲
学
の
講
座
担
当

者
と
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
任
命
さ
る
べ
き
で
あ
る
旨
、
強
く
主
張
し
て
い
る
。
実
際
し
か
し
任
命
さ
れ
た
の
は
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
で
は
な
く
し
て
、社
会
学
者
の
タ
ル
ド
（Jean G

abriel Tarde, 1843-1904

）
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

ま
も
な
く
レ
ヴ
ェ
ー
ク
教
授
が
亡
く
な
っ
た
た
め
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
一
九
〇
〇
年
五
月
十
七
日
附
で
コ
レ
ー
ジ

ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
で
ギ
リ
シ
ャ
お
よ
び
ロ
ー
マ
の
哲
学
の
講
座
を
担
当
す
る
後
任
者
と
し
て
任
命
せ
ら
れ
て

い
る※

。
時
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
四
十
歳
。

※　

タ
ル
ド
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
〇
四
年
に
亡
く
な
っ
た
の
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
タ
ル
ド
が
担
当
し
て
い
た
近

世
哲
学
の
講
座
へ
変
る
こ
と
を
希
望
し
て
、
そ
れ
は
承
認
せ
ら
れ
た
。

ハ
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
の
時
代
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コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
に
な
っ
て
以
来
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
名
声
は
先
ず
フ
ラ
ン
ス
国
内
に
お

い
て
次
第
に
高
ま
っ
て
行
っ
て
、
一
九
〇
一
年
に
はl’A

cadém
ie des Sciences m

orales et polotiques

の
会
員

に
、
更
に
一
九
一
四
年
に
は
学
者
と
し
て
最
高
の
栄
誉
で
あ
るl’A

cadém
ie française

の
会
員
に
選
出
せ
ら
れ
て

い
る
。
か
よ
う
な
輝
か
し
い
華
か
さ
が
激
し
い
嫉
妬
を
あ
ふ
り
立
て
て
、
そ
の
面
か
ら
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
が
厳

し
い
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
却
っ
て
―
―
コ
レ
ー
ジ
ュ
・

ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
で
の
名
講
義
の
齎
し
た
成
功
と
相
ま
っ
て—

—

い
よ
い
よ
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
名
を
一
般
大
衆
の

間
に
ま
で
拡
め
る
こ
と
に
な
り
、
更
に
遠
く
海
外
に
ま
で
そ
の
名
を
謳
歌
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

当
時
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
講
義
を
直
接
聴
い
た
人
達
は
、
そ
の
「
泉
か
ら
わ
き
出
る
よ
う
な
み
ず
み
ず
し
さ
」（la 

fraîcheur de sources

）
に
つ
い
て
語
り
、
反
対
に
―
―
一
筋
隔
て
た
向
側
の
―
―
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
は
、「
死
ん

だ
よ
う
な
森
の
世
界
」
で
あ
り
、「
既
製
品
を
売
る
店
」
で
あ
り
、「
思
想
の
盆
栽
棚
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
旨
、
述

べ
て
い
る（B

ergson, éducateur, p. 68.

）。か
く
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
講
義
が
行
わ
れ
る
日
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・

フ
ラ
ン
ス
の
前
に
は
―
―
恰
も
オ
ペ
ラ
劇
場
の
前
の
様
に
―
―
無
数
の
高
級
車
が
並
び
、
一
九
〇
五
年
の
頃
に
は

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
が
パ
リ
の
サ
ロ
ン
の
ア
・
ラ
・
モ
ー
ド
に
な
っ
た
と
い
う
。
日
増
し
に
増
え
て
来
る
聴
講
者

が
遂
に
前
の
時
間
か
ら
空
席
を
占
拠
す
る
こ
と
を
は
じ
め
た
時
、
い
ま
ま
で
が
ら
空
き
だ
っ
た
講
堂
が
全
く
思
い

が
け
な
く
急
に
一
杯
に
な
っ
た
の
を
見
て
、
経
済
学
の
ル
ロ
ア
・
ボ
ー
リ
ュ
ー
（Pierre Paul Leroy-B

eaulieu, 
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1843-1916

）
教
授
は
驚
異
の
眼
を
み
は
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
時
間
中
も
戸
口
の
と
こ
ろ
で
は
始
終
押
し
合
い

や
口
論
が
絶
え
な
か
っ
た
ら
し
く
、
或
る
日
そ
の
う
ち
の
一
人
が
―
―
自
分
が
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
扉
が
ひ
っ

き
り
な
し
に
開
け
ら
れ
る
の
に
神
経
を
い
ら
立
た
せ
て
―
―
突
然
、
突
拍
子
も
な
い
声
を
出
し
て
叫
ん
だ
。「
ベ

ル
グ
ソ
ン
先
生
！　

こ
の
扉
は
閉
め
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。」「
確
に
、
原
理
的
に
は
ね
、」
と
ベ

ル
グ
ソ
ン
は
答
え
た
。「
し
か
し
若
し
そ
れ
が
ど
う
し
て
も
講
義
を
中
断
さ
せ
る
も
と
に
な
る
よ
う
な
ら
、
あ
け

て
お
い
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。」

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
で
行
っ
た
講
義
の
題
目
は
、
お
お
よ
そ
次
の
通

り
で
あ
る
。

一
九
〇
〇
―
一
九
〇
一

ア
フ
ロ
デ
ィ
シ
ア
ス
の
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
の
運
命
に
つ
い
て

原
因
の
観
念
に
つ
い
て

一
九
〇
一
―
一
九
〇
二

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
』
第
六
巻
第
九
章

時
間
の
観
念
の
分
析

一
九
〇
二
―
一
九
〇
三
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
フ
ィ
ジ
カ
』
第
二
章

体
系
と
の
関
係
に
お
け
る
時
間
の
観
念
の
歴
史

一
九
〇
三
―
一
九
〇
四

記
憶
に
つ
い
て
の
理
論
の
発
展

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
メ
タ
フ
ィ
ジ
カ
』
第
十
一
章

一
九
〇
四
―
一
九
〇
五

自
由
の
問
題
の
発
展
に
つ
い
て
の
研
究

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
第
一
原
理
』

一
九
〇
五
―
一
九
〇
六

こ
の
年
は
ク
ー
テ
ュ
ラ
（Louis C

outurat, 1868-1914

）
が
代
っ
て
講
義
を
し
て
い
る
。

一
九
〇
六
―
一
九
〇
七

意
志
に
つ
い
て
の
諸
理
論

ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
心
理
学
原
理
』
の
い
く
つ
か
の
章

一
九
〇
七
―
一
九
〇
八

一
般
的
観
念
の
形
成
と
価
値
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バ
ー
ク
リ
ー
の
認
識
に
つ
い
て
の
諸
原
理

一
九
〇
八
―
一
九
〇
九

精
神
の
本
性
と
、
脳
活
動
に
対
す
る
精
神
の
関
係

バ
ー
ク
リ
ー
の
『
サ
イ
リ
ス
』

一
九
〇
九
―
一
九
一
〇

こ
の
年
は
ウ
ォ
ル
ム
ス
（R

ené W
orm

s, 1869-1926

）
が
代
っ
て
講
義
を
し
て
い
る

一
九
一
〇
―
一
九
一
一

人
格
性

ス
ピ
ノ
ー
ザ
の
『
知
性
改
善
論
』

一
九
一
一
―
一
九
一
二

進
化
の
観
念

ス
ピ
ノ
ー
ザ
哲
学
の
一
般
的
原
理

も
ち
ろ
ん
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
講
義
だ
け
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
活
動
の
凡
て
で
は
な
く
、

こ
れ
と
平
行
し
て
講
演
・
論
文
・
著
書
の
形
で
数
々
の
輝
か
し
い
業
績
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
主
要
な
も
の
だ
け

を
列
挙
す
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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「
夢
」（
一
九
〇
一
・
三
・
二
六
「
一
般
心
理
学
会
」
に
お
け
る
講
演
、
―
―
論
文
集
第
一
巻“L’énerngie spituelle”

所
収
）

「
心
身
平
行
論
と
実
証
的
形
而
上
学
」（
一
九
〇
一
・
五
・
二
「
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
」
講
演
）

「
知
的
努
力
」（
一
九
〇
二
・
一
月
号
「
哲
学
評
論
」、
―
―
・
論
文
集
第
一
巻
所
収
）

「
形
而
上
学
入
門
」（
一
九
〇
三
・
一
月
号
「
形
而
上
学
と
道
徳
学
評
論
」、
―
―
論
文
集
第
二
巻“La pensée et le 

m
ouvant”

所
収
）

「
心
身
平
行
論
」（
一
九
〇
四
・
九
月
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
お
け
る
国
際
哲
学
会
議
で
報
告
、
―
―
「
脳
と
思
想
―
―
一

つ
の
哲
学
的
錯
覚
」
と
い
う
題
名
に
改
め
て
論
文
集
第
一
巻
所
収
）

『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
―
―
第
三
の
主
著
）

「
現
在
の
記
憶
と
ま
ち
が
っ
た
再
認
」（
一
九
〇
八
・
十
二
月
号
「
哲
学
評
論
」、
―
―
論
文
集
第
一
巻
所
収
）

ニ
、
晩
年

　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
教
授
時
代
の
末
期
か
ら
晩
年
に
か
け
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
活
動
は
、
け

ん
ら
ん
た
る
国
際
色
を
以
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
も
の
は
、
そ
の
著
書
・
論
文
の

海
外
に
お
け
る
夥
し
い
翻
訳
で
あ
っ
た
。
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一
九
〇
八　
『
物
質
と
記
憶
』
の
独
訳

『
形
而
上
学
入
門
』
の
伊
訳

一
九
〇
九　
『
形
而
上
学
入
門
』
の
独
訳

一
九
一
〇　

第
一
の
主
著
の
英
訳
『
時
間
と
自
由
意
志
』

『
笑
い
』
の
ス
エ
ー
デ
ン
語
訳

一
九
一
一　
『
創
造
的
進
化
』
の
ス
エ
ー
デ
ン
語
訳

『
形
而
上
学
入
門
』
の
ス
エ
ー
デ
ン
語
訳

『
創
造
的
進
化
』
の
英
訳

『
笑
い
』
の
英
訳

『
物
質
と
記
憶
』
の
英
訳

第
一
の
主
著
の
独
訳
『
時
間
と
自
由
』

（
以
下
多
数
）

右
に
そ
の
一
部
を
列
挙
し
た
陸
続
た
る
外
国
語
へ
の
翻
訳
は
、
当
然
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
名
声
を
海
外
で
も
高
め
る

こ
と
に
な
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
、
一
九
一
一
年
の
イ
ギ
リ
ス
へ
の
最
初
の
出
張
を
皮
切
り
に
、

講
演
あ
る
い
は
講
義
の
た
め
に
、
度
々
外
国
へ
出
向
い
て
い
る
。
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一
九
一
一　

ロ
ン
ド
ン
大
学

「
霊
魂
の
本
性
に
つ
い
て
」

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学

「
変
化
の
知
覚
」（
論
文
集
第
二
巻
所
収
）

ハ
ッ
ク
ス
レ
・
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
講
演

「
生
命
と
意
識
」（
論
文
集
第
一
巻
所
収
）

一
九
一
二
―
一
九
一
三　

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
（
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
）

「
認
識
論
素
描
」

「
精
神
性
と
自
由
」

一
九
一
三　

ロ
ン
ド
ン
心
霊
研
究
会
講
演

「
生
き
た
人
の
幻
影
と
心
霊
研
究
」（
論
文
集
第
一
巻
所
収
）

一
九
一
四　

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学

「
人
格
性
の
問
題
」

ア
メ
リ
カ
滞
在
中
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
非
常
な
人
気
を
博
し
た
こ
と
、
一
九
一
三
年
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
イ
ギ
リ
ス
の

心
理
研
究
会
の
会
長
に
推
さ
れ
た
こ
と
、
更
に
一
九
一
四
年
に
は
フ
ラ
ン
ス
本
国
でl’A

cadém
ie des Sciences 
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m
orales et poliques

の
会
長
お
よ
びl’A

cadém
ie française

の
会
員※

に
選
出
さ
れ
た
こ
と
、
―
―
こ
れ
ら
は
相

合
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
名
声
を
い
よ
い
よ
絶
頂
に
ま
で
高
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
、
人
気
ス
タ
ー
に
祭
り

上
げ
ら
れ
た
煩
わ
し
さ
と
、
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
の
同
僚
の
不
愉
快
な
雰
囲
気
と
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン

を
し
て
引
退
を
決
意
さ
せ
た
ら
し
く
、
六
月
十
六
日
の
会
議
の
席
上
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
健
康
上
の
理
由
で
次
の
学

年
は
講
義
を
行
わ
な
い
旨
を
表
明
し
て

※
※

、
代
講
者
と
し
て
ル
・
ロ
ア
（Eduard Le R

oy, 1870-1954

）
を
推
薦
し

た
。
時
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
五
十
四
歳
。
そ
し
て
結
局
、
ル
・
ロ
ア
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
後
継
者
と
な
っ
た
た
め
に
、
ベ

ル
グ
ソ
ン
は
第
一
次
欧
洲
大
戦
の
戦
中
（
一
九
一
四
―
一
九
）
も
戦
後
も
、
再
び
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン

ス
で
講
義
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

※　

フ
ラ
ン
ス
学
士
院
の
会
員
は
「
不
死
の
四
十
人
」（les quarante im

m
ortels

）
と
呼
ば
れ
、
そ
の
不
滅
の
栄
誉
が

ほ
め
た
た
え
ら
れ
る
。

※
※　

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
正
式
に
辞
表
を
提
出
し
た
の
は
、
一
九
二
一
年
十
二
月
十
九
日
で
あ
る
。

し
か
し
そ
れ
は
大
学
で
定
ま
っ
た
講
義
を
も
た
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
―
―
戦
争
と
い
う

非
常
事
態
の
要
求
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
―
―
国
内
・
国
外
を
問
わ
ず
、
決
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
活
動

が
停
止
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

一
九
一
四　
「
戦
争
の
意
義
」
―
―l’A

cadem
ie des Sciences m

orales et politiques

の
十
二
月
十
二
日
の
公
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開
講
演

一
九
一
五　
「
戦
争
と
明
日
の
文
学
」
―
―
社
会
衛
生
協
会
講
演

ス
ペ
イ
ン
へ
使
節
と
し
派
遣
さ
れ
、
マ
ド
リ
ド
で
学
生
た
ち
の
た
め
に
「
哲
学
」
に
つ
い
て
講

演
を
行
う

サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧
会
に
フ
ラ
ン
ス
文
部
省
が
出
品
し
た
『
フ
ラ
ン

ス
科
学
』（La Science Française

）
の
中
で
「
哲
学
」
の
項
を
執
筆

一
九
一
七　

ア
メ
リ
カ
へ
使
節
と
し
て
派
遣
さ
る

一
九
一
八　

ア
メ
リ
カ
へ
第
二
回
目
の
使
節
と
し
て
派
遣
さ
る

一
九
一
九　

レ
ジ
ョ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
三
等
勲
章
受
領

「
人
間
の
魂
」
―
―
ス
ト
ラ
ー
ス
ブ
ー
ル
大
学
に
お
い
て
五
月
十
二
日
に
講
演

文
教
審
議
会
（C

onseil supérieur de l’Instruction publique

）
委
員

『
精
神
力
』（L’énergie spirituelle, 
―
―
論
文
集
第
一
巻
）

一
九
二
〇　
「
予
見
と
新
奇
」
―
―
九
月
二
十
四
日
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
哲
学
会
の
開
会
演
説

一
九
二
一　

十
二
月
十
一
日
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
へ
正
式
に
辞
表
提
出

一
九
二
二　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
名
誉
教
授
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戦
争
中
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、「
哲
学
者
大
使
」
と
し
て
特
に
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
ウ
イ
ル
ソ
ン
大
統
領
な
ど
と

緊
密
に
接
触
を
保
ち
な
が
ら
大
活
躍
を
し
た
こ
と
は
、
戦
後
国
際
連
盟
が
結
成
さ
れ
そ
の
諮
問
機
関
と
し
て

一
九
二
二
年
一
月
―
―
世
界
的
に
名
声
の
高
い
十
二
人
の
学
者
か
ら
成
る
―
―
「
知
的
協
力
に
関
す
る
国
際
委
員

会
」（C

. I. C
. I.

＝C
om

m
ission internationale de C

oopération intellectuelle

）
が
創
設
さ
れ
る
に
際
し
て
ベ

ル
グ
ソ
ン
を
も
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（A

lbert Einstein, 1879-1955

）

※

な
ど
と
共
に
、
そ
の
委
員
に
加
わ
ら
し
め

る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
同
年
七
月
に
開
か
れ
た
最
初
の
会
合
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
満
場
一
致
で

議
長
に
選
出
せ
ら
れ
て
い
る
。
か
よ
う
に
、
学
者
仲
間
に
お
い
て
も
、
国
際
的
な
大
き
な
役
割
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に

期
待
さ
れ
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
時
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
既
に
次
の
様
な
数
々
の
外
国
の

学
会
に
ひ
っ
ば
り
出
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ギ
ー
王
立
学
士
院
会
員

英
国
学
士
院
会
員

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
王
立
協
会
会
員

ロ
ー
マ
国
立
学
士
院
会
員

コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
王
立
科
学
協
会
会
員

ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
国
立
学
士
院
会
員
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※　

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
ド
イ
ツ
の
学
問
を
代
表
す
る
意
味
で
選
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
ド
イ
ツ
そ
の
も
の
が
国

際
連
盟
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
物
議
を
か
も
し
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
第
二
回
目
の
会
議
の
際
辞
意

を
表
明
し
て
、
そ
の
後
任
と
し
て
は
オ
ラ
ン
ダ
の
物
理
学
者
ロ
ー
レ
ン
ツ
（H

endrik A
ntoon Lorentz, 1853-1928

）

が
選
ば
れ
て
い
る
。

し
か
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
議
長
振
り
は
、
な
か
な
か
鮮
か
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
ア
ン
リ
四
世
高
等
中
学
校
時
代

の
教
え
子
で
、
た
ま
た
ま
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
い
あ
わ
せ
た
リ
ュ
シ
ェ
ー
ル
は
、
次
の
様
に
そ
の
模
様
を
伝
え
て
い

る
。
―
―
「
こ
こ
で
は
形
而
上
学
者
が
な
か
な
か
の
外
交
官
振
り
を
発
揮
し
た
。
…
…
彼
は
凡
ゆ
る
意
見
を
述
べ

さ
せ
た
。
そ
の
間
に
、
彼
を
識
る
人
達
は
彼
の
独
特
の
思
慮
深
い
輝
き
を
も
っ
た
眼
の
中
に
、
い
ろ
ん
な
意
見
の

綜
合
が
次
第
に
準
備
さ
れ
て
行
く
の
を
認
め
た
。
凡
て
の
人
が
語
り
終
っ
た
時
、
洗
練
さ
れ
た
・
す
き
と
お
っ
た

様
な
声
が
、
―
―
最
も
不
調
和
な
旋
律
が
た
ち
ま
ち
に
し
て
到
達
し
得
る
・
ま
た
到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
わ
れ
る
―
―
ま
さ
し
く
そ
う
い
う
調
子
で
、
静
け
さ
の
中
に
響
き
渡
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」（Julien Luchaire: 

B
ergson à G

enève, N
ouvelles littéraires, 15 décem

bre 1928.

）
実
際
、「
知
的
協
力
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」

の
決
議
は
、
い
つ
も
満
場
一
致
で
あ
っ
た
の
が
そ
の
特
色
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
委
員
全
部
の
議
長
に
対
す
る
満
腔

の
信
頼
と
、
そ
れ
が
か
も
し
出
し
た
善
意
に
満
ち
た
和
気
あ
い
あ
い
た
る
雰
囲
気
と
、
一
見
正
反
対
と
思
わ
れ
る

考
え
方
の
中
に
和
解
の
道
を
見
出
し
て
行
く
議
長
の
独
特
の
手
腕
と
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
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グ
ソ
ン
が
後
に
―
―
一
九
二
八
年
に
―
―
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
け
た
時
、
こ
の
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
に
お
け
る
活
動
に

よ
っ
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
貰
に
も
値
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
主
張
し
た
人
さ
え
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

し
か
も
そ
の
間
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
研
究
活
動
の
方
も
決
し
て
ゆ
る
が
せ
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
九
二
二
年
四
月
六
日
の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
に
お
い
て
「
相
対
性
理
論
に
関
す
る
覚
書
」
を
発
表
し
、
そ
れ
を
ま

と
め
て
『
持
続
と
同
時
性
、
―
―
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
に
つ
い
て
』
と
い
う
書
名
で
公
刊
し
て
い
る
。
か

く
し
て
翌
一
九
二
三
年
八
月
九
日
附
で
、
レ
ジ
ョ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
二
等
勲
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
の
は
、
決
し
て

偶
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
九
二
四
年
の
冬
に
な
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
不
幸
に
し
て
リ
ュ
ー
マ
チ
の
最
初
の
発
作
に
見
舞
わ

れ
て
、
行
動
の
自
由
を
失
い
は
じ
め
た
よ
う
で
あ
る
。
一
九
二
五
年
四
月
二
十
五
日
附
の
―
―
恐
ら
く
リ
ュ
シ
ェ

ー
ル
に
宛
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
―
―
手
紙
は
、
既
に
夫
人
の
手
で
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
頃
、
知
的
協

力
の
た
め
の
国
際
的
な
施
設
（l’Institut international de C

oopération intellectuelle

）
を
パ
リ
に
新
た
に
設
け

よ
う
と
す
る
企
劃
が
実
施
の
段
階
に
な
っ
て
行
き
悩
み
状
態
に
陥
っ
た
こ
と
を
心
痛
し
て
い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、

五
月
十
一
日
か
ら
十
三
日
ま
で
パ
リ
で
開
催
さ
れ
た
第
五
回
「
知
的
協
力
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
に
無
理
を
押

し
て
出
席
し
た
。
そ
の
席
上
ロ
ー
レ
ン
ツ
委
員
は
先
ず
―
―
凡
て
の
委
員
を
代
表
し
て
―
―
「
議
長
の
病
気
が
ひ
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き
起
し
た
非
常
な
深
い
悲
し
み
」
と
「
全
快
を
祈
る
一
同
の
心
か
ら
な
る
祈
念
」
と
を
表
明
し
て
い
る
。
そ
し
て

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
念
願
し
て
い
た
右
の
施
設
は
、
結
局
一
九
二
六
年
一
月
十
六
日
に
パ
リ
の
パ
レ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
に

落
成
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が※

、
し
か
し
残
念
な
こ
と
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
病
気
が
そ
れ
よ
り
も
早
く
悪
化
し

て
、
前
年
の
九
月
九
日
附
で
「
知
的
協
力
に
関
す
る
国
際
委
員
会
」
か
ら
身
を
引
く
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
た
め

に
、
せ
っ
か
く
の
落
成
式
に
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
時
に
ベ
ル
グ
ソ
ン

五
十
五
歳
。

※　

右
の
施
設
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
ユ
ネ
ス
コ
の
管
理
に
委
ね
ら
れ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
期
待
し
た
よ
う
な
機
能

を
果
し
て
い
る
。
更
に
そ
れ
を
教
育
の
面
に
ま
で
拡
大
し
て
。

か
く
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
蟄
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
彼
は
外
部
に
お
け
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
活
動
に

終
止
符
を
打
た
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
ま
で
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
功
績
に
対
し
て
一
九
二
八
年
に

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
が
、次
い
で
一
九
三
〇
年
に
は
レ
ジ
ョ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
最
高
勲
章
が
授
与
さ
れ
て
い
る
。し
か
も
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
蟄
居
は
決
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
終
焉
を
意
味
し
は
し
な
か
っ
た
。
否
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

は
ま
だ
終
っ
て
し
ま
う
わ
け
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
ど
う
し
て
も
と
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
き

な
問
題
が
、
ま
だ
残
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
、
道
徳
と
宗
教
の
問
題
で
あ
る
。
生
命

の
創
造
的
進
化
を
主
張
し
「
生
の
躍
進
」
を
強
調
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
命
哲
学
の
立
場
に
お
い
て
、
人
間
の
道
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徳
的
精
進
は
ど
う
い
う
意
義
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く

神
を
、
否
、
キ
リ
ス
ト
教
そ
の
も
の
を
い
っ
た
い
ど
う
い
う
風
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
ベ
ル
グ

ソ
ン
自
身
が
生
き
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
精
神
的
風
土
に
お
い
て
は
、
当
然
提
起
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
最
も
根
本

的
な
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
実
際
ま
た
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
見
解
を
明
か
に
す
る
こ
と
を
、

学
界
た
る
と
宗
教
界
た
る
と
を
問
わ
ず
、
一
様
に
か
ね
が
ね
強
く
要
望
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
二
四
年
十
二
月
、
既
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
―
―Floris D

elattre

に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
―
―
「
え
た
い
の
知

れ
な
い
病
気
（m

al obscur
）
の
た
め
に
、
い
ま
で
は
仕
事
の
時
間
を
、
時
間
単
位
で
で
は
な
く
分
単
位
で
数
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
苦
衷
を
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
で
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
関
節
強
直
」
を
回
避
す
る

た
め
の
筋
肉
運
動
を
毎
日
続
け
て
行
い
な
が
ら
、
残
さ
れ
た
時
間
と
力
の
凡
て
を
傾
注
し
て
、
彼
自
身
の
い
わ

ゆ
る
「
二
十
五
年
前
か
ら
考
え
続
け
て
来
た
・
最
も
気
に
か
か
っ
て
い
た
問
題
」
の
研
究
に
専
心
し
た
。
事
実
ま

た
そ
れ
は
、
一
九
〇
五
年
五
月
二
十
八
日
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
は
じ
め
て
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（W

illiam
 Jam

es, 1842-

1910

）
と
パ
リ
で
会
っ
た
際
に
、
ジ
ェ
ー
ム
ズ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
提
起
し
た
問
題
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

時
の
会
見
の
模
様
を
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
様
に
記
し
て
い
る
。
―
―
私
達
は
先
ず
「
今
日
は
、」
と
言
っ
た
と

思
う
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
で
、
暫
く
沈
黙
が
続
い
た
。
そ
し
て
い
き
な
り
彼
は
「
宗
教
の
問
題
を
あ
な
た
は
ど
う

お
考
え
か
」
と
私
に
た
ず
ね
た
の
で
あ
る
。（Préface aux Extraits de correspondance de W

. Jam
es, p. 9.

）
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ベ
ル
グ
ソ
ン
が
死
ぬ
ま
で
仕
事
を
し
た
書
斎
に
飾
ら
れ
て
い
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
の
写
真
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
対
し

て
右
の
同
じ
問
を
い
つ
も
繰
返
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
強
直
し
か
け
た
右
の
手
の
指
に
力
を

こ
め
て
、
少
し
ず
つ
書
き
続
け
た
。
宗
教
の
問
題
ば
か
り
で
な
く
、
晩
年
身
を
以
て
経
験
し
た
国
際
間
の
平
和
の

問
題
に
対
し
て
も
、
無
関
心
で
あ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。
か
く
し
て
一
九
三
二
年
第
四
番

目
の
主
著
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（Les deux sources de la m

orale et de la religion

）
は
出
来
上
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
書
物
の
所
々
に
見
出
さ
れ
る
行
文
の
欠
漏
は
、
そ
れ
が
書
か
れ
た
時
の
悪
条
件
に
帰
せ
ら
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

次
い
で
一
九
三
四
年
に
は
、
論
文
集
の
第
二
巻
と
し
て
『
思
想
と
動
く
も
の
』（La pensée et le m

ouvant

）

が
公
刊
せ
ら
れ
た
。
一
九
二
二
年
に
書
か
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
最
初
の
二
つ
の“Introduction”

を
除
い
て
は
、

既
に
発
展
せ
ら
れ
た
論
文
ば
か
り
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
論
文
集
の
刊
行
に
よ
っ
て
、
は
じ
め

て
『
形
而
上
学
入
門
』
の
原
文
が
誰
で
も
簡
単
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
形
で
公
に
せ
ら
れ
た
こ
と
は
、
読
書
子
に
と

っ
て
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
こ
の
論
文
は
最
初
一
九
〇
三
年“R

evue 

de m
étaphysique et m

orale”

に
発
表
さ
れ
て
以
来
、
陸
続
と
し
て
世
界
各
国
の
言
葉
に
飜
訳
せ
ら
れ
た
の
に
も

拘
ら
ず
、
右
の
雑
誌
が
専
門
の
学
術
雑
誌
で
あ
る
た
め
に
、
大
学
の
研
究
室
へ
で
も
行
か
な
い
限
り
、
原
文
に
直

接
ふ
れ
る
す
べ
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
時
折
、
書
簡
あ
る
い
は
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
形
で
自
己
の
見
解
を
表
明
し
て
い
た
の
で

あ
る
が
、
一
九
三
六
年
十
月
三
日
に
は
―
―
自
室
で
録
音
し
た
―
―
ラ
ジ
オ
放
送
を
行
い
、
そ
の
録
音
盤
は
今

日
な
お
「
国
立
録
音
資
料
保
存
所
」（Phonothèque nationale, 19, rue des B

ernardins

）
に
保
存
せ
ら
れ
て
い

る
。
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
こ
の
序
章
の
は
じ
め
に
掲
げ
た
・
一
九
三
七
年
七
月
デ
カ
ル
ト
『
方
法
叙
説
』
公

刊
三
百
年
記
念
の
会
議
に
送
っ
た
も
の
で
あ
り
、
印
刷
に
な
っ
た
最
後
の
も
の
は
一
九
三
九
年
一
月
二
十
六
日

の“Le Tem
ps”

紙
上
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て“C

ahiers”

を
創
設
し
た
會
て
の
教
え
子Péguy

の
死
後

二
十
五
年
を
記
念
す
る
委
員
会
の
委
員
長
に
宛
て
た
―
―
老
先
生
の
教
え
子
に
対
す
る
―
―
深
い
愛
情
の
に
じ
み

出
た
文
章
で
あ
る
。「
偉
大
な
る
・
感
嘆
す
べ
き
人
物
！　

そ
れ
は
神
が
英
雄
や
聖
人
を
つ
く
る
た
め
に
使
う
材

料
で
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
！
」

リ
ュ
ー
マ
チ
の
発
作
が
起
り
は
じ
め
て
十
六
年
、「
不
随
」
が
序
々
に
進
行
し
て
行
く
中
に
あ
っ
て
、
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
い
つ
も
同
じ
書
斎
の
椅
子
に
腰
を
か
け
、
訪
問
者
が
あ
れ
ば
―
―
半
ば
椅
子
を
廻
し
な
が
ら—

—

同
じ

青
い
眼
を
向
け
て
、
リ
ュ
ー
マ
チ
で
指
の
形
の
ゆ
が
ん
だ
同
じ
白
い
手
を
さ
し
出
す
の
だ
っ
た
。
一
九
三
九
年
九

月
三
日
に
勃
発
し
た
第
二
次
大
戦
の
た
め
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
家
族
と
共
に
一
時
田
舎
へ
疎
開
し
た
け
れ
ど
も
、

一
九
四
〇
年
十
一
月
再
び
占
領
下
の
パ
リ
へ
帰
っ
て
来
た
。
し
か
し
人
種
の
差
別
を
ふ
り
か
ざ
す
ナ
チ
ス
の
軍
隊

の
制
圧
下
に
生
き
て
行
く
こ
と
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
、
容
易
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
古
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く
か
ら
の
友
人
で
自
ら
「
世
界
市
民
」（citoyen du m

onde

）
を
以
て
任
じ
て
い
た
カ
ー
ン
（A

lbert K
ahn

）
は
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
パ
リ
へ
戻
っ
て
来
た
そ
の
月
に—

—

全
く
裸
に
な
っ
て
、
凡
て
の
人
か
ら
見
棄
て
ら
れ
て
―
―

同
じ
パ
リ
で
死
ん
で
行
っ
た
の
だ
っ
た
。「
私
は
長
生
き
し
す
ぎ
た
よ
う
だ
、」
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
翌
月
―

―
一
九
四
〇
年
十
二
月
―
―
淋
し
そ
う
に
述
懐
を
洩
ら
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。（Floris D

elattre: Les dernières 

années de B
ergson, P. 17.

）
そ
の
冬
の
寒
気
は
特
に
厳
し
く
、
し
か
も
石
炭
欠
乏
の
た
め
、
暖
房
は
冷
え
き
っ

た
ま
ま
だ
っ
た
し
か
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
―
―
だ
ん
だ
ん
度
を
増
し
て
行
く
筋
肉
の
強
直
に
う
ち
か
つ
べ
く
―
―

医
師
か
ら
命
じ
ら
れ
た
通
り
の
運
動
を
規
則
正
し
く
行
う
た
め
に
、
ア
パ
ー
ト
の
廊
下
へ
出
た
際
に
か
ぜ
を
引
い

て
肺
充
血
（congestion pulm

onaire
）
に
か
か
り
、
僅
か
三
日
の
わ
ず
ら
い
で
一
九
四
一
年
一
月
四
日
こ
の
世

を
去
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
五
年
一
月
六
日
の“Le Figaro”
紙
に
出
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
夫
人
の
回
想
談
に
よ
れ
ば
、
最
後
の
二
時
間

は
完
全
に
意
識
不
明
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
前
は
時
々
言
葉
を
洩
ら
し
て
い
た
と
い
う
。「
う

か
さ
れ
た
よ
う
な
状
態
で
、
い
ろ
ん
な
哲
学
上
の
問
題
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン

ス
で
の
講
義
で
さ
え
も
が
、想
い
浮
ん
で
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。〔
四
十
年
以
上
も
前
に
書
い
た
〕『
物

質
と
記
憶
』
に
関
係
の
あ
る
一
節
、
あ
る
い
は
一
九
一
四
年
以
来
行
っ
た
こ
と
の
な
い
講
義
の
時
間
に
関
係
の
あ

る
こ
と
な
ど
を
話
し
て
い
た
か
ら
で
す
。」
―
―
魂
が
肉
体
か
ら
離
れ
よ
う
と
す
る
寸
前
に
、「
身
体
の
精
神
に
対
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す
る
関
係
に
つ
い
て
」
難
澁
な
思
索
を
展
開
し
た
頃
の
こ
と
が
、
哲
人
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
み
が
え
っ
て
来
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

一
九
三
七
年
二
月
八
日
附
の
遺
言
書
の
中
で
、ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
私
は
世
間
に
公
表
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
は
、

残
ら
ず
公
に
し
た
。
そ
れ
故
に
私
は
そ
れ
以
外
の
私
の
手
稿
を
公
刊
す
る
こ
と
を
厳
禁
す
る
、」
と
明
言
し
た
あ

と
で
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。
―
―
「
若
し
パ
リ
の
大
司
教
が
許
可
す
る
な
ら
ば
、
私
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭

が
来
て
下
さ
っ
て
、
私
の
葬
儀
で
お
祈
り
し
て
下
さ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
若
し
そ
の
許
可
が
得
ら
れ
な
い
よ
う

な
場
合
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
教
の
牧
師
さ
ん
に
お
願
い
す
る
の
ほ
か
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
私

が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
帰
依
し
て
い
る
こ
と
、
同
様
に
ま
た
、
最
初
私
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
祭
の
お
祈
り
を
希
望
し

た
こ
と
を
、
そ
の
ユ
ダ
ヤ
教
の
牧
師
さ
ん
に
、
否
、
何
人
に
対
し
て
も
、
決
し
て
隠
し
て
は
な
ら
な
い
。」
―
―

こ
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
希
望
通
り
、
夫
人
の
懇
請
に
も
と
ず
い
て
、
古
く
か
ら
の
友
人
で
あ
っ
た
一
人
の
カ
ト
リ

ッ
ク
の
司
祭
（le chanoine Lelièvre, de N

euilly
）
に
よ
っ
て
、
死
後
幾
時
間
も
経
た
な
い
う
ち
に
今
は
亡
き
ベ

ル
グ
ソ
ン
の
枕
頭
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
お
祈
り
が
な
さ
れ
、
そ
し
て
額
に
十
字
の
し
る
し
が
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（B
ergson, éducateur, p. 355.

）

か
よ
う
に
独
軍
占
領
下
の
パ
リ
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
葬
儀
ら
し
い
葬
儀
も
い
と
な
ま
れ

ず
に
、
淋
し
く
世
を
去
っ
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
対
し
て
、
し
か
し
な
が
ら
一
九
四
七
年
五
月
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
、



43

序 章 　 生 涯

オ
リ
オ
ー
ル
大
統
領
臨
席
の
下
に
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
敬
意
を
表
す
る
式
」
が
行
わ
れ
、
こ
の
日
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン

は
新
し
い
光
の
中
に
蘇
る
と
共
に
、
そ
の
名
が
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
の
中
に
公
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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章　

哲
学
の
方
法

—
—

『
形
而
上
学
入
門
』
―
―

第
一
の
主
著
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』（
一
八
八
九
）
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
立
場

か
ら
す
る
心
理
学
説
で
あ
り
、
第
二
の
主
著
『
物
質
と
記
憶
、
―
―
身
体
の
精
神
に
対
す
る
関
係
に
つ
い
て
の
試

論
』（
一
八
九
六
）
は
そ
の
生
理
学
説
で
あ
り
、
第
三
の
主
著
『
創
造
的
進
化
』（
一
九
〇
七
）
は
そ
の
生
物
学
説

で
あ
り
、
第
四
の
主
著
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（
一
九
三
二
）
は
そ
の
社
会
学
説
で
あ
る
、
と
称
せ
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
一
九
〇
三
年
の
『
形
而
上
学
入
門
』
は
、
既
に
第
一
お
よ
び
第
二
の
主
著
を
公
に
し
、
し
か
も
第
三
の

主
著
を
書
き
上
げ
る
僅
か
四
年
前
の
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
初
期
の
思
想
が
ほ
ぼ
ま
と
ま
り
か
け
た
段
階
に

お
い
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
哲
学
の
方
法
―
―
あ
る
い
は
哲
学
的
認
識
の
本
質
―
―
を
科
学
の
そ
れ
と
比
較
し
な
が

も
究
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
最
も
よ
き
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
へ

の
入
門
書
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
科
学
と
哲
学
と
の
根
本
的
な
区
別
を
論
究
し
な
が
ら
、
哲
学

そ
の
も
の
の
特
質
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
、
広
く
「
哲
学
入
門
」
と
し
て
も
推
奨
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
も
の
な
の
で
あ
る※

。

※　

岩
波
文
庫
の
訳
書
で
は
、
は
っ
き
り
「
哲
学
入
門
」
と
い
う
風
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。
尤
も
訳
者
の
こ
と
わ
り
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書
き
に
よ
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
フ
ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
と
い
う
言
葉
が
間
々
中
等
学
校
の
科
目
「
論
理
・
心
理
」
を
指
す

習
慣
に
関
連
し
て
、「
哲
学
」
を
メ
タ
フ
ィ
ジ
ク
と
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
も
考
え
合
せ
て
、
わ
ざ
と
―
―
「
形
而

上
学
入
門
」
で
は
な
く
―
―
「
哲
学
入
門
」
と
い
う
訳
語
を
選
ん
だ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
見
て
確
か
に

―
―
少
く
と
も
日
本
語
と
し
て
は
―
―
「
哲
学
入
門
」
と
い
う
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
従
来
の
哲
学
者
た
ち
は
、
そ
の
外
見
上
の
相
異
に
も
拘
ら
ず
、
事
物
を
認
識
す
る
仕

方
に
二
つ
の
根
本
的
に
異
る
方
法
を
区
別
す
る
点
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
事
物
の
ま
わ
り
を
め

ぐ
る
仕
方
で
あ
り
、
他
の
も
の
は
事
物
の
中
へ
入
っ
て
行
く
仕
方
で
あ
る
。
第
一
の
仕
方
す
な
わ
ち
外
か
ら
も
の

を
眺
め
る
認
識
の
仕
方
は
、
当
然
そ
れ
が
如
何
な
る
観
点
に
立
つ
か
、
ま
た
如
何
な
る
符
号
に
よ
っ
て
表
現
す
る

か
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
け
れ
ど
も
、第
二
の
認
識
の
仕
方
は
そ
の
も
の
の
中
へ
入
っ
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、

観
点
の
相
異
に
は
拘
ら
な
い
し
、ま
た
如
何
な
る
符
号
に
も
依
存
し
な
い
。
第
一
の
認
識
は
相
対
的
な
る
も
の
（le 

relatif

）
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど
も
、
第
二
の
認
識
は—

—

そ
れ
が
可
能
な
場
合
に
は
―
―
絶
対
的
な
る
も
の
に
達

す
る
、
と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う※

。

※　

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
冒
頭
で
区
別
し
て
い
る
二
種
類
の
認
識
の
仕
方
と
い
う
の
は
、
―
―
追
々
に
明
か
に
な
る
様
に
科

学
の
分
析
的
方
法
と
哲
学
の
直
観
的
方
法
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
が
三
十
一
年
後
の
一
九
三
四
年
に
論
文
集
第
二
巻

『
思
想
と
動
く
も
の
』
に
収
め
ら
れ
る
に
際
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
相
当
に
長
い
脚
註
の
中
で
、「
私
は
第
一
の
方
法
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が
物
質
の
研
究
に
適
し
、
第
二
の
方
法
が
精
神
の
研
究
に
適
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
こ
れ
ら
二
つ
の
対
象
は
互
に

侵
蝕
し
合
っ
て
い
る
こ
と
（em

piètem
ent réciproque

）、
そ
し
て
右
の
二
つ
の
方
法
は
互
に
助
け
合
わ
ね
ば
な
ら
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

い0

こ
と
を
示
し
た
、」
と
述
べ
て
い
る
。（p. 177.

）
し
か
し
最
後
の
傍
点
を
つ
け
た
部
分
の
様
な
考
え
方
を
ベ
ル
グ

ソ
ン
が
表
面
に
押
し
出
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
晩
年
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
初
期
の
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
や
は
り
二
つ
の
根
本
的
に
異
る
方
法

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（duex m
anières profondém

ent différentes

）
の
区
別
を
力
説
す
る
こ

と
に
、
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
い
う
「
相
対
的
な
る
も
の
」
お
よ
び
「
絶
対
的
な
る
も
の
」
と
は
、
い
っ
た
い
何

を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
た
と
え
ば
、
小
説
中
の
人
物
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
小
説
家
は
そ
の
人
物
の
特

徴
を
い
く
ら
で
も
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
い
く
ら
で
も
し
ゃ
べ
ら
せ
た
り
行
い
を
さ
せ
た
り

す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
凡
て
を
以
て
し
て
も
、
私
が
そ
の
人
物
自
身
と
一
瞬
間
一

体
と
な
っ
た
と
仮
定
し
た
と
き
に
経
験
す
る
よ
う
な
単
純
不
可
分
の
感
情

0

0

0

0

0

0

0

0

（le sentim
ent sim

ple et indivisible

）

に
は
、
匹
敵
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
、
当
の
人
物
と
一
体
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
人
間
の
行
為
・

挙
動
・
言
葉
な
ど
が
―
―
泉
か
ら
流
れ
出
る
よ
う
に
―
―
全
く
自
然
に
出
て
来
る
ゆ
え
ん
が
理
解
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
ら
は
も
は
や
、私
が
そ
の
人
物
に
つ
い
て
作
っ
た
観
念
に
後
か
ら
つ
け
加
え
ら
れ
る
属
性
で
は
な
い
。

予
め
作
っ
た
貧
弱
な
観
念
に
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
い
く
ら
属
性
を
つ
け
加
え
て
行
っ
て
も
、
決
し
て
そ
れ
を
完
全
な
も
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の
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
私
が
そ
の
人
物
の
中
に
飛
び
込
ん
で
行
っ
て
、
そ
の
人
物
と

一
つ
に
な
れ
ば
、そ
の
人
物
は
全
体
と
し
て
一
挙
に
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
人
物
を
表
わ
す
幾
千
の
事
件
は
、

―
―
そ
の
人
物
の
「
観
念
」
に
後
か
ら
つ
け
加
っ
て
そ
れ
を
豊
富
に
す
る
も
の
で
は
な
く
、
―
―
却
っ
て
そ
れ
か

ら
出
て
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
出
て
来
る
」
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
観
念
を
涸
渇
さ

せ
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
又
そ
の
本
質
を
貧
困
に
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
れ
に
反
し
、
そ
の
人
物
に
つ
い
て

語
ら
れ
る
凡
て
の
事
柄
は
、
要
す
る
に
そ
の
人
物
を
外
か
ら
見
る
さ
ま
ざ
ま
の
観
点

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
提
供
す
る
だ
け
の
も
の
で

あ
り
、
又
そ
の
人
物
を
私
に
描
い
て
見
せ
て
く
れ
る
凡
て
の
特
徴
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
畢
竟
多
少
と
も
象
徴

的
に
表
現
す
る
記
号
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
物
を
私
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
は
、
私
が
既
に

知
っ
て
い
る
人
々
あ
る
い
は
事
物
と
比
較
し
て
示
す

0

0

0

0

0

0

よ
り
ほ
か
に
途
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
符
号
」

と
「
観
点
」
と
は
、
私
を
そ
の
人
物
の
外
に
置
く

0

0

0

0

も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
何
等
か
の
観
点
に
立
っ
て
外
か
ら

眺
め
、
ま
た
符
号
に
よ
っ
て
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
―
―
そ
れ
は
そ
の
人
物
が
他
の
人
物
と
共
通
に
有

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
人
物
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
人
物
固
有
の
も
の
・
従
っ
て
そ
の
本
質

を
な
す
も
の
は
、
当
然
内
部
的
な
る
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
が
故
に
、
外
か
ら
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
他
の
凡

て
の
も
の
と
通
約
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
が
故
に
、
符
号
で
表
わ
す
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

叙
述
・
物
語
・
分
析
は
、
こ
の
場
合
私
を
「
相
対
的
な
る
も
の
」
の
中
に
と
ど
ま
ら
し
め
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
た
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だ
そ
の
人
物
そ
の
も
の
と
一
体
に
な
る
こ
と
（la coïncidence avec la personne m

êm
e

）
の
み
が
、
そ
の
人
物

独
特
の
も
の
―
―
そ
の
意
味
に
お
い
て
「
絶
対
的
な
る
も
の
」
―
―
を
私
に
与
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
当
然
、
絶
対
的
な
る
も
の
は
「
直
観
」
に
お
い
て
よ
り
ほ
か
に
は
与
え
ら
れ
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
出
て
来
る
。
こ
こ
で
い
う
「
直
観
」
と
は
、
対
象
の
内
部
へ
入
り
込
ん
で
そ
の
対
象
に
ユ
ニ
ー
ク
な
も

の
・
従
っ
て
他
の
も
の
に
よ
っ
て
は
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
一
体
に
な
る
〔
知
的
〕
共
感
の
こ
と
で

あ
る※

。
※ intuition=sym

pathie [intellectuelle] par laquelle on se tronsporte à l’intérieur d’un objet pour coïncider avec 

ce qu’il a d’unique et par conséquent d’inexprim
able—

—
p. 181. 

一
九
〇
三
年
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
原
論
文
に
お

い
て
は
、「
共
感
」
に
「
知
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
三
四
年
の
論
文
集
に
収

め
ら
れ
た
際
に
は
、
そ
の
形
容
詞
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

も
う
少
し
後
に
出
て
来
る
箇
所
で
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
わ
ゆ
る
経
験
論
も
、
い
わ
ゆ
る
唯
理
論
も
、
結
局

同
じ
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
た
あ
と
で
、
真
の
哲
学

0

0

0

0

は
で
き
る
だ
け
も
と
の
も
の
に
迫
っ
て
そ
の
生
命

を
深
く
探
り
、
一
種
の
聴
診
に
よ
っ
て
そ
の
魂
の
鼓
動
を
感
じ
と
ろ
う
と
志
す
真
の
経
験
論

0

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
「
聴
診
」
に
一
九
〇
三
年
の
論
文
で
は
「
知
的
」
と
い
う
形
容

詞
を
つ
け
て
い
た
の
を
（auscultation intellectuelle

）、
一
九
三
四
年
の
論
文
集
で
は
「
精
神
的
」
と
い
う
形
容
詞
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に
変
え
て
い
る
。（auscultation spirituelle

―
―p 196.

）

更
に
最
後
の
結
論
の
と
こ
ろ
で
も
、
右
と
全
く
同
様
、
先
き
に
は
「
直
観
す
な
わ
ち
知
的
共
感
」
と
い
っ
た
の

を
、
一
九
三
四
年
の
論
文
集
で
は
「
直
観
す
な
わ
ち
精
神
的
共
感
」（une intuition, c’est-à-dire une sym

pathie 

spirituelle, —
—

p. 226.

）
と
い
う
風
に
、
は
っ
き
り
言
い
改
め
て
い
る
。

以
上
三
つ
の
例
の
ほ
か
、
更
に
同
じ
様
な
性
質
の
変
更
と
見
な
す
こ
と
の
で
き
る
箇
所
が
、
も
う
一
つ
あ
る
。
そ

れ
は
「
共
感
」
の
こ
と
を
説
い
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、「
わ
れ
わ
れ
は
確
に
わ
れ
わ
れ
自
身
と
は
共
感
す
る
、」
と

述
べ
て
い
る
文
章
の
直
前
に
お
い
て
、
一
九
〇
三
年
の
論
文
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
他
の
い
か
な
る
も
の
と
も
知

的
に
共
感
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、」
と
述
べ
て
い
る
の
を
、
一
九
三
四
年
の
論
文
集
で
は
「
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
他

の
い
か
な
る
も
の
と
も
知
的
に
、
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
精
神
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
共
感
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、」
と
い
う
風

に
、
傍
点
の
部
分
を
つ
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
。（N

ous pouvons ne sym
pathiser intellectuellem

ent, ou plutôt 

spirituellem
ent, avec aucune autre chose.—

—
p. 182.

）

こ
れ
ら
の
場
合
を
綜
合
し
て
看
取
さ
れ
る
こ
と
は
、
最
初
「
直
観
」
の
は
た
ら
き
を
「
知
的
」
な
も
の
と
考
え
て

い
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、
年
を
と
る
に
従
っ
て
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
く
な
っ
て
、
も
っ
と
豊
か
な
精
神
的
な
意

義
を
も
っ
た
も
の
た
ら
し
め
よ
う
と
し
た
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
思
想
の
成
熟
と
共
に
、
極
め
て
自
然
な
変

化
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
或
は
こ
れ
を
逆
に
い
え
ば
、最
初
精
神
の
高
次
の
機
能
を
総
括
的
に「
知
性
」

と
呼
ん
で
い
た
の
が
、
後
に
は
知
的
な
機
能
を
分
化
し
た
・
狭
い
意
味
の
も
の
に
限
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
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と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

右
の
様
な
「
直
観
」
と
は
反
対
に
、「
分
析
」
と
は
対
象
を
既
知
の
要
素

0

0

0

0

0

に
、
す
な
わ
ち
そ
の
対
象
と
他
の
対

象
と
に
共
通
の
要
素

0

0

0

0

0

に
、
還
元
す
る
操
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
分
析
は
符
号
へ
の
翻
訳
で
あ
り
展
開
で

あ
っ
て
、
そ
れ
は
対
象
の
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
巡
る
べ
く
宿
命
づ
け
ら
れ
つ
つ
、
そ
の
対
象
を
包
容
し
よ
う
と
い

う
・
永
遠
に
飽
く
こ
と
な
き
欲
望
を
以
て
、
観
点
を
限
り
な
く
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も

不
完
全
な
表
象
を
な
ん
と
か
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
、
ま
た
絶
え
ま
な
く
符
号
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
不
完
全
な
翻
訳
を
な
ん
と
か
完
全
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
。
か
く
し
て
「
分
析
」
は
無
限

に
続
け
ら
れ
る
。
し
か
し
「
直
観
」
は
―
―
若
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
な
ら
ば
―
―
一
つ
の
単
純
な
行
為
（un 

acte sim
ple

）
な
の
で
あ
る
。

果
し
て
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
実
証
科
学
が
分
析
を
慣
用
の
手
段
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
理
解

せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
証
科
学
は
何
よ
り
も
先
ず
符
号
に
も
と
ず
い
て
仕
事
を
す
る
。
自
然
科
学
の
中
で
最
も

具
体
的
な
生
命
の
科
学
で
さ
え
も
、
生
物
の
器
官
・
そ
の
解
剖
学
的
要
素
な
ど
の
眼
に
見
え
る
形
を
調
べ
る
だ
け

に
甘
ん
じ
て
い
る
。
そ
の
諸
々
の
形
を
比
較
し
、
そ
の
最
も
複
雑
な
も
の
を
最
も
単
純
な
も
の
に
帰
し
、
最
後
に

生
命
の
機
能
を
研
究
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
い
わ
ば
視
覚
的
符
号
に
お
い
て
す
る
と
こ
ろ
に
、
実
証
科
学
と
し
て

の
生
命
の
科
学
の
特
質
と
そ
の
制
限
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、
実
在
を
相
対
的
に
認
識
す
る
代
り
に
絶
対
的
に
把
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握
す
る
方
法
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
何
等
か
の
観
点
に
立
っ
て
外
か
ら
分
析
す
る
代
り
に
、
そ
の
も

の
の
中
へ
入
っ
て
直
観
的
に
把
え
る
途
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
形
而
上
学
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
形
而
上
学
す
な
わ
ち
哲
学
と
は
、
符
号
な
し
で
す
ま
せ
よ
う
と
す
る
科
学
（la science qui prétend se passer 

de sym
boles, p. 182.

）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
形
而
上
学
す
な
わ
ち
哲
学
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
ど
う
い
う
も

の
で
あ
ろ
う
か
。―
―
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、わ
れ
わ
れ
が
単
な
る
分
析
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、直
観
に
よ
っ
て
・

全
く
内
か
ら
捉
え
る
と
こ
ろ
の
、
少
く
と
も
一
つ
の
実
在
が
あ
る
。
そ
れ
は
時
間
を
通
し
て
流
れ
る
―
―
持
続
す

0

0

0

る
わ
れ
わ
れ
の
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

（notre m
oi qui dure

）
で
あ
る
。
私
が
自
己
自
身
を
内
な
る
眼
で
見
廻
す
と
き
、
先
ず
物

質
界
か
ら
到
来
す
る
凡
ゆ
る
知
覚
0

0

が
、
恰
も
パ
ン
の
表
面
の
固
い
皮
の
よ
う
な
形
で
殻
を
な
し
て
い
る
の
が
見
出

さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
知
覚
は
、
は
っ
き
り
と
区
別
が
つ
い
て
い
て
、
相
互
に
並
列
さ
れ
て
い
る
か
或
は
並
列
さ
れ

得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
相
集
っ
て
対
象
（objects

）
に
な
ろ
う
と
す
る
。
次
に
私
は
、
こ
れ
ら
の
知
覚
に

多
か
れ
少
か
れ
附
着
し
て
い
て
、そ
れ
を
解
釈
す
る
の
に
役
立
つ
と
こ
ろ
の
記
憶
0

0

を
見
出
す
。
こ
れ
ら
の
記
憶
は
、

そ
れ
に
似
か
よ
っ
た
知
覚
に
よ
っ
て
私
自
身
の
奥
底
か
ら
ひ
き
出
さ
れ
て
周
辺
に
ま
で
ひ
き
寄
せ
ら
れ
た
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
私
の
上
に
置
か
れ
て
は
い
る
が
、
絶
対
に
私
自
身
で
は
な
い
。
そ
し
て
最
後
に
、
こ
れ

ら
の
知
覚
と
記
憶
と
に
或
る
程
度
固
く
結
び
つ
い
て
い
る
諸
々
の
性
向
・
習
慣
・
行
動
な
ど
を
見
出
す
。
凡
て
こ
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れ
ら
の
は
っ
き
り
し
た
形
を
具
え
た
諸
要
素
は
、
内
か
ら
外
へ
の
方
向
に
お
い
て
相
結
合
し
て
一
つ
の
球
の
表
面

を
形
成
し
、
そ
れ
は
外
界
に
向
っ
て
次
第
に
拡
大
し
消
散
し
て
し
ま
う
傾
向
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
若
し
―
―

こ
の
拡
散
の
方
向
と
は
反
対
に
―
―
私
が
周
辺
か
ら
中
心
に
向
っ
て
自
分
自
身
を
凝
集
し
て
行
く
な
ら
ば
、
そ
こ

に
全
く
別
な
も
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
く
っ
き
り
し
た
結
晶
と
こ
の
表
面
の
凝
結
の
下
に
あ
る
一
つ
の
流
動
の
連
続
で
あ
る
。
し

か
も
そ
れ
は
、
私
が
今
ま
で
に
見
た
「
流
れ
」
の
如
何
な
る
も
の
に
も
比
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
諸
々
の
状
態
の
継
続
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
そ
れ
に
先
き
立
つ
も
の
を
包
合
し
・
そ
れ
に
続
く
も

の
を
予
告
し
て
い
る
。
本
当
を
い
う
と
、
そ
れ
が
数
多
く
の
状
態
を
構
成
す
る
の
は
、
私
が
既
に
通
り
過
ぎ
て
し

ま
っ
て
か
ら
、
そ
の
足
跡
を
観
察
す
る
た
め
に
後
を
ふ
り
返
っ
て
み
る
と
き
に
限
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
体
験
し

て
い
る
間
は
、
凡
て
が
同
じ
一
つ
の
生
命
で
活
か
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
何
処
で
一
つ
の
状
態
が
終
り
・
何
処
で

他
の
状
態
が
始
ま
る
か
を
、
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
本
当
は
、
ど
の
一
つ
も
始
ま
り
も
し
な
け
れ
ば
終
り
も
せ

ず
、
凡
て
は
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
巻
物
を
拡
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
凡
そ
生
き
と
し
生
け
る
も
の
で
、

次
第
次
第
に
そ
の
巻
物
の
終
り
に
近
づ
い
て
行
く
と
い
う
風
に
感
じ
な
い
も
の
は
、
一
つ
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

「
生
き
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
老
い
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
又
、
糸
を
糸
ま
り
に
巻
い
て
行
く
よ
う
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に
、
絶
え
ず
巻
き
込
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
過
去
は
わ
れ
わ
れ
に

つ
い
て
来
て
、そ
の
途
上
で
現
在
を
拾
い
集
め
て
は
絶
え
ず
大
き
く
な
っ
て
行
く
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
意
識
」

と
は
、「
記
憶
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

実
を
い
う
と
、そ
れ
は
巻
き
込
む
こ
と
（enroulem

ent

）
で
も
な
け
れ
ば
、巻
物
を
拡
げ
る
こ
と
（déroulem

ent

）

で
も
な
い
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
二
つ
の
比
喩
或
は
イ
メ
ー
ジ
は
線
や
面
の
表
象
を
よ
び
起
し
、
し
か
も
そ
れ
ら

の
部
分
は
互
に
同
質
で
重
ね
合
せ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
意
識
を
も
っ
た
存
在
に
お
い
て

は
、
同
一
の
二
つ
の
瞬
間
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
最
も
単
純
な
感
情
を
と
り
上
げ
て
、
そ
れ

を
恒
常
的
な
も
の
と
仮
定
し
、
そ
の
中
へ
人
間
全
体
を
吸
収
さ
せ
た
と
す
る
。
そ
の
場
合
、
こ
の
感
情
に
伴
う
意

識
は
、
相
次
ぐ
二
つ
の
瞬
間
の
間
で
も
同
一
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
次
の
瞬

間
は
い
つ
も
―
―
前
の
瞬
間
に
加
う
る
に
―
―
そ
れ
が
残
し
た
記
憶
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
同
一
の
二
つ

の
瞬
間
を
も
つ
意
識
は
、「
記
憶
の
な
い
意
識
」
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
識
と
い
う
も
の
は
、絶
え
ず
滅
ん
で
は
、

ま
た
再
び
生
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
無
意
識
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

そ
こ
で
こ
ん
ど
は
、
無
数
の
色
合
い
の
違
い
を
も
っ
た
ス
ペ
ク
ト
ル
を
思
い
浮
べ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
感
覚
に
上
ら
な
い
程
度
の
差
を
以
て
一
つ
の
色
合
い
か
ら
他
の
色
合
い
へ
と
移
っ
て
行
く
の
で
あ
る
か
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ら
、
そ
れ
を
通
り
過
ぎ
て
行
く
感
情
の
流
れ
が
経
験
す
る
漸
次
的
な
変
化
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
は
次
の

変
化
を
予
告
し
、
そ
れ
に
先
立
つ
諸
々
の
変
化
を
自
分
自
身
の
中
に
集
約
し
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も

ま
だ
、
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
次
々
に
来
る
色
合
い
は
、
依
然
と
し
て
相
互
に
外
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
横
に
並
べ
ら
れ
・
空
間
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、「
純
粋
持
続
」（durée 

pure

）
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
の
も
の
は
、
凡
そ
横
に
並
べ
ら
れ
る
と
か
、
相
互
に
外
面
的
で
あ
る
と
か
、
拡
が
り
を

も
っ
て
い
る
と
か
い
う
よ
う
な
観
念
を
、
す
べ
て
排
除
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
む
し
ろ
、
数
学
的
な
一
点
に
ま
で
も
圧
縮
せ
ら
れ
た
・
無
限
に
小
さ
な
ゴ
ム
を
思
い
浮
べ
て
み
よ
う
。

そ
し
て
そ
の
点
か
ら
―
―
段
々
と
拡
大
し
て
行
く
―
―
一
つ
の
線
が
出
て
来
る
よ
う
に
、
そ
の
ゴ
ム
を
引
張
っ
て

み
よ
う
。
し
か
も
そ
れ
を
「
線
」
と
し
て
は
注
目
し
な
い
で
、む
し
ろ
線
を
描
く
「
行
動
」
に
注
意
を
向
け
よ
う
。

そ
し
て
こ
の
行
動
は
、停
止
さ
れ
る
こ
と
な
く
遂
行
せ
ら
れ
る
限
り
、持
続
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、「
分

つ
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
考
え
よ
う
。
若
し
そ
こ
に
停
止
が
挿
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や

一
つ
の
行
動
で
は
な
く
し
て
二
つ
の
行
動
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
行
動
は
や
は
り
「
分
つ
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
」
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
こ
に
い
や
し
く
も
分
つ
こ
と
の
で
き
る
も
の
が
見
出
さ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
動
く
行
動
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

（l’action m
ouvante elle-m

êm
e

）
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
行
動
が
あ
と
に
残
し
た
―
―

空
間
に
お
け
る
―
―
動
か
な
い
線
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
運
動
そ
の
も
の
・
緊
張
あ
る
い
は
拡
張
の
行
為
・
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つ
ま
り
純
粋
動
性
だ
け
し
か
考
慮
に
入
れ
な
い
た
め
に
、
運
動
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
空
間
を
排
除
し
よ
う
。

そ
う
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
ん
ど
は
、
持
続
の
中
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
展
開
に
つ
い
て
一
層
忠
実
な
イ
メ
ー

ジ
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
ま
だ
不
完
全
を
免
れ
な
い
し
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
比
較
も
凡
て
不
完

全
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
持
続
の
展
開
し
て
行
く
さ
ま
は
、
或

る
面
に
お
い
て
は
進
行
す
る
運
動
の
単
一
性

0

0

0

（l’unité

）
に
似
て
い
る
し
、
ま
た
他
の
面
に
お
い
て
は
並
べ
ら
れ

た
諸
状
態
の
多
様
性

0

0

0

（la m
ultiplicité

）
に
も
似
て
い
て
、
如
何
な
る
比
喩
を
以
て
し
て
も
、
こ
の
二
つ
の
面
を

同
時
に
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
若
し
私
が
無
数
の
色
合
い
を
も
っ
た
ス
ペ
ク
ト
ル
を
思
い
浮
べ
る

と
す
る
な
ら
ば
、
私
が
眼
の
前
に
見
る
も
の
は
既
に
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
持
続
は
実
は
継
続
的

に
つ
く
ら
れ
て
行
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
延
び
て
行
く
一
つ
の
ゴ
ム
・
張
っ
た
り
弛
ん
だ
り
す
る
一
つ
の

バ
ネ
を
考
え
る
な
ら
ば
、
体
験
さ
れ
た
持
続
の
特
徴
で
あ
る
色
ど
り
の
豊
か
さ
を
忘
れ
て
、
意
識
が
一
つ
の
色
合

い
か
ら
他
の
色
合
い
へ
と
移
る
単
純
な
運
動
し
か
見
な
い
こ
と
に
な
る
。
内
的
生
命
は
同
時
に
性
質
の
多
様
性
で

あ
り
・
進
行
の
連
続
性
で
あ
り
・
方
向
の
単
一
性
で
も
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
表
わ
す

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
概
念
す
な
わ
ち
抽
象
的
あ
る
い
は
普
遍
的
な
観
念
に
よ
っ
て
は
、
な
お
更
そ
れ
を
表
わ
す
こ
と
が
で
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き
な
い
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
存
在
を
構
成
し
て
い
る
持
続
の
直
観
を
自
分
自
身
で
得
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な

人
に
対
し
て
は
、
い
か
な
る
も
の
も
―
―
概
念
も
イ
メ
ー
ジ
と
同
様
―
―
そ
れ
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た

だ
、イ
メ
ー
ジ
は
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
を
具
体
的
な
る
も
の
の
中
に
保
っ
て
く
れ
る
と
い
う
長
所
を
も
っ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
で
も
、
一
つ
で
は
持
続
の
直
観
の
代
り
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
し

か
し
非
常
に
違
う
種
類
の
事
物
か
ら
採
ら
れ
た
様
々
の
イ
メ
ー
ジ
を
沢
山
持
っ
て
来
る
な
ら
ば
、
―
―
そ
れ
ら
の

も
の
の
作
用
の
集
中
に
よ
っ
て
―
―
意
識
を
或
る
一
定
の
直
観
が
把
え
ら
れ
る
ま
さ
し
く
そ
の
点
に
、
向
け
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
こ
の
場
合
、
哲
学
者
の
な
す
べ
き
唯
一
の
仕
事
は
、
か
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を

様
々
に
活
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
く
の
人
々
が
と
か
く
陥
り
が
ち
な
見
地
―
―
す
な
わ
ち
凡
て
の
も
の
を
固

定
化
し
て
そ
の
外
面
的
な
輪
廓
だ
け
を
比
較
考
量
す
る
・
実
生
活
に
は
確
か
に
役
に
立
つ
見
地
―
―
か
ら
人
間
精

神
を
護
っ
て
、
実
在
を
そ
の
生
き
た
姿
の
ま
ま
で
捉
え
る
直
観
の
方
向
へ
向
わ
し
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
従
来
、
哲
学
が
多
く
の
学
派
に
分
裂
し
て
い
る
の
は
、
哲
学
上
の
い
わ
ゆ
る
「
概
念
」
そ
の
も
の
の

性
質
か
ら
由
来
す
る
点
が
少
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
概
念
と
い
う
の
は
、
対
象
の
或
る
普
遍
的
な
・
い
わ

ば
没
個
性
的
な
面
を
、
符
号
に
よ
っ
て
表
わ
す
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
従
っ
て
概
念
は
実
在
の
単
な
る
「
影
」
を
わ

れ
わ
れ
に
示
す
に
と
ど
ま
る
。
そ
う
い
う
概
念
に
よ
っ
て
実
在
を
把
握
し
た
と
思
い
込
む
な
ら
ば
、
そ
れ
は
全
く

の
錯
覚
で
あ
る
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
つ
の
非
常
に
重
大
な
危
険
が
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あ
る
。
と
い
う
の
は
、
概
念
は
抽
象
化
す
る
と
同
時
に
普
遍
化
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
風
な
形
で
拡
が

り
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
か
れ
少
か
れ
元
の
形
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
物
の
諸
性
質
に
つ
い
て
様
々
な
概
念
が
形
づ
く
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
ら
は
元
の
物
の
周
り

に
遙
か
に
大
き
な
円
を
い
く
つ
も
描
く
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
の
ど
の
一
つ
も
ぴ
っ
た
り
と

は
元
の
物
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
元
の
物
自
体
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
諸
性
質
は
ぴ
っ
た

り
と
一
つ
に
ま
と
ま
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
な
ん
と
か
し
て
そ
の
ぴ
っ
た
り

し
た
結
び
つ
き
を
再
建
し
よ
う
と
工
夫
す
る
。
そ
の
場
合
、
ど
の
概
念
か
ら
出
発
し
て
、
そ
れ
を
中
心
に
し
て
他

の
概
念
を
そ
れ
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
か
に
よ
っ
て
、
様
子
が
す
っ
か
り
変
っ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
同

じ
「
持
続
の
多
様
的
統
一
」（l’unité m

ultiple de la durée

）
で
も
、「
統
一
」
か
ら
出
発
す
る
か
、そ
れ
と
も
「
多

様
」
か
ら
出
発
す
る
か
に
よ
っ
て
、
全
く
違
っ
た
形
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
結
局
わ
れ
わ
れ
が

概
念
の
あ
れ
こ
れ
に
認
め
る
「
重
さ
」（poids
）
の
如
何
に
よ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
が
困
っ
た
こ
と
に
そ

の
重
さ
と
い
う
の
が
実
は
つ
ね
に
気
紛
れ
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
対
象
か
ら
き
り
離
さ
れ
た
・
単

な
る
影
に
す
ぎ
な
い
概
念
は
、
重
さ
と
い
う
も
の
を
も
っ
て
い
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
し
て
、
検
討

さ
れ
て
い
る
実
在
に
対
す
る
観
点
の
数
だ
け
、
ま
た
そ
の
実
在
が
閉
じ
込
め
ら
れ
る
一
層
大
き
な
円
の
数
だ
け
、

沢
山
の
ち
が
っ
た
体
系
が
現
わ
れ
て
来
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
単
な
る
概
念
は
対
象
の
具
体
的
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統
一
を
分
割
し
て
多
く
の
符
号
的
表
現
た
ら
し
め
る
と
い
う
不
都
合
を
敢
て
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
哲
学
そ

の
も
の
を
多
く
の
別
々
の
学
派
に
分
割
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
学
派
の
一
つ
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の

座
席
を
と
っ
て
お
い
て
、
自
分
の
札
を
え
ら
び
、
そ
し
て
他
の
学
派
を
相
手
に
決
し
て
終
る
こ
と
の
な
い
勝
負
を

は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
哲
学
が
こ
う
い
う
観
念
の
遊
戯
に
す
ぎ
な
い
も
の
な
ら
ば
、そ
れ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
が
、

若
し
そ
う
で
は
な
く
し
て
人
間
精
神
の
本
気
の
仕
事
で
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
哲
学
は
直
観
に
到
達
す
る
た
め

に
、
概
念
を
超
越
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
確
か
に
概
念
は
哲
学
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
他
の
凡
て
の
科
学
は
最
も
普
通
の
場
合
、
概
念
に
た
よ
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
し
、
し
か
も

哲
学
は
他
の
科
学
な
し
に
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
哲
学
は
概
念
を
超
越
す
る
か
、

或
は
少
く
と
も
出
来
合
い
の
こ
わ
ば
っ
た
概
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
平
常
扱
っ
て
い
る
概
念
と
は
ま

る
で
違
っ
た
概
念
―
―
つ
ま
り
、
し
な
や
か
で
・
よ
く
動
い
て
・
ほ
と
ん
ど
流
動
的
で
・
直
観
の
と
も
す
れ
ば
逃

げ
去
ろ
う
と
す
る
様
々
の
形
式
に
い
つ
で
も
あ
て
は
ま
る
ば
か
り
に
な
っ
て
い
る
表
現
―
―
を
つ
く
り
出
さ
な
い

限
り
、
哲
学
は
そ
の
本
来
の
真
面
目
を
発
揮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
パ
リ
で
生
活
し
た
経
験
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
パ
リ
で
描
か
れ
た
多
く
の
ス
ケ
ッ
チ
を
前
に
し
て
―
―

「
パ
リ
の
生
活
」
と
い
う
全
体
の
元
の
直
観
に
も
と
ず
い
て
―
―
そ
れ
ら
の
バ
ラ
バ
ラ
の
ス
ケ
ッ
チ
を
相
互
に
結

び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
反
対
の
操
作
、
す
な
わ
ち
バ
ラ
バ
ラ
の
ス
ケ
ッ
チ
か
ら
出
発
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し
て
未
だ
も
っ
た
こ
と
の
な
い
直
観
に
溯
り
、
未
だ
見
た
こ
と
の
な
い
パ
リ
の
印
象
を
つ
く
り
上
げ
る
如
何
な
る

途
も
な
い
。
そ
れ
は
明
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
一
つ
の
詩
の
文
字
が
バ
ラ
バ
ラ
に
散
乱
し
て
い
る
場
合
も
ま
た
同

様
で
あ
ろ
う
。
若
し
元
の
詩
を
知
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
も
と
も

と
知
ら
な
い
詩
を
、
バ
ラ
バ
ラ
の
文
字
だ
け
で
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
筈
は
な
い
。
そ
れ
は
、
文
字
と
い

う
も
の
が
本
来
単
な
る
符
号
の
断
片
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
符
号
の
断
片
（fragm

ents 

de sym
bole

）
と
事
物
の
断
片
（fragm

ents de la chose

）、
―
―
或
は
部
分
的
記
号
（notations partielles

）
と

実
物
の
部
分
（parties réelles
）
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。
両
者
を
混
同
す
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
分
析
の

見
地
と
直
観
の
見
地
と
を
混
同
し
・
科
学
と
形
而
上
学
（
哲
学
）
と
を
混
同
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
の
著
し
い
例
と
し
て
、
単
な
る
心
理
的
状
態
を
以
て
人
間
そ
の
も
の
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
を
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
経
験
論
者
に
い
わ
せ
れ
ば
、
心
理
的
分
析
は
「
人
間
」
の
中
に
、
心
理
的
諸

状
態
以
上
の
何
も
の
も
発
見
し
な
い
、
と
い
う
。
そ
れ
は
誠
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
分
析
」
と
い

う
も
の
が
元
来
そ
れ
だ
け
の
こ
と
し
か
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
。
心
理
学
者
は
「
人
間
」
を
分
析
し
て
そ

の
心
理
的
状
態
を
記
述
す
る
以
外
に
、
な
す
べ
き
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ
い
彼
は
こ
れ
ら
の
諸
状
態
の

上
に
―
―「
こ
れ
は
自
己
の

0

0

0

状
態
で
あ
る
」と
い
っ
て
―
―「
自
己
」と
い
う
文
字
を
入
れ
る
位
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

丁
度
、画
家
が
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
の
一
つ
一
つ
に
「
パ
リ
」
と
い
う
字
を
入
れ
る
様
に
。
心
理
学
者
の
立
っ
て
い
る
・
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そ
し
て
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
地
盤
に
お
い
て
は
、
こ
の
「
自
己
」
と
は
非
常
に
混
沌
と
し
た
元
の
直
観
を
想
い
起

す
た
め
の
一
つ
の
記
号
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
一
つ
の
言
葉
以
上
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の

場
合
、
何
よ
り
も
大
き
な
誤
り
は
、
そ
の
同
じ
地
盤
の
上
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
そ
の
言
葉
の
背
後
に
何
か
一
つ

の
物
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
の
よ
う
に
信
じ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
単
な
る
心
理
学
者
た
る
こ
と
に
甘
ん
じ

得
な
か
っ
た
哲
学
者
た
ち
、
例
え
ば
テ
ー
ヌ
（H

ippolyte Taine, 1823-93

）
や
ミ
ル
（John Stuart M

ill, 1806-

73

）
の
犯
し
た
誤
り
は
、
ま
さ
し
く
そ
れ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
行
使
す
る
方
法
か
ら
い
え
ば

心
理
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
め
ざ
す
対
象
か
ら
い
え
ば
終
始
形
而
上
学
者
で
あ
っ
た
。
彼
等
は
で
き
る
こ
と

な
ら
直
観
に
訴
え
よ
う
と
す
る
。
し
か
も
奇
妙
な
不
徹
底
か
ら
、
彼
等
は
そ
の
直
観
を
―
―
そ
れ
と
は
正
反
対
の

―
―
分
析
の
中
に
求
め
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
等
は
「
自
己
」
を
探
し
求
め
、
そ
れ
を
心
理
的
諸
状
態
の

中
に
0

0

見
出
す
こ
と
を
期
待
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
様
々
な
心
理
的
状
態
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も
ど
う
い
う

風
に
し
て
得
ら
れ
た
か
と
い
え
ば
、
先
ず
自
己
の
外
へ
0

0

出
て
行
っ
て
、
外
か
ら
い
ろ
ん
な
ス
ケ
ッ
チ
や
ノ
ー
ト
や

多
少
と
も
図
式
的
・
符
号
的
な
表
現
を
人
間
に
対
し
て
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
風
に
し
て

得
ら
れ
た
諸
々
の
状
態
を
色
々
に
並
べ
て
み
た
り
、
様
々
に
つ
ぎ
合
わ
せ
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
隙
間
を
丹
念
に

検
べ
て
み
た
り
し
て
も
、「
自
己
」
は
い
つ
で
も
逃
げ
失
せ
て
し
ま
っ
て
、
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

結
局
「
自
己
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
空
し
い
幻
影
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、「
イ
リ
ア
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ッ
ド
」
と
い
う
名
詞
を
形
づ
く
る
文
学
の
間
隙
に
そ
の
意
味
を
求
め
て
、
何
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
と

い
っ
て
、「
イ
リ
ア
ッ
ド
」
が
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
哲
学
的
経
験
論
は
、直
観
の
見
地
と
分
析
の
見
地
と
の
混
同
か
ら
生
れ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
翻
訳
の
中
に
原
典
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
翻
訳
の
中
に
原
典
が
あ
る
筈
は
な
い
か
ら
、
そ
れ

が
見
つ
か
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
原
典
そ
の
も
の
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
否
定

の
意
味
を
よ
く
吟
味
し
て
み
る
と
、
結
局
そ
れ
は
、「
分
析
は
直
観
で
は
な
い
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
判
り
き
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
唯
理
論
も
同
じ
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
経
験
論
が
犯
し
た
の
と
同
じ
混
同
か
ら
出
発
し
、
ま
た

同
じ
様
に
人
間
そ
の
も
の
を
捉
え
る
に
は
無
力
で
あ
る
。
経
験
論
と
同
じ
様
に
、
唯
理
論
は
諸
々
の
心
理
的
状
態

を
「
自
己
」
か
ら
取
り
剥
さ
れ
た
断
片
で
あ
る
と
考
え
、
ま
た
経
験
論
と
同
じ
様
に
、
人
格
の
統
一
性
を
再
構
成

す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
断
片
を
相
互
に
結
び
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
。
更
に
ま
た
経
験
論
と
同
じ
様
に
、
唯
理
論
は

人
格
の
統
一
性
を
な
ん
と
か
つ
か
ま
え
よ
う
と
す
る
努
力
を
繰
り
返
し
て
い
る
中
に
、
だ
ん
だ
ん
と
そ
れ
が
幻
の

様
に
ぼ
ん
や
り
し
て
来
る
の
を
見
出
す
で
あ
ろ
う
。
た
だ
経
験
論
と
唯
理
論
の
違
う
点
は
、
前
者
が
戦
い
疲
れ
て

遂
に
「
心
理
的
状
態
の
多
様
性
以
外
、
何
も
存
在
し
な
い
」
と
宣
言
す
る
の
に
反
し
て
、
後
者
は
ど
こ
ま
で
も
人

格
の
統
一
性
（l’unité de la personne

）
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
心
理
的
状
態
そ
の
も
の
の
地
盤
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に
お
い
て
こ
の
統
一
性
を
求
め
て
行
く
場
合
、
分
析
に
際
し
て
見
出
さ
れ
る
性
質
や
規
定
と
い
っ
た
よ
う
な
少
し

で
も
内
容
の
あ
る
も
の
は
、
結
局
す
べ
て
「
心
理
的
状
態
」
の
方
へ
算
え
入
れ
る
ほ
か
は
な
い
か
ら
、
唯
理
論
に

と
っ
て
「
人
格
の
統
一
性
」
と
し
て
は
、
純
粋
に
否
定
的
な
も
の
・
全
く
内
容
の
な
い
形
式
以
外
の
何
物
も
残
ら

な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
の
な
い
此
の
単
な
る
形
式
が
、
ど
う
し
て
生
き
て
働
く

具
体
的
な
人
間
の
特
徴
を
表
わ
し
、
ピ
エ
ー
ル
を
ポ
ー
ル
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

明
か
に
不
可
能
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
唯
理
論
者
た
ち
は
、
だ
ん
だ
ん
と
彼
等
の
「
自
己
」
を
以
て
ピ
エ
ー
ル

に
も
ポ
ー
ル
に
も
属
さ
な
い
・
一
つ
の
底
の
な
い
容
器
（un réceptacle sans fond

）
で
で
も
あ
る
か
の
様
に
考

え
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
〔
元
来
誰
の
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
誰
の
も
の
で
も
容
れ
る
こ
と
が
で

き
て
、〕「
人
類
全
体
」
を
そ
こ
に
入
れ
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
、「
神
」
あ
る
い
は
「
存

在
一
般
」
に
ま
で
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
経
験
論
と
唯
理
論
と
の
相
異

を
次
の
様
に
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
験
論

0

0

0

は
、
自
己
の
統
一
性
を
心
理
的
状
態
と
心
理
的

状
態
と
の
い
わ
ば
間
隙
に
求
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
間
隙
も
そ
れ
を
分
析
す
れ
ば
そ
れ
ま
で
気
づ
か
れ
な
か
っ

た
他
の
心
理
的
状
態
が
そ
の
中
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
、
更
に
狭
く
な
っ
た
間
隙
の
中
に
自
己
の
統
一
性
を
求
め
ざ

る
を
得
な
く
な
り
、
か
く
し
て
無
限
に
進
め
ば
間
隙
は
い
よ
い
よ
狭
ま
っ
て
「
自
己
」
は
結
局
「
零
」
に
接
近
し

て
行
く
こ
と
と
な
る
の
ほ
か
は
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
唯
理
論

0

0

0

は
、
自
己
を
以
て
心
理
的
諸
状
態
の
宿
る
場
所
と
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考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
空
虚
な
空
間
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
も
そ
の
空
間
の
限

界
を
特
に
こ
こ
ま
で
と
い
う
風
に
限
定
す
る
如
何
な
る
理
由
も
な
い
か
ら
、
そ
の
空
間
は
ひ
と
び
と
が
指
定
し
よ

う
と
す
る
限
界
を
次
々
に
越
え
て
ど
こ
ま
で
も
拡
が
っ
て
行
っ
て
、
遂
に
は
―
―
経
験
論
の
場
合
の
様
に
「
零
」

に
で
は
な
く
―
―
こ
ん
ど
は
「
無
限
」
の
中
へ
消
え
失
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
い
わ
ゆ
る
経
験
論
と
唯
理
論
と
は
そ
ん
な
に
か
け
離
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
方
法
は

何
れ
の
場
合
も
似
か
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、
翻
訳
の
諸
要
素
（les élém

ents 

de la traduction

）
が
恰
も
原
典
の
諸
部
分
（les parties de l’orginal

）
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
推
理
す
る
点
に
お
い
て
は
、
両
者
共
通
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
本
当
の
経
験
論

0

0

0

0

0

0

（un em
pirism

e 

vrai

）
は
、
で
き
る
だ
け
原
典
そ
の
も
の
に
迫
っ
て
そ
の
生
命
を
深
く
探
り
、
一
種
の
精
神
的
聴
診
（une 

esprèce d’auscultation spirituelle

）

※

に
よ
っ
て
そ
の
魂
の
鼓
動
を
感
じ
と
ろ
う
と
志
す
も
の
で
あ
っ
て
、
か
よ

う
な
本
当
の
経
験
論
す
な
わ
ち
只
の
経
験
論
こ
そ
、
真
の
形
而
上
学
（
＝
哲
学
）
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

※　

こ
の
「
聴
診
」
と
い
う
な
か
な
か
味
の
あ
る
言
葉
に
対
し
て
、
一
九
〇
三
年
の
論
文
に
お
い
て
は
「
知
的
」
と

い
う
形
容
詞
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
の
が
（auscultation intellectuelle

）、
一
九
三
四
年
の
論
文
集
に
収
め
ら
れ
る
に

際
し
て
、
そ
の
「
知
的
」
が
「
精
神
的
」
と
い
う
形
容
詞
に
変
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
（ausculatation 
spirituelle

）、
既
に
注
意
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
仕
事
は
、
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
日
常
使
っ

て
い
る
・
既
に
出
来
上
っ
た
・
如
何
な
る
概
念
も
、
こ
の
場
合
全
く
役
に
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
己
は
多
様

性
で
あ
る
と
か
、
或
は
統
一
性
で
あ
る
と
か
、
な
い
し
は
両
者
の
綜
合
で
あ
る
と
か
、
い
う
ほ
ど
や
さ
し
い
こ
と

は
な
い
。
そ
う
い
う
「
多
様
性
」
と
「
統
一
性
」
と
は
、
こ
の
場
合
わ
ざ
わ
ざ
対
象
に
合
わ
せ
て
寸
法
を
と
る
必

要
の
な
い
・
い
わ
ば
既
製
服
で
あ
る
。
既
製
服
が
ピ
エ
ー
ル
に
も
ポ
ー
ル
に
も
合
う
の
は
、
二
人
の
何
れ
の
型
に

も
本
当
は
合
わ
せ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
経
験
論
と
い
う
名
に
ふ
さ
わ
し
い
経
験
論
・
す
な

わ
ち
一
々
寸
法
を
は
か
っ
て
（“sur m

esure”

）
で
な
け
れ
ば
仕
事
を
し
な
い
経
験
論
は
、
そ
の
研
究
す
る
一
つ

一
つ
の
新
し
い
対
象
に
対
し
て
全
く
新
た
な
努
力
を
傾
け
、
当
の
対
象
に
対
し
て
唯
そ
の
対
象
に
だ
け
あ
て
は
ま

る
概
念
を
仕
立
て
る
。
否
、
そ
れ
は
普
通
の
意
味
で
は
「
概
念
」
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
そ
れ
は
「
そ
の
た
だ
一
つ
の
も
の
」（cette seule chose

）
に
し
か
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
の
経
験
論
の
哲
学
に
と
っ
て
は
、
沢
山
の
概
念
の
中
か
ら
都
合
の
よ
い
も
の

を
選
択
し
た
り
、
或
は
何
れ
か
一
つ
の
学
派
の
味
方
を
し
た
り
す
る
よ
う
に
こ
と
は
、
も
は
や
問
題
で
は
な
い
。

そ
れ
は
、
い
ろ
ん
な
学
派
の
対
立
を
超
越
し
た
立
場
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
ひ
た
す
ら
ユ
ニ
ー
ク
な
直
観
を
求
め

て
進
む
。
そ
し
て
そ
の
直
観
か
ら
い
ろ
ん
な
諸
概
念
に
あ
ら
た
め
て
降
り
て
来
る
こ
と
は
、
わ
け
も
な
い
こ
と
な
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の
で
あ
る
。

人
格
が
統
一
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
を
断
言
し
て
み
た
と
こ
ろ

で
、
人
格
と
い
う
統
一
の
異
常
な
本
性
に
つ
い
て
、
私
に
何
一
つ
判
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
自
己
が

多
様
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
も
私
は
同
意
し
よ
う
。
そ
こ
に
一
種
の
多
様
性
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
の
場
合
の
多
様
性
が
他
の
如
何
な
る
多
様
性
と
も
何
等
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
十

分
心
得
て
置
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
に
と
っ
て
本
当
に
大
切
な
こ
と
は
、人
間
と
い
う
「
多
様
的
統
一
」

（l’unité m
ultiple

）
が
い
っ
た
い
ど
う
い
う
統
一
で
あ
り
・
ど
う
い
う
多
様
な
の
で
あ
る
か
、
ま
た
抽
象
的
な
統

一
や
抽
象
的
な
多
様
よ
り
も
卓
越
し
た
・
い
っ
た
い
ど
う
い
う
実
在
な
の
で
あ
る
の
か
、
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
哲
学
は
、
自
我
に
よ
る
自
我
の
単
純
な
直
観
を
取
戻
さ
な
い
限
り
、
右
の
こ
と
を
知
る
わ
け
に
は
行
か
な

い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
哲
学
が
こ
の
頂
上
か
ら
降
り
る
た
め
に
選
ぶ
斜
面
に
従
っ
て
、
哲
学
は
統
一
性
に
到

達
し
た
り
・
多
様
性
に
到
達
し
た
り
・
或
は
何
れ
か
一
つ
の
概
念
に
到
達
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら

の
概
念
に
よ
っ
て
、
人
間
と
い
う
動
く
生
命
を
定
義
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
―
―
繰
返
し
て

い
う
、
―
―
こ
れ
ら
の
概
念
を
ど
ん
な
に
組
合
わ
せ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
持
続
す
る
人
間
〔
現
に
生
き
て
い
る
人

間
〕
に
似
た
も
の
は
、
何
一
つ
と
し
て
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
悟
性
あ
る
い
は
知
性
の
―
―
習
慣
と
な
っ
て
い
る
―
―
作
業
の
仕
方
の
丁
度
逆
を
行



66

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
概
念
か
ら
事
物
へ
行
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
事
物
か
ら
概

念
へ
行
く
こ
と
で
は
な
い
。
一
つ
の
事
実
を
認
識
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
―
―
「
認
識
す
る
」
と
い
う
言
葉
の
普

通
の
意
味
に
お
い
て
は
、
―
―
既
製
の
概
念
を
い
く
つ
か
と
り
上
げ
て
、
そ
れ
を
色
々
と
調
合
し
、
そ
の
事
実
を

実
際
生
活
上
処
理
す
る
の
に
便
利
な
等
価
物
（un équivalent pratique

）
を
見
出
し
得
る
ま
で
、
様
々
な
組
合
わ

せ
を
試
み
る
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
知
性
の
正
常
な
は
た
ら
き
は
決
し
て
無
関
心

な
は
た
ら
き
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
般
的
に
い
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
た
だ
知
る
た
め
に
知
ろ
う
と
す

る
の
で
は
な
く
、
決
心
を
す
る
た
め
・
利
益
を
ひ
き
出
す
た
め
・
つ
ま
り
関
心
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
、
知
ろ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
ろ
う
と
す
る
対
象
が
ど
の
点
ま
で
こ
れ
0

0

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
あ
れ
0

0

で
あ

る
の
か
、
そ
れ
は
既
知
の
ど
う
い
う
種
類
に
入
る
の
か
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
ど
う
い
う
種
類
の
行
動
・
処
置
・

態
度
を
仄
め
か
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
―
―
こ
う
い
う
風
に
わ
れ
わ
れ
は
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
可
能
な
様
々
な
行
動
や
態
度
が
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
の
概
念
的
な
方
向
（directions conceptuelles de notre 

pensée

）
な
の
で
あ
っ
て
、
対
象
に
概
念
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
り
つ
け
る
こ
と
は
、
そ
の
対
象
が
わ
れ
わ
れ
に
暗
示

す
る
行
動
あ
る
い
は
態
度
の
種
類
を
、
は
っ
き
り
し
た
言
葉
で
記
す
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
本
来
の
意
味
に

お
け
る
凡
て
の
認
識
は
、
或
る
一
定
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
或
る
一
定
の
観
点
か
ら

と
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
屡
々
複
雑
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
同
じ
対
象



67

第 一 章 　 哲 学 の 方 法

に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
次
々
に
い
ろ
ん
な
方
向
へ
向
け
た
り
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
観
点
を
い
ろ
い
ろ

変
え
て
み
る
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
起
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
―
―
普
通
の
意
味
に
お
い
て
―
―
対
象
に
つ
い

て
の
「
広
い
」
そ
し
て
「
包
括
的
な
」
認
識
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
対
象
は
唯
一
つ
の
概
念
に
帰
せ

ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
概
念
に
帰
せ
ら
れ
、
対
象
は
そ
れ
ら
の
概
念
を
「
分
有
す
る
」（participer

）

と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
如
何
に
し
て
対
象
は
こ
れ
ら
凡
て
の
概
念
を
同
時
に
分
有
す
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
こ
れ
は
実
際
行
動
の
上
で
は
大
し
て
重
要
性
の
な
い
問
題
で
あ
り
、
ま
た
わ
ざ
わ
ざ
提
出
す
る
に
も
及
ば

な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
日
常
生
活
に
お
い
て
、
様
々
な
概
念
を
並
べ
た
り
調
合
し
た
り
す
る
や
り
方
が
な

さ
れ
る
の
は
、
自
然
で
も
あ
り
正
当
で
も
あ
る
。
そ
こ
に
は
哲
学
上
の
如
何
な
る
困
難
も
起
っ
て
来
な
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、〔
日
常
生
活
の
中
に
身
を
置
く
限
り
〕
わ
れ
わ
れ
は
初
め
か
ら
、
哲
学
的
に
も
の
を
考
え
る
こ

と
を
差
控
え
る
と
い
う
こ
と
に
、暗
黙
の
中
に
同
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
の「
概
念
か
ら
事
物
へ
」

の
方
式
を
哲
学
の
領
域
に
移
す
こ
と
は
、
め
ざ
す
目
的
に
背
を
向
け
る
こ
と
で
あ
り
、
哲
学
を
諸
学
派
間
の
限
り

な
き
葛
藤
に
陥
れ
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
と
方
法
と
の
た
だ
中
に
矛
盾
を
お
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
哲
学

を
は
じ
め
か
ら
断
念
し
て
実
用
本
位
の
知
識
だ
け
で
満
足
し
て
い
る
の
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、〔
い
や
し
く
も
哲
学

を
真
面
目
に
求
め
る
限
り
〕
わ
れ
わ
れ
は
直
観
の
努
力
に
よ
っ
て
対
象
そ
の
も
の
の
中
に
身
を
置
か
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
凡
ゆ
る
対
象
は
―
―
そ
れ
が
分
析
せ
ら
れ
て
い
る
間
は
―
―
動
か
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
、「
分
析
」
の
特
質
が
あ
る
の
に
反
し
て
、「
直
観
」
は
動
く
も
の
の
中
へ
・
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
持
続
」
の

中
へ
入
っ
て
行
く
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
が
あ
る
。
そ
こ
に
直
観
と
分
析
と
の
非
常
に
は
っ
き
り
し
た
境
界
線
が

あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
現
実
的
な
も
の
・
体
験
さ
れ
た
も
の
・
具
体
的
な
も
の
が
そ
れ
と
し
て
認
め
ら
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
ま
さ
に
変
化
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
れ
に
反
し
て
い
の
ち
な
き
要

素
だ
と
判
る
の
は
、
そ
れ
が
変
化
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
も
要
素
が
不
変
な
の

は
、
そ
れ
が
も
と
も
と
一
つ
の
図
式
で
あ
り
・
単
純
化
さ
れ
た
再
構
成
で
あ
り
。
概
し
て
単
な
る
符
号
で
あ
り
・

い
ず
れ
に
し
て
も
流
動
す
る
実
在
に
対
す
る
外
か
ら
の
眺
め
で
あ
る
こ
と
に
因
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
そ
う
い
う
図
式
を
以
て
、
現
実
的
な
る
も
の
が
元
通
り
に
再
構
成
せ
ら
れ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
で
あ
る
。
直
観
か
ら
分
析
へ

0

0

0

0

0

0

0

の
途
は
可
能
で
あ
る
が
、
分
析
か
ら
直
観
へ

0

0

0

0

0

0

0

の
途
は
絶
対

に
不
可
能
で
あ
る
、―
―
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
い
く
ら
繰
返
し
て
も
決
し
て
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
、

と
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
力
説
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
若
し
形
而
上
学
あ
る
い
は
哲
学
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
概
念
か
ら
現
実
へ
と
進
む
日
常
自

然
の
思
惟
の
傾
向
（la pente naturelle du travail de la pensée

）
と
は
逆
に
、
先
ず
当
の
対
象
で
あ
る
事
物
の

中
に
身
を
置
い
て
、
現
実
か
ら
概
念
へ
と
進
も
う
と
す
る
努
力
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
若
し
哲
学
が
直
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観
を
そ
の
方
法
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
「
持
続
」
の
本
性
が
心
理
的
な
る
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、〔
哲
学
が
い
か
に
現
実
へ
の
直
入
を
力
説
し
て
も
、〕
そ
れ
は
結
局
、
哲
学
者
を
自
己
自
身
の

観
想
だ
け
に
閉
じ
こ
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
哲
学
と
は
、「
恰
も
う
た
た
ね
の
牧

人
が
水
の
流
れ
を
見
つ
め
る
よ
う
に
、」
た
だ
自
己
の
生
き
る
の
を
見
つ
め
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
に
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
れ
は
―
―
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
―
―
「
持
続
」
の
特
異
な
性
質
と
、

同
時
に
「
哲
学
的
直
観
」
の
能
動
的
な
性
格
を
見
逃
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
確
信
す
る
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
彼
の
主
張
す
る
直
観
的
方
法
の
み
が
、
観
念
論
と
実
在
論
と
を
超
越
さ
せ
、
わ
れ
わ
れ
よ
り
も

劣
っ
た
対
象
と
わ
れ
わ
れ
よ
り
も
優
れ
た
対
象
―
―
そ
れ
ら
は
或
る
意
味
に
お
い
て
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
あ
る
も

の
（intérieurs à nous

）
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
―
―
の
存
在
を
確
認
せ
し
め
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在

に
色
々
な
段
階
が
あ
る
の
に
対
応
し
て
、
直
観
が
た
だ
一
つ
の
行
為
（un acte unique

）
で
は
な
く
し
て
、
多
く

の
行
為
の
無
限
な
る
系
列
で
あ
る
こ
と
が
、
指
摘
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
こ
こ
に
橙
色
を
し
た
も
の
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
を
外
か
ら
知
覚
す
る
な
ら
ば
、
単
な
る
一
つ
の
も

の
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
若
し
直
観
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
の
橙
色
の
も
の
の
中
へ
入
り

込
ん
で
そ
れ
と
内
的
に
共
感
す
る

0

0

0

0

0

0

0

（sym
pathiser intérieurem

ent
）
な
ら
ば
、
赤
と
黄
と
の
間
に
自
分
が
入
っ
て

い
る
の
を
感
じ
、
更
に
恐
ら
く
は
、
そ
の
黄
色
の
底
に
―
―
赤
か
ら
黄
へ
と
連
続
的
に
移
っ
て
行
く
―
―
全
ス
ペ
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ク
ト
ル
が
拡
が
っ
て
い
る
こ
と
を
予
感
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
持
続
の
直
観
は

―
―
純
粋
の
分
析
が
わ
れ
わ
れ
を
虚
空
に
ぶ
ら
さ
が
ら
せ
た
ま
ま
に
し
て
お
く
の
と
は
全
く
違
っ
て
―
―
様
々
な

持
続
の
連
続
全
体
（toute une continuité de durées

）
と
わ
れ
わ
れ
を
接
触
せ
し
め
る
。
そ
の
持
続
の
連
続
を
、

わ
れ
わ
れ
は
或
は
下
の
方
へ
、
或
は
上
の
方
へ
と
辿
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
方
の
場
合
と
も
、
わ
れ

わ
れ
は
ま
す
ま
す
激
し
い
努
力
に
よ
っ
て
無
際
限
に
自
己
を
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
、
両
方
の
場
合
と
も
、
わ
れ

わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
を
超
越
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
場
合
、
す
な
わ
ち
下
の
方
へ
向
っ
て
行
く
場
合
、
わ
れ

わ
れ
は
段
々
と
分
散
す
る
持
続
の
方
向
へ
進
む
こ
と
と
な
る
。
そ
の
鼓
動
は
わ
れ
わ
れ
の
鼓
動
よ
り
も
早
く
、
わ

れ
わ
れ
の
単
純
感
覚
を
分
割
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
質
」
を
「
量
」
に
薄
め
る
。
そ
の
極
限
に
あ
る
も
の
は
純

粋
に
同
質
的
な
る
も
の
・
純
粋
な
反
復
（le pur hom

ogène, la pure répétition

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

わ
れ
わ
れ
は
物
質
性

0

0

0

を
定
義
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
、別
の
方
向
す
な
わ
ち
上
の
方
へ
進
ん
で
行
く
場
合
、

わ
れ
わ
れ
は
段
々
と
緊
張
し
・
凝
縮
し
・
濃
厚
に
な
っ
て
行
く
持
続
の
方
向
へ
向
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の

極
限
に
あ
る
も
の
は
「
永
遠
」
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
は
や
概
念
的
な
永
遠
で
は
な
い
。
概
念
的
な
永
遠
は
死
の
0

0

永
遠
0

0

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
場
合
の
永
遠
は
生
の
永
遠

0

0

0

0

で
あ
り
・
生
き
て
動
い
て
い
る

永
遠
で
あ
る
。
そ
う
い
う
永
遠
の
中
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
持
続
は
光
の
中
に
お
け
る
振
動
の
よ
う
な
も
の
と

し
て
、
再
び
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
き
に
述
べ
た
様
に
、
物
質
性
が
持
続
の
分
散
0

0

で
あ
る
と
す
る
な
ら
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ば
、
こ
の
生
の
永
遠
は
持
続
の
凝
集
0

0

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
両
極
限
の
間
を
直
観
は
動
き
続
け
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
運
動
こ
そ
ま
さ
し
く
形
而
上
学
す
な
わ
ち
哲
学
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
哲
学
の
方
法
が
も
と
ず
く
い
く
つ
か
の
原
理
を
、
で
き
る
だ
け
簡
潔
な
言
葉
で
列
挙
す
れ
ば
、
次
の

様
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
外
的
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
実
在
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
―
―
哲
学
者
た
ち
の
観
念
論
や
実
在
論
に
反
し
て
―
―
む
し
ろ
常
識
の
方
が
正
し
い
。

（
二
）
こ
の
実
在
は
動
態
（m
obilité
）
―
―
あ
る
い
は
動
き
そ
の
も
の
―
―
で
あ
る
。
出
来
上
っ
た
も
の
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
存
在
し
て
い
る
の
は
、
た
だ
つ
く
ら
れ
つ
つ
あ
る
事
物
（des choses qui se font

）
だ

け
で
あ
る
。
静
止
は
全
く
外
見
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
相
対
的
で
あ
る
。
絶
え
ず
流
動
し
て
い
る
わ
れ
わ

れ
の
本
来
の
自
我
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
て
い
る
意
識
は
、
わ
れ
わ
れ
を
実
在
の
内
部
に
導
き
入
れ
る
が
、

そ
れ
を
モ
デ
ル
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
他
の
も
の
を
思
い
浮
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
若
し
生
起
す
る
状

態
に
お
け
る
方
向
の
変
化
を
傾
向
と
呼
ぶ
こ
と
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
の
実
在
は
傾
向
で
あ
る
。

（
三
）
し
っ
か
り
し
た
支
点
を
求
め
る
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
、
実
生
活
の
日
常
的
な
経
過
に
お
い
て
は
、「
状
態
」

（états

）
お
よ
び
「
事
物
」（choses

）
を
思
い
浮
べ
る
こ
と
を
、
主
要
な
は
た
ら
き
と
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
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精
神
は
、
現
実
の
不
可
分
の
動
態
に
対
し
て
、
間
を
お
い
て
瞬
間
的
と
も
い
え
る
よ
う
な
眺
め
（des vue quasi 

instanées

）
を
取
る
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
る
も
の
が
感
覚
で
あ
り
観
念
で
あ
る
。
そ
う
い
う
風
に
し
て
わ
れ
わ
れ

の
精
神
は
、
連
続
の
代
り
に
非
連
続
を
、
動
態
の
代
り
に
安
定
を
、
変
化
の
途
上
に
あ
る
傾
向
の
代
り
に
変
化
と

傾
向
の
方
向
を
記
す
固
定
し
た
点
を
置
き
換
え
る
。
こ
の
置
き
換
え
は
、
常
識
・
言
語
・
実
生
活
に
は
必
要
な
も

の
で
あ
り
、
或
る
程
度
は
実
証
科
学
に
さ
え
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
あ
る
い
は
知
性
は
、
―
―

そ
の
自
然
の
傾
向
に
従
う
場
合
に
は
―
―
一
方
で
は
固
定
し
た
知
覚
に
よ
っ
て
、
他
方
で
は
安
定
し
た
概
念
に
よ

っ
て
処
理
を
行
う
。
そ
れ
は
動
か
な
い
も
の
か
ら
出
発
す
る
。
そ
し
て
運
動
を
考
え
る
に
し
て
も
・
表
わ
す
に
し

て
も
、
た
だ
動
か
な
い
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
既
製
の
概
念
の
中
に
身
を

置
き
、
過
ぎ
行
く
実
在
の
幾
分
で
も
―
―
網
で
捉
え
る
よ
う
に
―
―
概
念
で
捉
え
よ
う
と
努
力
す
る
。
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
現
実
に
つ
い
て
の
内
的
な
・
哲
学
的
な
認
識
を
得
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
れ
は
単
に
、
そ
れ
を
利
用
せ

ん
が
た
め
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
一
つ
一
つ
の
概
念
は
（
一
つ
一
つ
の
感
覚
も
結
局
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
が
）
わ

れ
わ
れ
の
活
動
が
実
在
に
対
し
て
提
出
す
る
実
際
的
な
質
問
で
あ
り
、
こ
の
質
問
に
対
し
て
実
在
は
、
取
引
の
便

宜
上
イ
エ
ス
か
ノ
ー
で
答
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
風
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
現
実

的
な
る
も
の
か
ら
ま
さ
し
く
そ
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
、
と
り
逃
が
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
四
）
哲
学
に
つ
き
も
の
の
様
々
な
難
問
・
哲
学
が
提
起
す
る
二
律
背
反
・
哲
学
が
お
ち
込
む
矛
盾
・
互
に
敵
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対
す
る
学
派
へ
の
分
裂
・
体
系
相
互
間
の
如
何
と
も
し
難
い
対
立
、
―
―
こ
れ
ら
の
大
部
分
は
現
実
に
つ
い
て
の

無
関
心
な
認
識
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
実
利
を
目
的
と
し
て
日
常
使
っ
て
い
る
よ
う
な
や
り
方
を
適
用
す
る
と

こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
傾
向
―
―
従
っ
て
動
態
―
―
で
あ
る
実
在
を
、
も
と
も
と
不
動
の
も
の

た
ら
し
め
る
こ
と
を
役
割
に
し
て
い
る
知
覚
や
概
念
に
よ
っ
て
、
再
構
成
し
よ
う
な
ど
と
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
来

て
い
る
。
停
止
点
の
数
を
い
く
ら
多
く
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
動
態
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
決

し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
て
、
若
し
動
態
そ
の
も
の
・
動
き
そ
の
も
の
を
体
得
し
て
い
る
な
ら
ば
、
思

考
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
欲
し
い
だ
け
の
停
止
点
を
ひ
き
出
し
て
来
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
わ

れ
わ
れ
の
思
考
に
よ
っ
て
動
く
実
在
か
ら
固
定
し
た
概
念
が
ひ
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
よ
く
理
解
せ
ら
れ
る
が
、

反
対
に
、
概
念
の
固
定
性
を
以
て
現
実
の
動
態
を
再
構
成
す
る
如
何
な
る
方
法
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
独
断

論
は
―
―
様
々
な
体
系
の
建
設
者
と
し
て
―
―
こ
の
再
構
成
を
常
に
試
み
て
来
た
の
で
あ
る
。

（
五
）　

独
断
論
が
そ
の
試
み
に
失
敗
し
た
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
懐
疑
論
的
な
学
説
・
観
念
論
的
な
学
説
・
批

判
主
義
的
な
学
説
、
つ
ま
り
絶
対
的
な
る
も
の
（l’absolu
）
に
ま
で
達
す
る
力
を
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
認
め
な

い
凡
て
の
学
説
が
確
証
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
無
力
さ
で
あ
り
、
し
か
も
た
だ
こ
の
無
力
さ
だ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
わ
れ
わ
れ
が
既
製
の
こ
わ
ば
っ
た
概
念
で
生
き
た
実
在
（la réalité vivante

）
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
失
敗

し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
何
か
別
の
仕
方
で
そ
の
実
在
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
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は
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
相
対
性
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
い
ろ
ん
な
論
証
は
、
一
種
の
根
本

悪
に
汚
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
論
証
は
、
―
―
攻
撃
の
相
手
と
な
っ
て
い
る
独
断
論
と
同

じ
様
に
―
―
凡
ゆ
る
認
識
は
必
ず
輪
郭
の
は
っ
き
り
し
た
概
念
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
流
動
す
る

実
在
を
捉
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
六
）　

し
か
し
本
当
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
逆
の
進
行
を
辿
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
の
精
神
は
動
く
実
在
の
中
に
身
を
置
き
、
そ
の
絶
え
ず
変
る
方
向
を
と
り
、
そ
し
て
つ
い
に
実
在
を
直
観

的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
非
常
な
努
力
に
よ
っ
て
、
平
常
の
考
え
方

の
方
向
を
逆
に
し
、
自
分
の
使
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
裏
返
え
し
に
す
る
―
―
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
絶
え
ず
つ
く
り

直
す
―
―
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
風
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
は
流
動
的

0

0

0

な
概
念

0

0

0

（des concepts fluides

）
に
到
達
し
、
そ
の
流
動
的
な
概
念
は
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
実
在
の
後
を
追
っ

て
行
っ
て
、
事
物
の
内
的
生
命
の
運
動
そ
の
も
の
を
採
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
の
み
、

一
つ
の
前
進
的
な
哲
学

0

0

0

0

0

0

（une philosophie progressive
）が
建
設
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
哲
学
は
、諸
々

の
学
派
の
間
で
た
た
か
わ
さ
れ
て
い
る
論
争
か
ら
解
放
せ
ら
れ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
無
理
な
し
に
解
決
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
の
問
題
を
提
出
す
る
際
に
選
ば
れ
た
技
巧
的
な
術
語
か
ら
、
そ
の
哲
学

は
脱
却
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
思
考
の
仕
事
の
習
慣
的
な
方
向
を
逆
転
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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る
こ
と
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

。

（
七
）
こ
の
逆
転
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ち
ゃ
ん
と
筋
道
を
つ
け
た
や
り
方
で
は
一
度
も
行
わ
れ
た
こ
と
は
な

い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
人
間
の
思
考
の
歴
史
を
深
く
究
め
る
な
ら
ば
、
科
学
に
お
け
る
最
も
偉
大
な
仕
事
、
同
様

に
ま
た
哲
学
に
お
い
て
最
も
長
い
生
命
を
も
っ
た
も
の
が
、
何
れ
も
右
の
逆
転
の
お
蔭
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
人
間
の
精
神
が
使
っ
て
い
る
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
微
分
解
析
は
、
こ
の
逆
転
そ
の
も
の
か
ら
生
れ

た
の
で
あ
る
。
近
代
数
学
は
ま
さ
に
、
出
来
上
っ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

の
代
り
に
出
来
て
行
く
も
の

0

0

0

0

0

0

0

を
置
き
換
え
よ
う
と
す
る

努
力
で
あ
り
、
数
量
の
発
生
を
辿
り
・
運
動
を
外
か
ら
そ
の
展
示
さ
れ
た
結
果
に
お
い
て
で
は
な
く
内
か
ら
そ
の

変
化
し
よ
う
と
す
る
傾
向
に
お
い
て
捉
え
ん
が
た
め
の
努
力
で
あ
る
。
数
学
が
数
量
の
科
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
と

し
て
も
、
そ
の
量
と
い
う
の
が
い
つ
で
も
発
生
の
状
態
に
お
け
る
性
質
（la qualité à l’état naissant

）
の
量
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
性
質
の
極
限
の
場
合
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
数
学
を
生
ん
だ
こ
の
観
念
を
哲
学
が
と
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
凡
て
の
性
質
・
す
な

わ
ち
実
在
一
般
に
拡
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、そ
れ
故
に
自
然
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
哲
学
は
決
し
て
、

普
遍
数
学
と
い
う
近
世
哲
学
の
あ
の
空
想
の
産
物
の
方
へ
進
ん
で
行
く
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
し
く
そ
れ

と
は
反
対
に
、
哲
学
は
進
ん
で
行
く
に
つ
れ
て
、
符
号
に
翻
訳
す
る
こ
と
が
い
よ
い
よ
困
難
な
様
々
な
対
象
に
直

面
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
共
に
哲
学
は
、
現
実
の
連
続
性
と
動
性
と
に
少
く
と
も
接
触
し
は
じ
め
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た
わ
け
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
鏡
の
中
に
自
分
の
姿
を
眺
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
哲
学
は
、
数
学

的
な
や
り
方
が
具
体
的
な
実
在
か
ら
借
り
て
い
る
も
の
を
、
一
段
と
高
い
明
瞭
さ
を
以
て
見
た
こ
と
に
な
り
、
―

―
も
は
や
数
学
的
な
や
り
方
の
方
向
に
で
は
な
く
―
―
具
体
的
な
実
在
の
方
向
に
続
け
て
進
ん
で
行
く
こ
と
で
あ

ろ
う
。
か
く
し
て
―
―
次
に
掲
げ
る
命
題
が
あ
ま
り
に
も
控
え
目
で
あ
る
と
同
時
に
あ
ま
り
に
も
野
心
的
で
あ
る

こ
と
を
予
め
承
知
し
て
お
い
て
貰
っ
た
上
で
、―
―
わ
れ
わ
れ
は
次
の
よ
う
に
い
お
う
。「
哲
学
の
目
標
の
一
つ
は
、

性
質
的
な
微
分
積
分
を
行
う
こ
と
で
あ
る
。」

（
八
）
こ
の
目
標
を
見
失
わ
せ
、
科
学
が
使
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
や
り
方
の
起
源
に
つ
い
て
科
学
自
身
を
し

て
思
い
違
い
を
さ
せ
た
ゆ
え
ん
の
も
の
は
、
直
観
が
―
―
ひ
と
た
び
な
さ
れ
た
上
は
―
―
や
は
り
わ
れ
わ
れ
の
思

考
の
習
慣
に
適
合
し
た
表
現
の
仕
方
と
適
用
の
方
式
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が

通
常
、「
厳
密
」
と
か
「
正
確
」
と
か
呼
ん
で
い
る
も
の
の
条
件
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の

論
理
的
に
完
全
な
も
の
に
す
る
仕
事
は
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
方
法

を
生
み
出
す
行
為
は
一
瞬
間
し
か
続
か
な
い
。
そ
の
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
と
か
く
、
―
―
元
の
直
観
を
忘
れ
て
し

ま
っ
て
―
―
科
学
の
論
理
的
な
装
備
を
科
学
そ
の
も
の
と
思
い
違
い
を
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
直
観
の
忘
却
か
ら
、
哲
学
者
ば
か
り
で
な
く
科
学
者
ま
で
が
科
学
的
認
識
の
「
相
対
性
」
と
呼
ん
で
い
る

と
こ
ろ
の
も
の
が
出
て
来
る
。
相
対
的
な
の
は
、
既
存
の
概
念
に
よ
る
―
―
つ
ま
り
固
定
し
た
も
の
か
ら
動
く
も
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の
へ
と
向
う
―
―
符
号
的
認
識

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
動
い
て
い
る
も
の
の
中
に
身
を
置
い
て
事
物
の
生
命
そ
の
も
の
を
と

り
入
れ
る
直
観
的
認
識

0

0

0

0

0

で
は
な
い
。
こ
の
直
観
は
絶
対
的
な
も
の
（un absolu

）
に
ま
で
達
す
る
。

科
学
と
哲
学
と
は
、
そ
れ
故
に
、
直
観
に
お
い
て
合
致
す
る
。
真
に
直
観
的
な
哲
学
な
ら
ば
、
あ
れ
ほ
ど
望
ま

れ
て
い
る
哲
学
と
科
学
と
の
綜
合
を
実
現
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
哲
学
を
実
証
科
学
―
―
と
い
う
意
味
は
前
進

的
で
ど
こ
ま
で
も
完
全
な
も
の
に
さ
れ
て
行
く
科
学
―
―
と
し
て
う
ち
立
て
る
と
同
時
に
、
本
来
の
意
味
に
お
け

る
実
証
科
学
に
、
そ
の
本
当
に
手
の
届
く
範
囲
に
つ
い
て
の
自
覚
を
促
す
で
あ
ろ
う
。
こ
の
範
囲
と
い
う
の
は
、

実
証
科
学
が
自
分
で
想
像
し
て
い
る
よ
り
も
遙
か
に
ま
さ
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
哲
学
の
中
に
よ
り

多
く
の
科
学
が
入
れ
ら
れ
、
科
学
の
中
に
よ
り
多
く
の
哲
学
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
九
）
事
物
を
徹
底
的
に
認
識
す
る
の
に
二
つ
の
異
っ
た
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
色
々
な

科
学
は
哲
学
の
中
に
そ
の
根
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
―
―
こ
れ
は
一
般
に
古
代
の
哲
学
者
た
ち
が
考
え

た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
は
誤
は
な
か
っ
た
。
そ
の
誤
は
、
変
化
と
い
う
も
の
が
不
変
な
も
の
を
表
現
し
展
開

す
る
だ
け
の
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
―
―
人
間
精
神
に
極
め
て
自
然
な
―
―
信
仰
に
か
ぶ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ

る
。
そ
の
結
果
は
、
行
動
は
弱
め
ら
れ
た
観
想
で
あ
る
と
か
、
持
続
は
動
か
な
い
永
遠
の
い
つ
わ
り
の
動
く
影
で

あ
る
と
か
、
魂
は
イ
デ
ア
の
堕
落
し
た
も
の
で
あ
る
と
か
、
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
。
プ
ラ
ト
ン
に
は
じ
ま

っ
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
至
る
・
か
よ
う
な
哲
学
は
、
凡
て
一
つ
の
原
理
の
展
開
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
理
を
わ
れ
わ



78

れ
は
次
の
様
な
形
で
い
い
表
わ
そ
う
と
思
う
。「
動
か
な
い
も
の
の
中
に
は
、
動
く
も
の
の
中
よ
り
も
多
く
の
も

の
が
あ
っ
て
、
ひ
と
は
単
な
る
減
少
に
よ
っ
て
安
定
し
た
も
の
か
ら
不
安
定
な
も
の
へ
と
移
る
の
で
あ
る
。」
と

こ
ろ
が
、
真
実
は
そ
の
反
対
で
あ
る
。

近
代
科
学
は
、
動
態
が
独
立
し
た
実
在
と
し
て
う
ち
立
て
ら
れ
た
日
か
ら
始
ま
る
。
ガ
リ
レ
イ
（G

alileo 

G
alilei, 1564-1642

）
は
斜
面
に
球
を
こ
ろ
が
し
て
、
こ
の
上
か
ら
下
へ
の
運
動
を
―
―
そ
れ
自
身
の
た
め
に
・

そ
れ
自
身
に
お
い
て
―
―
研
究
し
よ
う
と
堅
く
決
心
し
た
の
で
あ
る
が
、
曾
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（A

ristotelēs, 

B
. C

. 384-322

）
が
「
上
」
お
よ
び
「
下
」
と
い
う
二
つ
の
動
か
な
い
概
念
に
よ
っ
て
動
態
を
十
分
説
明
で
き
る

と
信
じ
た
の
と
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
近
代
科
学
が
ガ
リ
レ
イ
か
ら
始
ま
る
と
い
う
こ
と
の
意
義
が
お
の
ず
か
ら

明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
科
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
決
し
て
孤
立
し
た
事
実
で
は
な
い
。
数
々
の

大
発
見
、
少
く
と
も
実
証
科
学
を
変
形
し
た
り
新
し
い
科
学
を
創
造
し
た
り
し
た
大
発
見
は
、「
純
粋
持
続
」
の

中
へ
探
り
を
入
れ
る
た
め
に
挿
入
せ
ら
れ
た
ゾ
ン
デ※

の
も
た
ら
し
た
効
果
で
あ
っ
た
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
。

ゾ
ン
デ
が
探
【
深
】
く
入
っ
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、
触
れ
ら
れ
た
実
在
は
い
よ
い
よ
生
き
生
き
と
し
て
い
た
の
で

あ
る
。

※　

外
科
で
診
療
を
行
う
際
、
化
膿
し
た
部
分
の
深
さ
を
探
る
た
め
に
挿
入
す
る
消
息
子
（
綿
棒
の
先
端
を
丸
く
し
た

よ
う
な
形
を
し
た
も
の
）
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し
か
し
、
海
底
深
く
投
げ
入
れ
ら
れ
た
測
深
器
が
つ
け
て
戻
っ
て
来
る
流
動
体
も
、
太
陽
に
照
ら
さ
れ
る
と
忽

ち
に
し
て
固
体
的
な
非
連
続
の
砂
粒
に
な
る
。
持
続
の
直
観
も
、
悟
性
の
光
線
に
さ
ら
さ
れ
る
と
、
や
は
り
同
じ

様
に
す
ぐ
さ
ま
、
凍
っ
て
動
か
な
い
概
念
に
固
ま
っ
て
し
ま
う
。
事
物
の
生
き
て
い
る
動
態
の
中
で
、
悟
性
は
専

ら
現
実
的
も
し
く
は
潜
在
的
な
停
止
点
を
定
め
よ
う
と
努
力
し
、
出
発
と
到
着
と
を
書
き
記
す
。
自
然
な
は
た
ら

き
を
し
て
い
る
人
間
の
思
考
に
と
っ
て
大
切
な
の
は
、
だ
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
哲
学
は
、
そ
う
い
う
人

間
的
な
分
限
（la condition hum

aine

）
を
超
え
よ
う
と
す
る
努
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

哲
学
者
で
あ
る
と
同
時
に
科
学
の
革
新
者
で
あ
っ
た
近
世
哲
学
の
諸
大
家
が
、
ど
う
し
て
現
実
的
な
る
も
の
の

動
的
連
続
性
の
感
覚
を
も
た
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
「
具
体
的
な
持
続
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も

の
の
中
に
、
ど
う
し
て
彼
等
は
身
を
置
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
は
実
は
自
分
で
思
い
込
ん
で
い
た
よ

り
も
、
殊
に
自
分
で
口
に
出
し
て
い
っ
た
よ
り
も
、
は
る
か
に
多
く
そ
れ
を
行
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
も
う
一
度

プ
ラ
ト
ン
派
の
用
語
を
借
り
て
来
て
、
容
易
な
理
解
の
或
る
種
の
確
信
を
「
イ
デ
ア
」
と
呼
び
、
生
命
の
或
る
種

の
不
安
を
「
魂
」
と
呼
ぶ
と
す
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
眼
に
見
え
な
い
流
れ
が
近
世
哲
学
を
導
い
て
「
魂
」
を
「
イ

デ
ア
」
の
上
に
高
め
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
お
い
て
近
世
哲
学
は
、
近
代
の
科

学
と
同
じ
様
に
、
否
そ
れ
以
上
に
、
古
代
的
な
考
え
方
と
は
逆
の
方
向
へ
進
む
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
哲
学
は
、
―
―
か
の
科
学
と
同
じ
様
に
―
―
自
分
の
深
い
生
命
の
ま
わ
り
に
多
く
の
符
号
に
よ
っ
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て
織
り
な
さ
れ
た
網
を
く
り
ひ
ろ
げ
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
場
合
、
仮
り
に
科
学
は
そ
の
分
析
的
な
発
展
に
あ
た
っ

て
符
号
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
哲
学
の
主
要
な
存
在
理
由
が
符
号
と
の
絶
縁
に
あ
る
こ
と
を
、
し
ば
し
ば
忘

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
や
は
り
悟
性
は
、
そ
の
固
定
・
分
割
・
再
構
成
の
仕
事
を
続
け
て
や
っ

て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
若
し
哲
学
者
や
科
学
者
の
説
い
て
い
る
文
字
だ
け
に
眼
を
留
め
る
な
ら
ば
、
哲

学
者
た
ち
は
実
在
の
下
に
深
い
ト
ン
ネ
ル
を
掘
り
、
科
学
者
た
ち
は
実
在
の
上
に
し
ゃ
れ
た
橋
を
架
け
た
け
れ
ど

も
、
し
か
し
事
物
の
動
く
流
れ
は
―
―
こ
の
二
つ
の
工
作
物
の
何
れ
に
も
触
れ
る
こ
と
な
し
に
―
―
二
つ
の
も
の

の
間
を
通
り
過
ぎ
て
行
く
、
と
い
う
風
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

結
論
と
し
て
こ
う
い
お
う
。
文
学
的
著
作
の
修
練
を
積
ん
で
成
功
し
た
人
な
ら
ば
、
誰
で
も
次
の
こ
と
を
知
っ

て
い
る
。
題
材
を
久
し
く
研
究
し
、
凡
ゆ
る
資
料
を
蒐
集
し
、
一
切
の
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
か
ら
、
さ
て
い
よ
い
よ

著
作
自
体
の
仕
事
に
と
り
か
か
る
た
め
に
は
、そ
れ
以
上
に
何
も
の
か
が
―
―
一
つ
の
努
力
が
―
―
必
要
で
あ
る
。

そ
の
努
力
と
い
う
の
は
、
一
挙
に
題
材
の
核
心
そ
の
も
の
に
身
を
置
い
て
、
で
き
る
だ
け
深
い
と
こ
ろ
に
一
つ
の

衝
動
を
探
し
求
め
て
行
く
た
め
の
・
し
ば
し
ば
苦
し
い
努
力
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
そ
う
い
う
衝
動
を
求

め
得
た
か
ら
に
は
、
後
は
す
っ
か
り
そ
れ
に
身
を
任
せ
て
し
ま
え
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
後
か
ら
推
し
進
め

て
来
る
そ
の
衝
動
を
捉
え
よ
う
と
思
っ
て
、
急
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
そ
れ
は
隠
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
一
つ
の
物
（une chose

）
で
は
な
く
し
て
、
運
動
へ
の
一
種
の
鼓
舞
（une incitation au m

ouvem
ent

）
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だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
的
直
観
と
い
う
も
の
も
、何
か
そ
れ
と
同
じ
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、

文
学
的
著
作
の
ノ
ー
ト
や
資
料
に
あ
た
る
も
の
は
、
実
証
科
学
お
よ
び
特
に
精
神
の
精
神
に
対
す
る
反
省
に
よ
っ

て
蒐
集
さ
れ
た
観
察
と
経
験
の
全
体
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
実
在
の
表
面
に
現
わ
れ
た
様
々
の
姿
と
長
い
間
つ

き
合
っ
て
、
そ
の
信
頼
を
得
て
お
く
の
で
な
け
れ
ば
、
実
在
に
つ
い
て
の
直
観
―
―
す
な
わ
ち
実
在
の
最
も
内
的

な
部
分
と
の
精
神
的
共
感※

―
―
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

※
一
九
〇
三
年
の
論
文
で
は
「
直
観
す
な
わ
ち
知
的
0

0

共
感
」
と
い
っ
た
の
を
、
一
九
三
四
年
の
論
文
集
で
「
直
観
す
な

わ
ち
精
神
的

0

0

0

共
感
」
と
言
い
改
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
既
に
注
意
し
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。

近
世
哲
学
の
大
家
た
ち
は
、
そ
の
時
代
の
科
学
の
凡
ゆ
る
材
料
を
自
分
の
も
の
に
同
化
し
た
人
達
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
半
世
紀
前
か
ら
哲
学
が
部
分
的
に
光
を
失
っ
た
原
因
と
し
て
は
、
今
日
哲
学
者
が
―
―
以
前
よ
り
も
は
る

か
に
分
散
し
て
し
ま
っ
た
―
―
科
学
と
接
触
し
よ
う
と
す
る
際
に
経
験
す
る
非
常
な
困
難
が
あ
げ
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
哲
学
的
直
観
は
、
物
質
的
認
識
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
こ
に
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
認
識
の
要
約
や
綜
合
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
。
哲
学
的
直
観
と
そ
れ
ら
の
認

識
と
の
区
別
は
、
丁
度
、
運
動
的
衝
動
と
運
動
体
が
通
過
し
た
路
筋
と
の
区
別
、
ぜ
ん
ま
い
の
緊
張
と
振
子
時
計

の
中
の
眼
に
見
え
る
運
動
と
の
区
別
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。こ
の
意
味
に
お
い
て
形
而
上
学
す
な
わ
ち
哲
学
は
、

経
験
の
一
般
化
（une généralisation de l’expérience

）
と
は
何
等
共
通
点
を
も
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ



82

に
も
拘
ら
ず
、
哲
学
は
全
体
的
経
験

0

0

0

0

0

（l’expérience intégrale

）
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
定
義
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
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第
二
章　

直
接
経
験
の
世
界

—
—

『
時
間
と
自
由
』
―
―

第
一
章
で
明
か
に
し
た
様
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
経
験
論
も
、
い
わ
ゆ
る
唯
理
論
も
、
何
れ

も
同
じ
様
に
「
翻
訳
の
諸
要
素
」
が
恰
も
「
原
典
の
諸
部
分
」
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
真
の
哲
学

0

0

0

0

は
で
き
る
だ
け
も
と
の
も
の
に
迫
っ
て
そ
の
生
命
を
深
く
探
り
、
一
種
の
精
神
的
聴
診
に

よ
っ
て
そ
の
魂
の
波
動
を
感
じ
と
ろ
う
と
志
す
真
の
経
験
論

0

0

0

0

0

（une em
pirism

e vrai, La Pensée et le M
ouvant, 

p. 196

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
真
の
経
験
論
が
呈
示
す
る
世
界
―
―
わ
れ
わ
れ
が

凡
ゆ
る
既
成
観
念
を
捨
て
て
、
直
接
す
な
お
に
経
験
す
る
世
界
―
―
と
は
、
そ
も
そ
も
如
何
な
る
世
界
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
、
一
八
八
九
年
の
学
位
論
文
で
あ
り
第
一
の
主
著
で
あ
る
と
こ
ろ
の
『
意
識
に
直
接
与
え
ら

れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
の
主
題
を
な
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
事
物
の
本
当
の
姿
を
、
そ
れ
な
ら
ば
、
見
誤
ら
し
め
る
も
の
は
何

で
あ
ろ
う
か
。
一
八
八
八
年
二
月
附
の
序
文
の
冒
頭
に
お
い
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。「
わ

れ
わ
れ
は
自
分
の
考
え
を
言
い
表
わ
す
の
に
、
必
ず
言
葉
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
又
、
大
概
の
場
合

わ
れ
わ
れ
は
空
間
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

物
事
を
考
え
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
観
念
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相
互
の
間
に
―
―
物
質
的
対
象
相
互
の
間
に
お
い
て
と
同
じ
様
な
―
―
き
っ
ぱ
り
し
た
明
確
な
区
別
・
同
じ
非
連

続
性
を
う
ち
立
て
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
同
一
視
は
、
実
際
生
活
に
お
い
て
は
役
に
立
つ
し
、
ま

た
大
抵
の
科
学
に
と
っ
て
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
上
の
或
る
種
の
問
題
が
ひ
き
起
す
打
ち
か
ち
難
い
多
く

の
困
難
は
、
空
間
を
全
然
占
め
て
い
な
い
現
象
を
あ
く
ま
で
も
空
間
の
中
に
並
べ
よ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
由
来
し

て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
拡
が
り
の
な
い
も
の
を
拡
が
り
の
あ
る
も
の
に
・「
質
」
を
「
量
」
に
訳
し

よ
う
と
す
る
不
当
な
翻
訳
が
、
提
出
さ
れ
た
問
題
の
た
だ
中
に
矛
盾
を
据
え
つ
け
て
い
る
と
き
、
そ
の
問
題
に
対

し
て
与
え
ら
れ
る
解
決
の
中
に
、
再
び
矛
盾
が
見
出
さ
れ
て
も
、
そ
れ
は
当
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。」

か
く
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
古
来
哲
学
上
の
大
問
題
で
あ
っ
た
「
自
由
の
問
題
」
を
と
り
め
ぐ
っ
て
闘
わ
さ
れ

た
論
争
が
ま
さ
し
く
そ
の
適
例
で
あ
っ
て
、
右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
不
当
な
混
同
が
一
掃
さ
れ
る
な
ら
ば
、
或
る

意
味
に
お
い
て
は
「
自
由
の
問
題
」
そ
の
も
の
が
消
滅
し
て
し
ま
う
ゆ
え
ん
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
前
に
先
ず
混
同
さ
れ
る
二
つ
の
事
物
の
在
り
方
、
す
な
わ
ち
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
事
物
の

姿
と
、
実
際
生
活
の
必
要
上
言
葉
に
よ
っ
て
空
間
化
さ
れ
た
事
物
の
姿
と
の
相
異
を
、
次
の
様
な
対
比
に
よ
っ
て

描
き
出
し
て
い
る
。

時
間 

 
 

空
間

質
的
多
様 

 
 

量
的
多
様
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異
質
性 

 
 

同
質
性

内
面
性 

 
 

外
面
性

相
互
透
入 

 
 

不
可
透
入
性

真
の
持
続 

 
 

同
時
性
・
並
置
性

自
由 

 
 

必
然

精
神 

 
 

物
質

先
ず
最
も
身
近
か
な
と
こ
ろ
に
例
を
と
る
な
ら
ば
、
或
る
感
覚
が
他
の
感
覚
よ
り
も
「
二
倍
強
い
」
と
か
、
あ

る
い
は
「
三
倍
強
い
」
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
、
更
に
ま
た
「
よ
り
多
く
悲
し
い
」
と
か
、
あ
る
い
は

「
よ
り
少
く
悲
し
い
」
と
か
い
う
風
に
、「
よ
り
多
い
」
と
か
「
よ
り
少
い
」
と
か
い
う
区
別
を
、
拡
が
り
の
な
い

事
物
・
主
観
的
な
事
実
の
領
域
に
ま
で
及
ぼ
し
て
も
、
誰
も
驚
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
甚
だ
あ
い

ま
い
な
点
が
あ
り
、
普
通
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
遙
か
に
重
大
な
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

或
る
数
が
他
の
数
よ
り
も
大
き
い
と
か
、
或
る
物
体
が
他
の
物
体
よ
り
大
き
い
と
か
主
張
さ
れ
る
場
合
に
は
、

語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
何
に
つ
い
て
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
非
常
に
よ
く
判
っ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
二
つ
の
場
合
、
等
し
く
な
い
空
間
0

0

が
問
題
な
の
で
あ
っ
て
、
空
間
Ａ
が
空
間
Ｂ
を
包
含
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
Ａ
の
方
を
「
よ
り
大
き
な
空
間
」
と
い
う
風
に
呼
ぶ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
よ
り
強
い
感
覚
が
よ
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り
弱
い
感
覚
を
、
如
何
に
し
て
包
含
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
外
延
的
な
る
も
の
（l’extensif

）
と
強
度
的
な
る
も
の

（l’intensif

）
と
の
間
に
、
拡
が
り
の
あ
る
も
の
と
拡
が
り
の
な
い
も
の
と
の
間
に
、
―
―
大
き
さ
の
見
地
か
ら

見
て
―
―
い
っ
た
い
ど
う
い
う
共
通
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

分
量
は
増
減
す
る
こ
と
が
で
き
、よ
り
多
い
分
量
の
中
に
よ
り
少
い
分
量
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、

ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
分
量
は
分
割
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
又
そ
の
故
に
こ
そ
拡
が
り
を
も
っ
た
も
の
な

の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
し
て
み
れ
ば
、
拡
が
り
を
も
た
な
い
分
量
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
矛
盾
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
純
粋
な
強
度
を
―
―
全
く
拡
が
り
と
同
様
―
―
大
き
さ
と
し
て
う
ち
立
て
る
点

で
は
、
常
識
は
哲
学
者
た
ち
と
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
進
ん
で
、
引
き
続
い
て
鳴
る
遠
い
鐘
の
音
が
聞
え
て
来
る
場
合
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
確
に
鐘
の
音
は
次

ぎ
次
ぎ
に
私
の
と
こ
ろ
に
達
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
二
通
り
の
受
取
り
方
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
第
一

の
受
取
り
方
は
、
相
つ
ぐ
感
覚
の
各
々
を
ひ
き
留
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
既
に
知

っ
て
い
る
旋
律
や
リ
ズ
ム
を
思
い
起
さ
せ
る
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
に
形
成
す
る
や
り
方
で
あ
る
が
、
そ
の
際
、
私
は

た
だ
い
わ
ば
質
的
な
印
象
を
蒐
集
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
音
を
一
つ
二
つ
と
い
う
風
に
数
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
第
二
の
受
け
取
り
方
は
、
鐘
の
音
を
は
っ
き
り
数
え
よ
う
と
す
る
や
り
方
で

あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
は
そ
れ
ら
の
音
を
は
っ
き
り
切
り
離
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
は
い
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わ
ば
そ
の
性
質
を
剥
が
れ
て
か
ら
っ
ぽ
に
な
っ
て
、
同
質
的
な
領
域
で
同
一
の
足
跡
を
残
す
と
い
う
よ
う
な
形
で

受
取
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
空
間
の
点
」（des points de l’espace

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か

く
し
て
、
多
様
性
（m

ultiplicité

）
に
は
二
種
類
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
一
つ
は
物
質
的
対
象
の
多

様
性
で
あ
っ
て
、
直
接
「
数
」
を
形
成
す
る
量
的
多
様

0

0

0

0

で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
も
の
は
意
識
的
事
実
の
多
様
性
で

あ
っ
て
、
何
等
か
の
符
号
的
表
象
の
媒
介
な
し
に
は
「
数
」
の
姿
を
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
質
的
多
様

0

0

0

0

で

あ
る
。
し
か
も
、
ひ
と
た
び
符
号
的
表
象
の
媒
介
を
経
る
か
ぎ
り
、
そ
こ
に
は
必
ず
空
間
が
介
入
し
て
来
て
、
凡

て
の
も
の
が
い
わ
ゆ
る
空
間
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
が
物
質
の
不
可
透
入
性

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
語
る
と
き
、
実
は
既
に
右
の
二
種
類
の
多
様
性
の
区
別
を
立
て
て

い
る
の
で
あ
る
。「
不
可
透
入
性
」
は
往
々
―
―
「
重
さ
」
と
同
じ
様
な
仕
方
で
知
ら
れ
・
同
じ
様
な
資
格
で
認

め
ら
れ
る
―
―
物
体
の
根
本
特
性
で
あ
る
、
と
称
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
純
粋
に
消
極
的
な
こ
の
特
性
は
、

直
接
感
官
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
混
合
や
結
合
に
つ
い
て

の
或
る
種
の
実
験
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
疑
を
さ
し
は
さ
ま
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
若
し
不
可
透
入
性
が
実
際
に
―

―
感
官
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
―
―
物
質
の
一
つ
の
性
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
互
に
溶
け
合
っ
た
二
つ
の

物
体
を
考
え
る
の
に
、
重
さ
を
も
た
な
い
液
体
を
考
え
る
よ
り
も
、
な
ぜ
一
層
の
困
難
を
感
じ
る
の
か
、
判
ら
な

い
。
事
実
上
、
そ
れ
は
物
理
的
必
然
性
で
は
な
く
し
て
、「
二
つ
の
物
体
は
同
時
に
同
一
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
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は
で
き
な
い
」
と
い
う
命
題
と
結
び
つ
い
た
一
種
の
論
理
的
必
然
性
で
あ
る
。
不
可
透
入
性
が
し
ば
し
ば
物
質
の

性
質
と
し
て
認
め
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
数
の
観
念
を
空
間
の
観
念
と
は
独
立
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
に
も
と
ず

い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
二
つ
或
は
い
く
つ
か
の
対
象
は
同
じ
場
所
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い

う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
対
象
の
表
象
に
何
物
か
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
風
に
信
じ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
「
二
」
と
い
う
抽
象
的
な
数
の
表
象
で
さ
え
も
が
、
既
に
「
空
間
に
お
け
る
二
つ
の
異
な

っ
た
位
置
」
の
表
象
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
物
質
の
不
可
透
入
性
を
う
ち
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
数

の
観
念
と
空
間
の
観
念
と
の
連
帯
性
を
認
め
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
―
―
物
質
の
特
性
よ
り

も
―
―
む
し
ろ
数
の
特
性
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
や
感
覚
や
観
念
や
、
そ
の

他
相
互
に
浸
透
し
合
い
な
が
ら
そ
れ
ぞ
れ
な
り
に
心
の
全
体
を
占
め
る
よ
う
な
凡
て
の
も
の
を
、
ひ
と
は
数
え
立

て
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
い
か
に
も
、
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
る

正
に
そ
の
こ
と
の
故
に
、
そ
れ
ら
を
数
え
る
の
は
、
空
間
の
中
で
別
々
の
場
所
を
占
め
て
い
る
同
質
的
な
単
位
―

―
従
っ
て
、
も
は
や
浸
透
し
合
う
こ
と
の
な
い
単
位
―
―
に
よ
っ
て
表
象
す
る
、
と
い
う
条
件
に
お
い
て
の
み
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、「
不
可
透
入
性
」
は
「
数
」
と
同
時
に
現
わ
れ
る
。
物
質
を
物
質
で
な
い
も
の
か
ら
区
別
す

る
た
め
に
不
可
透
入
性
と
い
う
性
質
を
物
質
に
帰
す
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
先
き
に
、
直
接
「
数
」
に
翻
訳
す
る

こ
と
の
で
き
る
拡
が
り
の
あ
る
事
物

0

0

0

0

0

0

0

0

と
、
意
識
の
事
実

0

0

0

0

0

と
の
間
に
う
ち
立
て
た
区
別
を
、
た
だ
別
の
形
で
言
い
表
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わ
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

意
識
の
事
実
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
現
わ
れ
る
時
で
さ
え
、
相
互
に
浸
透
し
合
っ
て
い
て
、
そ
の
最
も
簡
単
な
も
の

の
中
に
も
心
の
全
体
が
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
に
、
同
質
的
な
領
域
と
い
う
形
で
考
え
ら
れ
た

時
間
と
い
う
の
は
、
純
粋
意
識
の
領
域
に
空
間
の
観
念
が
入
り
込
ん
だ
こ
と
か
ら
生
れ
た
雑
種
的
な
概
念
（un 

concept bâtard

）
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
問
題
と
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と

こ
ろ
で
外
面
性
（l’exteriorité
）
は
、
空
間
を
占
め
る
事
物
に
固
有
の
性
格
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
、
意
識
の

事
実
は
本
質
的
に
決
し
て
相
互
に
外
面
的
で
は
な
く
、
同
質
的
領
域
と
し
て
考
え
ら
れ
た
時
間
の
中
に
繰
り
ひ

ろ
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
外
面
的
と
な
る
。
実
際
、「
持
続
」
に
つ
い
て
は
可
能
な
二
つ
の
概
念
が
あ

る
。
一
つ
は
一
切
の
混
入
物
を
含
ま
な
い
純
粋
な
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
方
は
ひ
そ
か
に
空
間
の
観
念
が
入

り
込
ん
で
来
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
平
常
、
空
間
の
観
念
に
馴
れ
親
し
み
・
そ
れ
に
附
き
ま
と
わ
れ

て
さ
え
い
る
の
で
、「
純
粋
な
断
続
」（la succession pure

）
の
表
象
の
中
へ
知
ら
ず
知
ら
ず
そ
の
観
念
を
導
き

入
れ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
諸
状
態
を
、
一
つ
一
つ
横
に
並
べ
る
（juxtaposer

）
の
で
あ
る
。
約
言

す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
時
間
を
空
間
の
中
へ
投
射
し
、「
持
続
」
を
拡
が
り
の
形
で
表
わ
す
の
で
あ
る
。
そ
う
す

る
と
、
断
続
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
―
―
そ
の
各
部
分
が
互
に
浸
透
す
る
こ
と
な
く
触
れ
合
っ
て
い
る
―
―
一
つ

の
連
続
線
ま
た
は
一
つ
の
連
鎖
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
空
間
の
第
四
次
元

0

0

0

0

0

0

0

（une quatrièm
e 
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dim
ension de l’espace

）
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
自
己
（le m

oi intérieur

）、
感
じ
た
り
・
情
熱
に
燃
え
た
り
・
思
案
し
た
り
・
決
心
し
た

り
す
る
自
己
も
、
表
面
で
は
外
界
に
触
れ
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
表
面
的
な
自
己
（le m

oi superficiel

）
と
よ
り

深
い
自
己
（le m

oi plus profond

）
と
が
、
共
に
同
一
人
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
両
者
は
必
然
的
に
同
じ
仕
方
で

持
続
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
若
し
比
較
的
表
面
の
層
を
と
り
除
く
な
ら
ば
、
そ
こ
に
純
粋
意
識
の
領
域
が

浮
び
上
っ
て
来
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
夢
は
ま
さ
し
く
わ
れ
わ
れ
を
こ
の
状
態
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

眠
り
は
器
官
の
機
能
の
は
た
ら
き
を
ゆ
る
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
に
自
己
と
外
界
の
事
物
と
の
接
触
面
を
変
え

る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
持
続
を
測
る
0

0

こ
と
を
や
め
て
、
持
続
を
感
じ
る

0

0

0

。
そ

れ
に
よ
っ
て
持
続
は
「
量
」
か
ら
「
質
」
の
状
態
へ
戻
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
流
れ
た
時
間

0

0

0

0

0

（le tem
ps 

écoulé

）
の
数
学
的
評
価
は
も
は
や
な
さ
れ
な
い
で
、
―
―
凡
て
の
本
能
と
同
様
―
―
ひ
ど
い
間
違
い
を
犯
す
と

共
に
時
に
は
非
常
な
正
確
さ
を
以
て
働
く
こ
と
の
で
き
る
漠
然
た
る
本
能
に
、
場
所
を
譲
る
の
で
あ
る
。
覚
醒
の

状
態
に
あ
っ
て
も
、
性
質
0

0

と
し
て
の
持
続
（la durée qualité

）
と
物
質
化
さ
れ
て
分
量
0

0

と
な
っ
た
時
間
と
の
区

別
を
、
日
常
の
経
験
が
わ
れ
わ
れ
に
教
え
る
に
違
い
な
い
。
私
が
こ
の
数
行
を
書
い
て
い
る
と
き
に
、
隣
の
時
計

が
鳴
る
。
け
れ
ど
も
、
気
を
と
ら
れ
て
い
る
私
の
耳
は
、
既
に
い
く
つ
か
打
つ
の
を
聞
い
た
後
で
な
け
れ
ば
そ
れ

に
気
が
つ
か
な
い
。
だ
か
ら
私
は
、
そ
れ
を
数
え
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
も
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
既
に
打
っ
た



91

第 二 章 　 直 接 経 験 の 世 界

四
つ
の
音
の
和
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
今
私
が
聞
い
て
い
る
音
に
つ
け
加
え
る
た
め
に
は
、
一
寸
し
た
―
―
過
去

を
ふ
り
返
え
る
―
―
注
意
の
努
力
で
十
分
で
あ
る
。
若
し
我
に
か
え
っ
て
、
た
っ
た
今
起
っ
た
ば
か
り
の
こ
と
に

つ
い
て
入
念
に
自
問
し
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
は
じ
め
の
四
つ
の
音

は
私
の
耳
を
打
ち
・
私
の
意
識
を
動
か
し
さ
え
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
音
に
よ
っ
て
生
ぜ

し
め
ら
れ
た
感
覚
は
、
―
―
横
に
並
べ
ら
れ
る
代
り
に
―
―
全
体
が
一
種
の
楽
句
を
形
づ
く
る
よ
う
な
風
に
、
互

に
溶
け
合
っ
て
全
体
に
一
つ
の
固
有
の
相
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
打
っ
た
音
の
数
を
算
定
す

る
た
め
に
、
私
は
頭
の
中
で
そ
の
楽
句
を
再
構
成
し
よ
う
と
試
み
た
。
私
の
想
像
は
一
つ
打
ち
、
そ
れ
か
ら
二
つ
、

そ
れ
か
ら
三
つ
、
そ
し
て
丁
度
四
つ
と
い
う
数
に
達
す
る
迄
は
、
私
の
感
受
性
は
―
―
ど
う
か
と
聞
か
れ
て
も
―

―
全
体
の
効
果
が
性
質
的
に
違
う
、
と
い
う
風
に
答
え
続
け
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
想
像
は
想
像
な
り
の
仕
方

で
、
打
っ
た
四
つ
の
音
の
継
続
を
確
め
て
来
た
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
決
し
て
単
な
る
加
算
の
方
法
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
一
つ
一
つ
独
立
し
た
・
い
く
つ
か
の
項
の
並
置
0

0

（juxtaposition

）
と
い
っ
た
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
は
、
い
さ
さ
か
も
入
り
込
ん
で
来
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
打
っ
た
音
の
数
は
「
性
質
」

と
し
て
知
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
分
量
」
と
し
て
で
は
な
い
。
一
般
に
、「
持
続
」
は
直
接
的

な
意
識
に
対
し
て
か
よ
う
な
形
で
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
拡
が
り
を
も
っ
た
も
の
か
ら
引
き
出
さ

れ
た
符
号
的
表
象
に
場
所
を
譲
ら
な
い
限
り
、
持
続
は
右
の
形
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
真
の
持
続

0

0

0

0

（la durée vraie

）
の
外
延
的
な
符
号
で
あ
る
同
質
的
な
持
続
の
底
に
、
異
質
的
な
諸
瞬

間
が
相
互
に
浸
透
す
る
持
続
を
、
意
識
状
態
の
数
的
多
様
性
の
底
に
性
質
的
多
様
性
を
、
諸
状
態
が
は
っ
き
り

規
定
さ
れ
て
い
る
自
己
の
底
に
、
継
続
が
融
合
と
構
造
を
含
ん
で
い
る
自
己
を
、
注
意
深
い
心
理
学
は
見
分
け
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
大
抵
、
前
者
す
な
わ
ち
同
質
的
空
間
に
投
射
さ
れ
た
自
己
の
影

0

0

0

0

（l’om
bre du 

m
oi

）
で
満
足
し
て
い
る
。
し
か
も
か
よ
う
な
自
己
は
、
一
般
に
社
会
生
活
の
要
求
・
特
に
言
語
の
要
求
に
非
常

に
よ
く
適
応
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
意
識
は
そ
う
い
う
自
己
の
方
を
む
し
ろ
好
ん
で
、
根
本
的
な
自
己

0

0

0

0

0

0

（le m
oi fondam

ental

）
の
方
は
次
第
々
々
に
見
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
私
が
滞
在
し
よ
う
と
し
て
い
る
町
を
は
じ
め
て
散
歩
す
る
と
き
、
私
を
と
り
囲
む
事
物
は
、
持
続
す

べ
き
印
象
と
絶
え
ず
変
化
す
る
印
象
と
を
、
同
時
に
私
に
生
ぜ
し
め
る
。
私
は
毎
日
同
じ
家
々
を
認
め
、
そ
れ
ら

が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
か
ら
、
つ
ね
に
同
じ
名
で
呼
ぶ
。
そ
し
て
又
、
そ
れ
が
い
つ
も
同
じ
仕

方
で
私
に
現
わ
れ
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
。、
と
こ
ろ
が
、
若
し
私
が
か
な
り
長
い
時
間
が
経
っ
て
か
ら
、
は
じ

め
の
数
年
間
に
感
じ
た
印
象
を
思
い
返
し
て
み
る
な
ら
ば
、
何
と
も
説
明
の
で
き
な
い
・
殊
に
言
い
表
わ
し
よ
う

の
な
い
・
奇
異
な
変
化
が
、
そ
の
印
象
に
起
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
象
は
、
継
続
し
て

私
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
・
私
の
精
神
の
中
で
絶
え
ず
自
己
を
描
き
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
遂
に
私
の
意
識
生
活

の
何
も
の
か
を
私
か
ら
借
り
受
け
る
に
至
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
私
と
同
じ
様
に
、
そ
れ
ら
の
対
象
も
生
き
て
来
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て
、
ま
た
私
と
同
じ
様
に
、
年
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
な
る
錯
覚
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
若
し
今
日

の
印
象
が
昨
日
の
印
象
と
全
く
同
一
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
知
覚
と
再
認
と
の
間
に
、
見
聞
と
回
想
と
の
間
に
、

い
っ
た
い
ど
う
い
う
違
い
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
尤
も
、
こ
の
相
異
は
多
く
の
人
々
か
ら
は
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま

で
済
ん
で
い
る
。
ひ
と
に
注
意
さ
れ
て
、
よ
ほ
ど
細
心
に
自
身
で
自
問
し
て
み
な
け
れ
ば
、
全
く
気
が
つ
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
、
わ
れ
わ
れ
の
外
面
的
な
・
い
わ
ば
社
会
的
な
生
活
が
、
わ
れ
わ
れ
の
内
面
的
な
・
個

人
的
な
生
活
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
一
層
実
際
的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
重
要
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
う
い
う
社
会
生
活
の
表
面
に
現
わ
れ
た
自
己
だ
け
が
、
自
己
の
凡
て
で
あ

る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
人
間
の
本
質
を
形
づ
く
る
「
自
由
」
の
問
題
を
正
当
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
い
よ
い
よ
第
三
章
に
お
い
て
、
自
由
の
問
題
を
と
り
め
ぐ
る
決
定
論
と
非
決
定
論

の
論
争
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
何
れ
の
議
論
も
「
持
続
」
と
「
同
時
性
」
と
の
混
同
を
含
む
こ
と
を
指
摘
し
て
、
ひ

と
た
び
こ
の
混
同
を
一
掃
す
る
な
ら
ば
、
或
る
意
味
に
お
い
て
自
由
の
問
題
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

が
消
滅
す
る
ゆ
え
ん
を
明

か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

決
定
論
、特
に
心
理
的
決
定
論
の
最
も
は
っ
き
り
し
た
形
は
連
想
説
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
連
想
説
的
決
定
論
（le 

déterm
inism

e associationiste

）
は
、
自
己
を
心
的
状
態
の
集
合
と
し
て
表
象
し
、
そ
の
う
ち
最
も
強
力
な
状
態

が
優
勢
な
影
響
力
を
発
揮
し
て
、
他
の
状
態
を
引
張
っ
て
行
く
と
い
う
風
に
考
え
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
学
説
は
、
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同
時
に
存
在
す
る
諸
々
の
心
的
事
実
を
、
相
互
に
は
っ
き
り
区
別
す
る
の
で
あ
る
。
現
に
ミ
ル
（John Stuart 

M
ill, 1806-73

）
は
、「
善
い
こ
と
を
し
よ
う
と
す
る
彼
の
願
望
と
、
悪
い
こ
と
に
対
す
る
彼
の
嫌
悪
と
は
、
反
対

の
他
の
凡
て
の
願
望
や
嫌
悪
に
う
ち
勝
つ
に
足
る
ほ
ど
強
い
、」
と
い
う
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
り
、
更
に
一
層

は
っ
き
り
と
「
闘
争
は
、
快
楽
を
望
む
自
己
と
、
後
悔
を
恐
れ
る
自
己
と
の
間
に
あ
る
、」
と
さ
え
言
い
切
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。（Exam

ination of Sir W
. H

am
ilton’s Philosophy, 1865.

）
ベ
イ
ン
（A

lexander B
ain, 1818-

1903

）
も
ま
た
、
そ
の
『
情
緒
と
意
志
』【" The em

otions and the w
ill"

】（1859

）
の
一
つ
の
章
全
体
を
「
動
機
の
闘

争
」
に
あ
て
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
諸
々
の
快
楽
と
諸
々
の
苦
痛
と
を
―
―
少
く
と
も
抽
象
作
用
に
よ
っ

て
―
―
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
存
在
を
帰
す
る
こ
と
の
で
き
る
諸
項
と
し
て
、
は
か
り
に
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
か
よ
う
な
決
定
論
の
反
対
者
た
ち
も
ま
た
、
進
ん
で
ベ
イ
ン
と
同
じ
様
な
地
盤
の
上

に
立
っ
て
、「
観
念
の
連
合
」
と
「
動
機
の
闘
争
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
達
の
中

に
あ
っ
て
最
も
深
遠
な
哲
学
者
の
一
人
で
あ
る
フ
ィ
エ
（A

lfred Fouillée, 1838-1912

）
で
さ
え
も
が
、
自
由
の

観
念
そ
の
も
の
を
以
て
他
の
動
機
に
拮
抗
で
き
る
一
つ
の
動
機
と
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

（La Liberté et le D
éterm

inism
e, 1872

）
―
―
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
に
、
言
葉
と
い
う
も
の
が
内
的
状
態
の
凡
ゆ

る
色
合
い
の
違
い
を
言
い
表
わ
す
よ
う
に
は
つ
く
ら
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
一
つ
の
重
大
な
混
同

を
犯
す
恐
れ
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
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例
え
ば
、
私
が
窓
を
あ
け
る
た
め
に
立
ち
上
る
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
立
つ
か
立
た
な
い
か
の
う
ち
に
、
何
を

す
る
筈
だ
っ
た
か
を
忘
れ
て
、
じ
っ
と
動
か
な
い
で
い
る
。
―
―
「
そ
れ
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
は
な
い
、」
と
ひ
と

は
い
う
で
あ
ろ
う
。「
あ
な
た
は
達
す
べ
き
目
的
の
観
念
と
、
行
う
べ
き
運
動
の
観
念
と
、
こ
の
二
つ
の
観
念
を

結
び
つ
け
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
が
消
失
し
て
、
た
だ
運
動
の
表
象
だ
け
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」

こ
う
い
う
風
に
、
ひ
と
は
説
明
す
る
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
私
は
決
し
て
席
に
は
戻
ら
な
い
。
私
は
漠
然
と
、

何
か
な
す
べ
き
こ
と
が
残
っ
て
い
る
、
と
感
じ
る
。
従
っ
て
、
私
が
動
か
な
い
の
は
、
た
だ
わ
け
も
な
く
動
か
な

い
の
と
は
違
う
。
私
が
現
に
身
を
持
し
て
い
る
位
置
の
う
ち
に
、
な
さ
る
べ
き
行
為
が
―
―
い
わ
ば
予
め
形
成
さ

れ
た
か
た
ち
で
―
―
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
位
置
を
保
ち
な
が
ら
そ
れ
を
調
べ
て

み
る
だ
け
で
、
或
は
む
し
ろ
そ
れ
を
内
面
的
に
感
じ
る
だ
け
で
、
一
瞬
間
消
え
去
っ
た
観
念
を
再
び
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
観
念
が
運
動
と
位
置
と
の
内
面
的
な
心
像
に
、
一
つ
の
特
殊
な
色
ど

り
を
伝
達
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
そ
し
て
こ
の
色
ど
り
は
、若
し
達
す
べ
き
目
的
が
違
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

疑
い
も
な
く
同
じ
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
言
葉
は
こ
の
運
動
と
こ
の
位
置
と
を
、
や
は

り
同
じ
仕
方
で
言
い
表
わ
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
連
想
説
の
立
場
を
と
る
心
理
学
者
は
、
同
じ
運
動
の
観

念
に
こ
ん
ど
は
一
つ
の
新
ら
し
い
目
的
の
観
念
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
い
う
こ
と
に
よ
っ

て
、
二
つ
の
場
合
を
区
別
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
恰
も
、
達
す
べ
き
目
的
の
新
ら
し
さ
そ
の
も
の
が
、
行
う
べ
き
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運
動
―
―
た
と
え
こ
の
運
動
が
空
間
に
お
い
て
は
同
一
で
あ
る
と
し
て
も
―
―
の
表
象
を
、
そ
の
色
合
い
に
お
い

て
変
え
な
い
か
の
よ
う
に
。
そ
れ
故
に
、
一
定
の
位
置
の
表
象
が
―
―
意
識
の
中
で
―
―
達
す
べ
き
種
々
異
っ
た

目
的
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
く
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
風
に
い
っ
て
は
な
る
ま
い
。
む
し
ろ
、
幾
何
学
的
に
は

同
一
の
位
置
も
、
思
い
浮
べ
ら
れ
た
目
的
の
如
何
に
従
っ
て
、
当
人
の
意
識
に
と
っ
て
は
違
っ
た
形
の
下
に
現
わ

れ
る
、
と
い
う
風
に
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
連
想
説
の
誤
は
、
な
さ
る
べ
き
行
為
の
性
質
的
要
素
を
先
ず
は
じ
め

に
除
去
し
て
し
ま
っ
て
、
行
為
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
幾
何
学
的
な
も
の
と
没
個
性
的
な
も
の
だ
け
し
か
保
持
し

な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
色
抜
き
を
し
て
し
ま
っ
た
行
為
の
観
念
を
、
他
の
多
く
の
行
為
の
観
念
か
ら

区
別
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
何
等
か
の
種
差
を
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
こ
の
結
合
は
、

連
想
説
の
立
場
に
立
っ
て
私
の
精
神
を
研
究
す
る
哲
学
者
の
仕
業
で
あ
っ
て
、
私
の
精
神
自
身
の
知
つ
た
こ
と
で

は
な
い
の
で
あ
る
。

私
が
バ
ラ
の
香
り
を
嗅
ぐ
と
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
漠
然
と
し
た
幼
時
の
想
い
出
が
私
の
記
憶
に
よ
み
が
え
っ
て

来
る
。
実
を
い
う
と
、
こ
れ
ら
の
想
い
出
は
、
バ
ラ
の
香
り
に
よ
っ
て
よ
び
醒
ま
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
私
は
そ

れ
ら
の
想
い
出
を
、
香
り
そ
の
も
の
に
お
い
て
吸
い
込
む
の
で
あ
っ
て
、
私
に
と
っ
て
は
香
り
が
凡
て
で
あ
る
。

他
の
人
た
ち
は
、
そ
れ
を
違
っ
た
よ
う
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
香
り
は
い
つ
も
同
じ
な
の
で

あ
る
が
、
し
か
し
い
ろ
い
ろ
異
っ
た
観
念
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、」
と
あ
な
た
が
た
は
い
う
か
も
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知
れ
な
い
。
そ
う
い
わ
れ
る
の
も
結
構
だ
が
、
た
だ
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
バ
ラ
が
わ
れ
わ
れ
の
各
々
に
与
え

る
い
ろ
ん
な
印
象
の
中
か
ら
、
あ
な
た
が
た
は
先
ず
は
じ
め
に
個
性
的
な
も
の
を
除
去
し
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
客

観
的
な
相
だ
け
―
―
バ
ラ
の
香
り
の
中
で
共
通
の
領
域
・
い
っ
て
し
ま
え
ば
空
間
に
属
す
る
も
の
だ
け
―
―
し
か

残
さ
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
条
件
に
お
い
て
の
み
、
バ
ラ
と
そ
の
香
り
に
名
を
与
え
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
わ
れ
わ
れ
の
個
性
的
な
印
象
を
相
互
に
区
別
す
る
た
め
に
は
、
バ
ラ
の
香

り
と
い
う
一
般
的
な
観
念
に
、
ど
う
し
て
も
特
殊
な
い
ろ
ん
な
性
格
を
つ
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

こ
で
あ
な
た
が
た
は
、
わ
れ
わ
れ
の
様
々
な
印
象
・
わ
れ
わ
れ
の
個
性
的
な
印
象
は
、
バ
ラ
の
香
り
に
い
ろ
い
ろ

違
っ
た
想
い
出
を
結
び
つ
け
る
こ
と
か
ら
結
果
す
る
、
と
い
う
。
し
か
し
、
あ
な
た
が
た
の
い
う
「
結
び
つ
き
」

な
る
も
の
は
、
あ
な
た
が
た
に
対
し
て
だ
け
し
か
―
―
し
か
も
説
明
の
仕
方
と
し
て
し
か
―
―
存
在
し
な
い
も
の

な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、先
き
に
並
置
の
多
様
性

0

0

0

0

0

0（la m
ultiplicité de juxtaposition

）と
相
互
浸
透
の
多
様
性

0

0

0

0

0

0

0

0（la 
m

ultiplicité de pénétration m
utuelle

）
と
の
間
に
う
ち
立
て
た
区
別
に
連
れ
戻
さ
れ
る
。
こ
う
い
う
感
情
・
こ

う
い
う
観
念
は
、
無
限
に
多
く
の
意
識
の
事
実
を
包
蔵
し
て
い
る
、
と
い
う
。
し
か
し
そ
の
「
多
数
」
と
い
う
こ

と
は
、
同
質
的
な
領
域
の
中
へ
繰
り
拡
げ
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
現
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
或
る
人
達
は
こ
の

同
質
的
な
領
域
を
「
時
間
」
と
呼
ぶ
。
し
か
し
実
は
「
空
間
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
わ
れ
わ
れ
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は
相
互
に
外
面
的
な
諸
項
を
認
め
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
も
は
や
意
識
の
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
れ

ら
の
符
号
0

0

に
す
ぎ
な
い
。
或
は
一
層
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
を
表
わ
す
言
葉
0

0

に
す
ぎ
な
い
。
既
に
示
し
た

様
に
、
空
間
の
様
な
同
質
的
な
領
域
を
考
え
る
能
力
と
、
一
般
的
観
念
に
よ
っ
て
考
え
る
能
力
と
の
間
に
は
、
密

接
な
相
関
関
係
が
あ
る
。
意
識
の
一
つ
の
状
態
を
説
明
し
・
分
析
し
よ
う
と
す
る
や
否
や
、
す
ぐ
れ
て
個
性
的
な

こ
の
状
態
は
、
没
個
性
的
な
要
素
に
解
体
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
要
素
は
、
相
互
に
外
面
的
な

関
係
に
あ
っ
て
、
そ
の
各
々
が
一
つ
の
類
の
観
念
を
よ
び
起
し
・
そ
し
て
一
つ
の
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
表
わ
さ
れ

る
。
し
か
し
全
体
の
内
部
で
は
、
こ
れ
ら
の
要
素
は
も
と
も
と
互
に
浸
透
し
合
い
・
互
に
溶
け
合
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
連
想
説
は
、
精
神
の
中
で
起
る
具
体
的
な
現
象
の
代
り
に
、
哲
学
の
与
え
る
そ
の
人
工
的
再
構

成
（la reconstruction artificielle
）
を
絶
え
ず
置
き
換
え
、
か
く
し
て
事
実
の
説
明
を
事
実
そ
の
も
の
と
混
同
す

る
誤
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
心
の
一
層
深
い
・
一
層
内
容
の
豊
か
な
状
態
を
考
察
す

る
に
つ
れ
て
、
一
層
明
か
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

実
際
、
自
己
は
そ
の
表
面
に
よ
っ
て
外
界
に
触
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
表
面
が
事
物
の
跡
形
を
保
存
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
自
己
は
諸
項
を
横
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
知
覚
し
た
上
で
、
隣
接
関
係
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
っ
た
種
類
の
結
合
、
す
な
わ
ち
全
く
単
純
で
い
わ
ば
没
個
性
的
な
感
覚
の
結
合
に
対
し
て

は
、
連
想
説
が
適
合
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
面
の
下
を
掘
っ
て
行
く
に
従
っ
て
、
す
な
わ
ち
自
己
が
自
分
自
身
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に
帰
る
に
従
っ
て
、
そ
の
意
識
の
諸
状
態
も
ま
た
、
そ
の
程
度
に
応
じ
て
、
横
に
並
ぶ
こ
と
を
や
め
て
相
互
に
浸

透
し
て
一
緒
に
溶
け
合
い
、
そ
し
て
そ
の
各
々
が
他
の
凡
て
の
意
識
状
態
の
色
ど
り
に
染
ま
る
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
わ
れ
わ
れ
の
誰
で
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
愛
し
方
・
憎
み
方
を
も
っ
て
い
て
、
こ
の
愛
・
こ
の
憎
し
み
が
そ
の

人
間
の
全
体
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
言
葉
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ら
の
諸
状
態
を
―
―
凡

て
の
人
の
場
合
に
―
―
同
一
の
言
葉
で
指
し
示
す
。
従
っ
て
言
葉
は
、
愛
や
憎
し
み
や
そ
の
他
―
―
心
を
動
か
す

―
―
無
数
の
感
情
の
、
客
観
的
な
没
個
性
的
な
面
し
か
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
小
説
家
の
才
能
を
判
断
す
る
場
合
に
、
そ
の
小
説
家
が
感
情
や
観
念
に
そ
の
元
の
生
き
た
個
性
を
返
え
し
与
え

る
の
に
ど
れ
だ
け
の
能
力
を
も
っ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
す
る
。
小
説
家
は
そ
の
際
、
い
ろ
ん
な
細

か
な
事
情
を
並
べ
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
と
か
し
て
、
言
葉
の
た
め
に
公
共
の
領
域
に
ひ
き
お
ろ
さ
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
そ
れ
ら
の
感
情
や
観
念
を
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
し
か
し
一
運
動
体
の
二
つ
の

位
置
の
間
に
ど
ん
な
に
多
く
の
点
を
挿
入
し
て
も
、
決
し
て
通
過
さ
れ
た
空
間
を
完
全
に
埋
め
つ
く
す
こ
と
が
で

き
な
い
様
に
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
語
る
0

0

と
い
う
だ
け
で
は
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
諸
々
の
観
念
を
た
だ
結
び
つ

け
て
横
に
並
べ
る
だ
け
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
が
感
じ
て
い
る
こ
と
を
、
完
全
に
翻
訳
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
思
想
は
、
言
葉
と
は
通
約
で
き
な
い
ま
ま
で
残
る
の
で
あ
る
。

連
想
説
の
立
場
に
立
つ
人
達
は
、
自
己
と
い
う
も
の
を
―
―
感
情
や
感
覚
や
観
念
な
ど
―
―
意
識
の
諸
事
実
の
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集
合
に
帰
す
る
。
し
か
し
若
し
、
こ
れ
ら
の
諸
状
態
の
中
に
そ
の
名
の
表
わ
す
も
の
以
上
の
何
物
も
見
ず
、
そ
の

没
個
性
的
な
相
し
か
把
持
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
諸
状
態
を
際
限
な
く
並
べ
立
て
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
幽
霊

の
自
己
（un m

oi fantôm
e

）
―
―
空
間
に
投
射
さ
れ
る
自
己
の
影
―
―
よ
り
ほ
か
の
も
の
を
何
も
得
る
こ
と
は

で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
若
し
、
こ
れ
ら
の
心
理
状
態
を
一
定
の
人
間
に
見
ら
れ
る
特
殊
な
色
ど
り
を
も
っ

た
ま
ま
で
と
り
上
げ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
間
を
再
構
成
す
る
た
め
に
、
な
に
も
多
く
の
意
識
の
事
実
を
結
び
つ
け

る
必
要
は
な
い
。
そ
の
唯
一
つ
の
事
実
の
中
に
も
、
人
間
全
体
が
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
内

面
的
な
状
態
の
外
に
現
わ
れ
た
も
の
こ
そ
、
ま
さ
し
く
「
自
由
な
行
為
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
自
己
の
み
が
そ
の
行
為
を
ひ
き
起
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
自
己
の
全
体
が
表
現
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
由
は
決
し
て
―
―
唯
心
論
が
往
々
与
え
る
よ
う
な
―
―
絶
対
的
な
性
格

を
呈
示
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
由
は
様
々
な
程
度
を
許
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。

周
知
の
様
に
、
決
定
論
者
は
「
与
え
ら
れ
た
先
行
条
件
に
対
し
て
、
唯
一
つ
の
可
能
な
行
為
が
対
応
す
る
」
こ

と
を
主
張
し
、
そ
れ
に
対
し
て
非
決
定
論
者
す
な
わ
ち
自
由
意
志

の
擁
護
者
は
「
同
一
の
系
列
が
、
同
様
に
可
能
な
・
い
く
つ
か
の

ち
が
っ
た
行
為
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
、」
と
仮
定
す

る
。
そ
れ
を
上
の
簡
単
な
図
で
示
す
な
ら
ば
、
自
由
の
擁
護
者
も
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反
対
者
も
同
じ
様
に
、
先
ず
自
己
が
Ｍ
か
ら
Ｏ
に
達
し
て
、
Ｘ
と
Ｙ
と
い
う
二
つ
の
方
向
が
そ
の
前
面
に
展
開
さ

れ
て
い
る
、と
い
う
風
に
考
え
る
。そ
し
て
Ｘ
と
Ｙ
と
の
二
点
間
の
一
種
の
機
械
的
動
揺（une espèce d’oscillation 

m
écanique

）
を
行
動
に
先
き
立
た
せ
る
点
に
お
い
て
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
若
し
私
が
Ｘ
を
選

ぶ
な
ら
ば
、
自
由
の
擁
護
者
は
私
に
い
う
で
あ
ろ
う
。「
あ
な
た
は
た
め
ら
い
、
思
案
し
た
結
果
、
Ｘ
を
選
ん
だ

の
で
あ
る
か
ら
、
も
と
も
と
Ｙ
だ
っ
て
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
そ
れ
に
対
し
て
、
自
由
の
反
対
者
は
答
え
る

で
あ
ろ
う
。「
あ
な
た
は
Ｘ
を
選
ん
だ
、
そ
れ
故
に
そ
う
す
る
だ
け
の
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

の
際
、
Ｙ
だ
っ
て
同
じ
様
に
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
こ
の
理
由
を
忘
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。」
―
―
い
ま
、
こ
の
相
反
す
る
二
つ
の
解
決
の
下
を
掘
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
一
つ
の
共
通
の
要

請
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
れ
も
行
動
Ｘ
が
既
に
な
さ
れ
た
後
に
身
を
置
い
て
、
私
の
有
意
活
動
の
過
程
を

Ｏ
点
で
分
岐
す
る
Ｍ
Ｏ
と
い
う
ル
ー
ト
で
表
わ
す
。
そ
し
て
Ｏ
Ｘ
と
Ｏ
Ｙ
と
い
う
二
つ
の
線
は
、
Ｘ
を
終
点
と
す

る
連
続
的
活
動
の
た
だ
中
に
お
い
て
、
抽
象
に
よ
っ
て
区
別
せ
ら
れ
る
二
つ
の
方
向
を
符
号
の
形
で
示
す
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
た
だ
し
か
し
、
決
定
論
者
た
ち
が
そ
の
知
っ
て
い
る
凡
て
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
、
Ｍ
Ｏ
Ｘ

と
い
う
道
が
辿
ら
れ
た
こ
と
を
確
証
す
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
反
対
者
た
ち
は
図
形
を
構
成
し
た
と
き
の
与
件
の

一
つ
を
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
て
、
相
合
し
て
自
己
の
活
動
の
進
行
を
あ
ら
わ
す
筈
の
Ｏ
Ｘ
と
Ｏ
Ｙ
の
線
を
引
い
た

後
で
、
自
己
を
Ｏ
点
に
ま
で
引
き
返
さ
せ
て
、
新
た
な
指
図
が
あ
る
ま
で
そ
こ
で
動
揺
さ
せ
て
お
く
の
で
あ
る
。
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実
際
、
こ
の
図
形
は
全
く
符
号
的
で
あ
る
だ
け
に
、
既
に
思
案
は
了
り
決
意
は
な
さ
れ
た
、
と
い
う
仮
定
の
中

に
身
を
置
か
な
け
れ
ば
、
構
成
さ
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
予
め
図
形
を
描
く

こ
と
は
描
い
て
み
て
も
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
想
像
に
よ
っ
て
終
点
に
ま
で
到
着
し
て
、
最
終
の
行
為
に
い
あ
わ
せ

て
い
る
も
の
と
仮
定
し
て
の
話
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
、
右
の
図
形
が
私
に
示
し
て
い
る
も
の
は
、
な
さ
れ
つ
つ

0

0

0

0

0

あ
る
行
動

0

0

0

0

（l’action s’accom
plissant

）
で
は
な
く
し
て
、
既
に
な
さ
れ
た
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
自
己
が

Ｍ
Ｏ
と
い
う
道
を
通
り
過
ぎ
て
Ｘ
を
採
る
と
決
心
し
た
後
で
、
Ｙ
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
か
、
そ
れ
と
も
で
き
な

か
っ
た
か
を
、
私
に
問
わ
な
い
で
頂
き
た
い
。
私
は
そ
れ
に
対
し
て
、「
Ｍ
Ｏ
と
い
う
組
も
、
Ｏ
と
い
う
点
も
、

Ｏ
Ｘ
と
い
う
道
も
、
Ｏ
Ｙ
と
い
う
方
向
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
質
問
は
意
味
が
な
い
、」
と

答
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
な
質
問
を
提
出
す
る
こ
と
は
、
時
間
を
空
間
に
よ
っ
て
、
継
続
を
同
時
性
に
よ

っ
て
、
十
全
に
表
わ
し
得
る
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
で
あ
る
。
右
の
図
形
が
表
わ
す
の
は
、「
物
」（une chose

）

で
あ
っ
て
、「
進
行
」（un progrès

）
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ひ
と
た
び
図
形
が
つ
く
ら
れ
る
と
、
想

像
に
よ
っ
て
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
心
的
活
動
が
ま
さ
し
く
図
形
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
道
を
辿
っ

て
行
っ
た
、
と
言
い
た
が
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
再
び
、
わ
れ
わ
れ
が
先
き
に
指
摘
し
た
錯
覚
―
―
す
な
わ
ち

一
つ
の
事
実
を
機
械
的
に
説
明
し
て
、
そ
れ
か
ら
こ
の
説
明
を
事
実
そ
の
も
の
に
置
き
換
え
る
誤
―
―
に
陥
る
。

従
っ
て
、
そ
も
そ
も
の
第
一
歩
か
ら
し
て
、
解
き
難
い
困
難
に
つ
き
あ
た
る
の
で
あ
る
。
若
し
二
つ
の
道
が
同
じ
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様
に
可
能
で
あ
っ
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
選
択
を
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
そ
の
中
の
一
方
だ
け
が
可
能
で
あ

っ
た
の
な
ら
、
ど
う
し
て
自
分
を
自
由
だ
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
し
か
も
こ
の
二
重
の
疑
問
が
つ
ね
に

次
の
疑
問
、
す
な
わ
ち
「
時
間
は
空
間
の
性
質
を
も
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
、」
と
い
う
疑
問
に
帰
着
す
る

こ
と
に
、
少
し
も
気
づ
い
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

地
図
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
ル
ー
ト
を
私
が
眼
で
辿
る
の
な
ら
ば
、
私
が
引
き
返
し
て
、
そ
の
ル
ー
ト
が
ど
こ

か
で
分
岐
し
て
は
い
な
い
か
と
探
す
こ
と
を
妨
げ
る
何
物
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
時
間
は
出
直
す
こ
と
の
で

き
る
線
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
ひ
と
た
び
時
間
が
流
れ
て
し
ま
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
相
つ
ぐ
瞬
間
を
相
互

に
外
面
的
な
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
し
、
か
く
し
て
空
間
を
横
ぎ
る
一
つ
の
線
を
考
え
る
権
利
を
も
っ
て

は
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
場
合
、
そ
の
線
が
符
号
の
形
で
示
し
て
い
る
も
の
が
、
現
に
流
れ
つ
つ
あ
る
時

間
（le tem

ps qui s’écoule

）
で
は
な
く
し
て
、
流
れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
時
間
（le tem

ps écoulé

）
で
あ
る
こ

と
が
、
銘
記
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
自
由
意
志
の
擁
護
者
も
、
そ
の
反
対
者
も
、
ひ
と
し

く
忘
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
擁
護
者
は
次
の
様
に
推
論
す
る
。「
道
は
ま
だ
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、

ど
ん
な
方
向
で
も
採
る
こ
と
が
で
き
る
。」
こ
れ
に
対
す
る
答
は
、
こ
う
で
あ
ろ
う
。「
あ
な
た
は
、
ひ
と
た
び
行

動
が
な
さ
れ
た
後
で
な
け
れ
ば
道
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
際
に
は
、
道
は
既
に
描
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。」
―
―
反
対
者
は
い
う
。「
道
は
こ
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う
い
う
風
に
描
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
可
能
な
方
向
は
、
ど
の
方
向
で
も
よ
い
と
い
う
の
で
は

な
く
、
ま
さ
し
く
こ
の
方
向
だ
っ
た
の
で
あ
る
。」
こ
れ
に
対
す
る
答
は
、
こ
う
で
あ
ろ
う
。「
道
が
描
か
れ
る
前

に
は
、
ま
だ
道
が
問
題
と
な
り
得
な
か
つ
た
と
い
う
甚
だ
簡
単
な
理
由
に
よ
っ
て
、
可
能
な
方
向
も
不
可
能
な
方

向
も
存
在
し
な
か
っ
た
。」

こ
の
粗
雑
な
符
号
主
義
の
観
念
は
、あ
な
た
が
た
の
知
ら
な
い
間
に
あ
な
た
が
た
に
つ
き
ま
と
う
の
で
あ
る
が
、

若
し
こ
れ
を
取
り
去
つ
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
決
定
論
者
た
ち
の
議
論
と
い
う
の
は
、「
行
為
は
―
―
ひ
と
た
び
な

さ
れ
た
か
ら
に
は
―
―
既
に
な
さ
れ
て
い
る
、」と
い
う
幼
稚
な
形
を
と
る
し
、そ
れ
に
対
し
て
反
対
す
る
人
達
は
、

「
行
為
は
な
さ
れ
る
前
に
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、」
と
答
え
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
判
る

で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
自
由
の
問
題
は
、
触
れ
ら
れ
な
い
ま
ま
で
、
右
の
論
争
か
ら
抜
け
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
凡
て
あ
い
ま
い
さ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
ど
ち
ら
の
側
の
人
達
も
「
思
案
」
と
い
う
も

の
を
空
間
に
お
け
る

0

0

0

0

0

0

動
揺
の
形
で
思
い
浮
べ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
思
案
の
本
質
は
一
つ
の
動
的

進
行
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
自
己
も
諸
動
機
そ
の
も
の
も
―
―
本
当
の
生
き
も
の
の
様
に
―
―
連
続
的
な
生

成
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
実
在
す
る
も
の
は
生
き
て
い
る
一
つ
の
自
己

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
自
己
の
自
由
な
行
為
は
、
恰

も
熟
し
た
果
実
が
自
然
に
離
れ
落
ち
る
よ
う
に
、
お
の
ず
か
ら
解
き
放
た
れ
つ
つ
進
展
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
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の
進
展
し
て
行
く
時
間
は
、
い
う
迄
も
な
く
、
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
は
な
い
。
か
く
し
て
自
由
に
関
す
る
凡
ゆ

る
解
明
の
要
求
は
、
結
局
、
次
の
問
に
帰
着
す
る
。「
時
間
は
空
間
に
よ
っ
て
十
全
に
表
わ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き

る
か
。」
―
―
こ
れ
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
答
え
る
。「
然
り
、
若
し
そ
の
時
間
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
あ
と
の
時
間

で
あ
る
な
ら
ば
。」「
否
、
若
し
あ
な
た
が
現
に
生
き
て
流
れ
つ
つ
あ
る
時
間
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
な

ら
ば
。」

と
こ
ろ
で
自
由
な
行
為
は
、
現
に
流
れ
つ
つ
あ
る
時
間
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
既
に
流
れ

て
し
ま
っ
た
後
の
時
間
に
お
い
て
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
「
自
由
」
は
一
つ
の
事
実
で
あ
っ
て
、
し
か
も
確
認
さ

れ
る
事
実
の
中
で
こ
れ
以
上
明
か
な
も
の
は
な
い
。
こ
の
問
題
の
凡
ゆ
る
困
難
・
そ
し
て
こ
の
問
題
そ
の
も
の
も
、

「
持
続
」
に
お
い
て
「
拡
が
り
を
も
っ
た
も
の
」
に
お
い
て
と
同
じ
属
性
を
見
出
そ
う
と
し
、「
継
続
」
を
「
同
時

性
」
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
し
、「
自
由
」
の
観
念
を
―
―
明
か
に
翻
訳
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
―
―
「
言
語
」

に
お
い
て
言
い
表
わ
そ
う
と
す
る
こ
と
か
ら
、
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
二
つ
の
根
本
的
に
異
っ
た
在
り
方
が
、
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
応
し
て
、
ま
た
二
つ
0

0

の
異
る
自
己

0

0

0

0

0

が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
の
自
己
は
他
方
の
自
己
を
外
部
へ
投
射
し
た
よ
う
な
も

の
で
あ
っ
て
、
そ
の
空
間
的
な
・
い
わ
ば
社
会
的
な
表
現
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
根
源
的
な
自
己
に
達
す
る
の
は
、

深
い
反
省
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
こ
の
反
省
は
わ
れ
わ
れ
の
内
的
状
態
を
、
絶
え
ず
形
成
の
途
上
に
あ
る
・
生
き
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た
も
の
と
し
て
捉
え
さ
せ
、
ま
た
相
互
に
浸
透
し
合
い
・
そ
の
持
続
に
お
け
る
継
続
が
同
質
的
空
間
に
お
け
る
並

置
と
何
の
共
通
点
も
も
た
な
い
・
従
っ
て
凡
そ
測
定
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
拒
否
す
る
状
態
と
し
て
、
把
え
さ
せ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
を
こ
う
い
う
風
な
形
で
再
び
取
り
戻
す
瞬
間
と
い
う
も
の
は
稀
で

あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
稀
に
し
か
自
由
で
な
い
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
大
部
分
の
時
間
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分

自
身
に
対
し
て
外
面
的
に
生
活
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
自
己
に
つ
い
て
、
色
あ
せ
た
幽
霊
・
純
粋

持
続
が
同
質
的
空
間
に
投
射
す
る
影
し
か
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
は
そ
れ
故
に
、
―
―
時
間
の

中
に
お
い
て
よ
り
は
―
―
む
し
ろ
空
間
の
中
に
お
い
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ

れ
自
身
の
た
め
に
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
外
界
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
ほ
か
の
言
い
方
を
す
る
な

ら
ば
、
自
分
自
身
を
反
省
し
て
考
え
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
外
に
向
っ
て
語
る
場
合
の
方
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
み
ず
か
ら
行
動
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
外
か
ら
動
か
さ
れ
る
」（nous som

m
es agis

）
こ
と
に

な
る
。
自
由
に
行
動
す
る

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
、
自
分
自
身
を
と
り
戻
す
こ
と
で
あ
り
、
純
粋
持
続
の
中
に
再
び
身
を

置
く
こ
と
で
あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
第
一
の
主
著
に
お
い
て
、
以
上
の
様
に
力
説
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の

哲
学
は
―
―
普
通
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に「
生
の
哲
学
」で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
―
―
む
し
ろ
よ
り
適
切
に
は「
実
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存
哲
学
」
の
中
に
入
れ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
言
に
も
十
分
顧
み
ら
る
べ
き
理
由
が
あ
る
、
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
今
井
仙
一
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
』
五
〇
頁
）
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第
三
章　

身
体
の
精
神
に
対
す
る
関
係

—
—

『
物
質
と
記
憶
』
―
―

前
章
に
お
い
て
詳
述
し
た
様
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
一
八
八
九
年
の
第
一
の
主
著
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も

の
に
つ
い
て
の
試
論
』（
英
訳
名『
時
間
と
自
由
意
志
』邦
訳
名『
時
間
と
自
由
』）に
お
い
て
、凡
て
の
も
の
が
異
質
的
・

内
面
的
に
相
互
に
浸
透
す
る
純
粋
持
続
す
な
わ
ち
厳
密
な
意
味
に
お
け
る
「
時
間
」
と
、凡
て
の
も
の
が
同
質
的
・

外
面
的
に
た
だ
横
に
並
置
せ
ら
れ
る
同
時
性
す
な
わ
ち
「
空
間
」
と
を
峻
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、い
わ
ゆ
る
「
自

由
の
問
題
」
を
彼
独
特
の
仕
方
で
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
人
間
存
在
そ
の
も
の
が
―
―
身

体
と
精
神
と
の
結
合
と
い
う
―
―
二
元
的
構
造
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
右
の
二
つ
の
存
在
秩
序
に
跨
が
る
も
の

で
あ
る
限
り
、
両
者
が
相
互
に
如
何
に
交
渉
し
合
う
か
と
い
う
こ
と
が
、
当
然
次
の
重
要
な
問
題
を
形
づ
く
る
こ

と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
困
難
な
問
題
と
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
も
の
こ
そ
、
第
一
の
主
著
か
ら
七
年
後
に
公

刊
さ
れ
た
・
一
八
九
六
年
の
第
二
の
主
著
『
物
質
と
記
憶
』
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る※

。

※　

西
田
幾
多
郎
先
生
は
邦
訳
に
対
す
る「
序
」に
お
い
て
、次
の
様
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。「
心
身
の
関
係
と
い
う
の
は
、

随
分
古
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
未
だ
…
…
徹
底
的
な
解
決
を
試
み
た
人
は
な
い
。
余
は
こ
れ
ま
で
こ
の
問
題
に
つ
い

て
提
供
せ
ら
れ
た
解
決
の
立
場
を
、
大
体
四
種
に
分
つ
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
一
に
は
唯
物
論
的
立
場
、
二
に
は
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唯
心
論
的
立
場
、
三
に
は
平
行
論
的
立
場
、
四
に
は
純
粋
経
験
論
の
立
場
で
あ
る
。
マ
ッ
ハ
（Ernst M

ach, 1838-

1916
）
も
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
（R

ichard Avenarius, 1843-96

）
も
第
四
の
立
場
か
ら
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
試
み
た

の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
解
決
は
到
底
膚
浅
な
る
を
免
れ
な
い
。
独
り
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
至
っ
て
、
こ
の
立
場
か
ら
…
…

徹
底
的
な
解
決
の
端
緒
が
開
か
れ
た
様
な
気
が
す
る
、
少
く
と
も
余
の
現
在
に
お
い
て
は
、
か
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。（
大
正
三
年
二
月
）【
高
橋
里
美
訳
『
物
質
と
記
憶
』
序
】

ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
『
物
質
と
記
憶
』
の
第
七
版
の
序
文
に
お
い
て
、
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。「
こ
の
書
物
は

精
神
の
実
在
性
と
物
質
の
実
在
性
を
肯
定
し
、
そ
し
て
そ
の
一
方
の
他
方
に
対
す
る
関
係
を
、
一
つ
の
特
定
の
例

―
―
す
な
わ
ち
記
憶
の
例
―
―
に
よ
っ
て
限
定
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、そ
れ
は
は
っ
き
り
二
元
論
的
で
あ
る
。

他
面
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
本
書
の
身
体
と
精
神
と
を
考
察
す
る
仕
方
は
、
二
元
論
が
従
来
い
つ
も
ひ
き
起
し
て

来
た
理
論
的
困
難
を
と
除
去
し
な
い
ま
で
も
―
―
大
い
に
軽
減
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
仕
方
で
あ
る
。」
そ
れ
は

い
っ
た
い
、
ど
う
い
う
考
察
の
仕
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
二
元
論
が
ひ
き
起
し
た
困
難
と
い
う
の
は
大
部
分
、
物
質
に
つ
い
て
つ
く
ら
れ
る
・

時
に
は
実
在
論
的
な
・
時
に
は
観
念
論
的
な
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
先
ず
、
観
念
論
も

実
在
論
も
、
何
れ
も
共
に
行
き
過
ぎ
た

0

0

0

0

0

議
論
で
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。
若
し
哲
学
的
思
弁
と
い
う
よ
う
な

も
の
に
全
く
縁
の
な
い
人
に
向
っ
て
、
―
―
バ
ー
ク
リ
（G

eorge B
erkley, 1685-1753

）
が
主
張
し
た
様
に
―
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―
「
あ
な
た
が
見
・
か
つ
触
れ
て
い
る
眼
前
の
対
象
は
、
あ
な
た
の
精
神
の
中
に
し
か
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
り
、

或
は
一
般
に
精
神
に
対
し
て
の
み
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
、」
と
い
う
な
ら
ば
、
恐
ら
く
そ
の
人
は

非
常
に
驚
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
人
は
、
対
象
は
そ
れ
を
知
覚
す
る
意
識
と
は
独
立
に
存
在
す
る
、
と

主
張
す
る
に
違
い
な
い
。
他
面
し
か
し
、
そ
の
同
じ
人
に
向
っ
て
こ
ん
ど
は
、「
対
象
は
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
は

全
く
違
っ
て
い
て
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
の
見
る
色
も
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
手
が
感
じ
る
抵
抗
も
も
っ

て
い
な
い
、」
と
い
う
な
ら
ば
、
そ
の
人
の
驚
き
は
前
に
劣
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
哲
学
者
同
士
の
間
の
論
争
と
い

う
よ
う
な
も
の
を
全
く
知
ら
な
い
人
の
立
場
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
観
念
論
者
の
「
表
象
」（représentation

）
は

あ
ま
り
に
も
内
容
が
乏
し
く
、
実
在
論
者
の
「
物
」（chose

）
は
あ
ま
り
に
も
内
容
が
多
す
ぎ
る
嫌
が
あ
る
。
そ

こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
如
何
な
る
先
入
見
に
も
捉
わ
れ
な
い
素
直
な
直
接
経
験
に
ま
で
還
っ
て
、
観
念
論
と
実
在

論
と
が
「
存
在
」
と
「
現
象
」
と
を
引
き
離
し
た
以
前
の
「
も
の
」
を
、
そ
の
ま
ま
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

は
観
念
論
者
が
「
表
象
」
と
呼
ぶ
も
の
よ
り
は
多
く
、実
在
論
者
が
「
物
」
と
呼
ぶ
も
の
よ
り
は
少
い
も
の
と
し
て
、

ま
さ
に
「
物
と
表
象
と
の
中
間
に
位
す
る
一
つ
の
存
在
」（une existence située à m

i-chem
in entre la chose et 

la représentation

）
で
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
れ
を
「
形
象
」（im

age

）
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

第
七
版
の
序
文
に
お
い
て
、
右
の
様
に
自
分
の
立
場
を
宣
明
し
て
い
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
本
文
の
第
一
章
「
表

象
作
用
の
た
め
の
形
象
の
選
択
に
つ
い
て
―
―
身
体
の
役
割
」
を
次
の
様
な
言
葉
で
書
き
起
し
て
い
る
。「
暫
く
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わ
れ
わ
れ
は
物
質
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
、
ま
た
精
神
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
、
更
に
ま
た
外
界
の
実
在
性

あ
る
い
は
観
念
性
に
関
す
る
諸
々
の
論
争
に
つ
い
て
、
何
も
知
ら
な
い
も
の
と
想
定
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
私

は
多
く
の
形
象
に
直
面
し
て
い
る
私
を
見
出
す
の
で
あ
る
。」
こ
こ
で
形
象
と
い
う
の
は
、
最
も
漠
然
た
る
意
味

の
も
の
で
あ
っ
て
、
私
が
感
官
を
開
け
ば
知
覚
し
・
感
官
を
閉
じ
れ
ば
知
覚
し
な
い
・
そ
う
い
う
形
象
で
あ
る
。

例
え
ば
、山
も
川
も
街
も
並
木
も
、一
切
の
も
の
は
―
―
右
の
様
な
意
味
に
お
け
る
―
―
形
象
で
あ
る
。と
こ
ろ
が
、

こ
れ
ら
の
形
象
の
中
に
あ
っ
て
、
他
の
も
の
か
ら
き
わ
立
っ
て
区
別
せ
ら
れ
る
一
つ
の
形
象
が
あ
る
。
私
は
そ
れ

を
単
に
外
部
か
ら
知
覚
に
よ
っ
て
知
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た
内
部
か
ら
感
情
に
よ
っ
て
も
そ
れ
を
知
っ

て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
他
の
形
象
か
ら
は
っ
き
り
区
別
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
こ
そ
私
の
「
身
体
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
い
ま
、
こ
の
内
部
か
ら
知
る
「
感
情
」
の
生
み
出
さ
れ
る
条
件
を
検
討
し
て
み
る
に
、
そ
れ

ら
の
感
情
が
い
つ
も
、
外
部
か
ら
受
け
取
る
震
動
と
、
私
が
ま
さ
に
行
お
う
と
す
る
運
動
と
の
間
に
入
り
込
ん
で

来
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
恰
も
そ
れ
ら
は
最
後
の
措
置
に
対
し
て
あ
ま
り
は
っ
き
り
し
な
い
影
響

を
及
ぼ
す
べ
き
筈
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
吟
味
し
て
み
る
に
、
そ
れ
ら
の
感
情
は
何
れ
も
そ

れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
動
作
へ
の
誘
発
を
含
ん
で
は
い
る
が
、し
か
も
同
時
に
、暫
く
待
つ
許
可
、そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、

何
も
し
な
い
許
可
さ
え
も
与
え
る
よ
う
に
見
え
る
。
更
に
仔
細
に
観
察
す
る
と
、
は
じ
め
ら
れ
は
し
た
が
、
し
か

し
最
後
ま
で
成
し
と
げ
ら
れ
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
運
動
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
多
少
と
も
役
に
立
つ
決
定
へ
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の
指
示
は
見
出
さ
れ
る
が
、
し
か
し
選
択
を
排
除
す
る
よ
う
な
強
制
は
見
出
さ
れ
な
い
。
私
は
諸
々
の
記
憶
を
喚

び
起
し
て
比
較
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
い
た
る
と
こ
ろ
有
機
界
に
お
い
て
、
こ
の
同
じ
感
受
性
が
現
わ
れ
て

来
る
の
は
、
自
然
が
生
物
に
対
し
て
空
間
中
を
動
き
廻
る
能
力
を
授
け
た
後
、
感
覚
に
よ
っ
て
迫
っ
て
来
る
一
般

的
危
険
を
そ
の
種
に
知
ら
せ
、
そ
れ
か
ら
免
れ
る
た
め
の
警
戒
を
各
個
体
に
任
せ
る
、
ま
さ
し
く
そ
の
瞬
間
で
あ

る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
私
は
自
分
の
意
識
に
向
っ
て
、
感
情
に
お
い
て
意
識
は
ど
う
い
う
役

割
を
引
受
け
て
い
る
か
、
と
問
い
た
だ
し
て
み
る
。
そ
う
す
る
と
、
意
識
は
次
の
様
に
答
え
る
。
実
際
、
私
が
み

ず
か
ら
進
ん
で
や
る
凡
ゆ
る
措
置
に
は
、
私
の
意
識
が
―
―
感
情
あ
る
い
は
感
覚
の
姿
で
―
―
参
加
し
て
い
る
。

反
対
に
、
私
の
活
動
が
自
動
的
に
な
っ
て
、
も
は
や
意
識
を
必
要
と
し
な
い
と
宣
言
す
る
に
至
る
や
否
や
、
私
の

意
識
は
光
を
失
っ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
凡
て
の
現
象
が
私
を
欺
く
も
の
で
あ
る
、
と
い

っ
て
し
ま
う
の
な
ら
ば
と
も
か
く
、
若
し
そ
う
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
感
情
的
な
状
態
が
最
後
に
辿
り
つ
く
行

為
は
、
一
つ
の
運
動
が
他
の
一
つ
の
運
動
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
厳
密
に
先
行
現
象
か
ら
導
き
出
す
こ
と

の
で
き
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
う
い
う
行
為
は
、
宇
宙
と
そ
の
歴
史
に
対
し
て
、
真
実
何

か
新
た
な
も
の
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
観
察
を
現
象
だ
け
に
限
っ
て
、
私
が
感

じ
る
こ
と
・
私
の
見
る
と
こ
ろ
を
純
粋
に
そ
し
て
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
ば
、
次
の
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
―
―
私

が
宇
宙
と
呼
ぶ
形
象
の
全
体
の
中
で
は
、
或
る
特
殊
な
形
象
の
媒
介
に
よ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
何
も
の
も
真
実
新
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た
に
は
つ
く
り
出
さ
れ
得
な
い
か
の
様
に
、
凡
て
こ
と
が
運
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
い
う
特
殊
な
形
象
の
典

型
は
、
私
の
身
体
に
よ
っ
て
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
私
の
身
体
が
特
殊
な
形
象
で
あ
る
、
と
い
う
の
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

―
―
先
ず
私
の
身
体
の
は
た
ら
き
を
凝
視
す
る
に
、外
部
の
形
象
が
私
の
身
体
に
運
動
を
伝
達
す
る
の
に
対
し
て
、

私
の
身
体
は
外
部
の
形
象
に
運
動
を
送
り
返
え
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
物
質
界
の
全
体
の
中
に
あ
っ
て
、
私
の
身

体
は
他
の
形
象
と
同
じ
様
に
、
運
動
を
受
け
取
っ
た
り
与
え
た
り
し
な
が
ら
、
は
た
ら
い
て
い
る
一
つ
の
形
象
で

あ
る
。
恐
ら
く
そ
の
唯
一
の
違
い
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
私
の
身
体
は
受
け
取
る
も
の
を
送
り
返
え
す
方
法

に
つ
い
て
、
或
る
程
度
ま
で
選
択
の
自
由
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
に

私
の
身
体
が
、
特
に
私
の
神
経
系
統
が
、
如
何
に
し
て
宇
宙
に
つ
い
て
の
私
の
表
象
の
全
部
あ
る
い
は
一
部
を
、

創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
の
身
体
は
物
質
で
あ
る
と
い
お
う
と
、
あ
る
い
は
形
象
で
あ
る
と
い

お
う
と
、
言
葉
は
た
い
し
て
問
題
で
は
な
い
。
若
し
私
の
身
体
が
物
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
物
質
界
の
一
部

を
な
す
わ
け
で
あ
っ
て
、
物
質
界
は
従
っ
て
そ
の
ま
わ
り
に
・
そ
し
て
そ
の
外
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
若
し

ま
た
私
の
身
体
が
形
象
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
形
象
は
そ
の
中
に
予
め
入
れ
ら
れ
た
も
の
よ
り
ほ
か
の
も
の
を
与

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
仮
説
に
よ
っ
て
た
だ
私
の
身
体
の
形
象
で
あ
る
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
全
宇
宙
の
形
象
を
そ
れ
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
の
は
、
背
理
の
沙
汰
で
あ
ろ
う
。
約
言
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す
れ
ば
私
の
身
体
、
す
な
わ
ち
他
の
対
象
を
動
か
す
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
の
私
の
身
体
は
、

そ
れ
故
に
行
動
の
一
つ
の
中
心

0

0

0

0

0

0

0

0

（un centre d’action

）
で
あ
る
。
そ
れ
は
表
象
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
有
名
な
比
喩
に
よ
れ
ば
、
脳
髄
と
い
え
ど
も
、
一
種
の
「
中
央
電
報

交
換
局
」
の
役
割
を
果
た
す
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
通
話
の
申
込
み
を
受
け
て
そ
の
ま
ま
相
手
方
に
そ
れ

を
つ
な
ぎ
、
或
は
「
話
中
」
の
場
合
は
待
た
せ
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
受
け
取
っ
た
も
の
に
何
物
を
も
附
け

加
え
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
若
し
私
の
身
体
が
四
囲
の
対
象
に
対
し
て
、
現
実
的
な
・
そ
し
て
新

た
な
作
用
を
及
ぼ
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
他
の
対
象
に
対
し
て
や
は
り
優
越
し
た
地
位
を

占
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、他
の
凡
て
の
も
の
と
同
様
一
つ
の
形
象
に
す
ぎ
な
い
わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
、

「
行
動
の
中
心
」
と
し
て
優
越
し
た
地
位
を
占
め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
、
如
何
に
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
ろ

う
か
。

児
童
を
研
究
し
た
こ
と
の
あ
る
心
理
学
者
が
よ
く
知
っ
て
い
る
様
に
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
は
最
初
没
個
性
的
で

あ
る
。
た
だ
漸
を
追
う
て
、
帰
納
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
表
象
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
中
心
と
す
る
よ
う
に
な
り
、

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の

0

0

0

0

0

表
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
こ
の
操
作
の
仕
組
は
、
容
易
に
理
解
せ
ら
れ
る
。
私
の
身

体
が
空
間
に
お
け
る
位
置
を
変
え
る
に
従
っ
て
、
他
の
凡
て
の
形
象
は
変
化
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
反
し
て
身
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体
は
変
ら
な
い
ま
ま
で
い
る
。
そ
こ
で
、
私
は
そ
の
変
ら
な
い
身
体
を
中
心
に
う
ち
立
て
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ

し
て
、
凡
て
の
他
の
形
象
を
そ
れ
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
外
界
の
存
在
に
私
が
信
を
置
く
よ
う
に
な
る

の
は
決
し
て
、
私
が
非
延
長
的
な
感
覚
を
自
己
の
外
へ
投
射
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
来
て
い
る
の
で
は
な
く
、

ま
た
来
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
如
何
に
し
て
こ
れ
ら
の
感
覚
が
延
長
を
得
て
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
ど
こ
か

ら
私
は
外
部
性
の
観
念
を
ひ
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
若
し
―
―
経
験
が
証
明
し
て
い
る
様

に
―
―
予
め
形
象
の
全
体
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
同
意
す
る
な
ら
ば
、
私
の
身
体
が
結
局
こ
の
全
体

の
中
で
優
越
し
た
地
位
を
占
め
る
に
至
る
ゆ
え
ん
を
、十
分
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。同
様
に
又
、「
内

部
」
と
「
外
部
」
と
の
観
念
が
如
何
に
し
て
生
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
観
念

は
初
め
は
、
私
の
身
体
と
他
の
身
体
と
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
。
普
通
な
さ
れ
る
よ
う
に
、
若
し
あ
な
た
が
実
際
私

の
身
体
か
ら
出
発
す
る
な
ら
ば
、
私
の
身
体
の
表
面
に
お
い
て
受
け
取
ら
れ
・
ま
た
私
の
身
体
の
み
に
関
係
す
る

印
象
が
、
如
何
に
し
て
私
に
と
っ
て
独
立
の
対
象
に
変
じ
・
ま
た
外
界
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
あ
な
た

は
決
し
て
私
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
若
し
私
に
形
象
一
般
が
与
え
ら
れ
る
な
ら

ば
、
私
の
身
体
は
必
ず
や
遂
に
、
形
象
の
中
で
の
一
つ
の
別
格
の
も
の
と
し
て
、
現
わ
れ
出
で
来
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
々
の
形
象
は
絶
え
ず
変
化
す
る
け
れ
ど
も
、
私
の
身
体
は
変
ら
な
い
ま
ま
で
留
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
内
部
と
外
部
と
の
区
別
は
、
部
分
と
全
体
と
の
区
別
に
帰
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
は
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じ
め
に
形
象
の
全
体
が
あ
り
、
こ
の
全
部
の
中
に
「
行
動
の
中
心
」
が
あ
る
。
こ
の
中
心
に
対
し
て
、
関
係
の
あ

る
形
象
が
反
映
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
か
よ
う
に
し
て
知
覚
が
発
生
し
、
行
動
が
準
備
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私

の
身
体
は
こ
れ
ら
の
知
覚
の
中
心
に
浮
き
出
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
、
私
と
い
う
人
間
は
こ
れ
ら
の
行
動
を
関

係
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
存
在
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
児
童
が
行
っ
て
い
る
様
に
、
ま
た
直
接
経
験

0

0

0

0

と
常
識
0

0

が
誘
致
し
て
い
る
様
に
、
若
し
わ
れ
わ
れ
が
表
象
の
周
辺
か
ら
中
心
へ
と
向
う
な
ら
ば
、
物
事
は
釈
然
と

し
て
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
、
若
し
―
―
理
論
家
た
ち
と
同
じ
様
に
―
―
中
心
か
ら
周
辺
に
向
う

こ
と
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
凡
て
が
不
明
瞭
に
な
っ
て
問
題
が
山
積
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
外
界
と

い
う
観
念
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
外
界
は
非
延
長
的
な
感
覚
を
一
片
一
片
集
め
て
人
工
的

に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
如
何
に
し
て
非
延
長
的
な
感
覚
が
一
つ
の
拡
が
り
を
も
っ
た
表
面
を
形
づ
く

る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
か
ら
ま
た
如
何
に
し
て
こ
れ
ら
の
感
覚
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
外
部
に
投
射
さ
れ
る

の
か
、
全
く
不
可
解
と
い
う
の
ほ
か
は
な
い
。
何
故
に
人
々
は
―
―
こ
の
甚
だ
明
白
な
理
に
さ
か
ら
っ
て
―
―
意

識
的
自
己
か
ら
身
体
へ
、
次
い
で
自
己
の
身
体
か
ら
他
の
物
体
へ
と
進
も
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
が

実
際
は
、
私
は
始
め
か
ら
一
般
物
貿
界
の
中
に
身
を
置
き
、
次
い
で
段
々
と
「
私
の
身
体
」
と
呼
ば
れ
る
こ
の
行

動
の
中
心
を
限
定
し
て
行
っ
て
、
か
く
し
て
他
の
凡
て
の
物
体
と
は
区
別
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
私
の
身
体
が
行
動
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。



117

第 三 章 　 身体の精神に対する関係

私
の
身
体
と
呼
ば
れ
る
一
つ
の
特
殊
な
形
象
と
、そ
れ
を
と
り
巻
く
諸
々
の
他
の
形
象
と
の
関
係
を
直
視
す
る
に
、

私
の
身
体
に
と
っ
て
可
能
な
行
動
の
種
類
が
あ
る
だ
け
、
―
―
一
つ
一
つ
そ
れ
に
対
応
し
て
―
―
他
の
物
体
に
と

っ
て
も
様
々
な
・
ち
が
っ
た
反
射
の
体
系
（systèm

s de réflexion différents

）
が
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
私

の
身
体
は
、
他
の
物
体
に
及
ぼ
す
様
々
な
作
用
あ
る
い
は
行
動
の
見
地
か
ら
、
他
の
物
体
を
分
解
す
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
知
覚
さ
れ
る
一
つ
一
つ
の
性
質
と
い
う
も
の
は
、
私
の
活
動
の
一
定
の
方
向
・
一

定
の
要
求
を
表
わ
す
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
一
つ
の
物
体
に
つ
い
て
の
そ
れ
ら
の
知
覚
を
凡
て

結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
体
の
完
全
な
形
象
が
出
来
上
る
で
あ
ろ
う
か
。
否
々
、
決
し
て
そ
う
で
は
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
要
す
る
に
た
だ
摘
み
集
め
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
凡

て
の
物
体
の
凡
て
の
点
か
ら
の
凡
て
の
影
響
を
洩
れ
な
く
知
覚
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
物
質
的
対
象

の
状
態
に
堕
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
意
識
的
に
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
選
択
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
意
識
の

本
質
は
何
よ
り
も
先
ず
こ
の
実
際
的
分
別
に
存
す
る
の
で
あ
る
。（Percevoir consciem

m
ent signifie choisir, et 

la conscience consiste avant tout dans ce discernem
ent pratique, —

—
p. 48.

）
そ
れ
故
に
、
私
の
諸
々
の
感

官
が
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
与
え
る
様
々
な
知
覚
を
よ
せ
集
め
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
対
象
の
完
全
な
形
象
は

構
成
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
知
覚
は
間
隙
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
、
互
に
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
ま
ま
で

あ
っ
て
、
こ
の
間
隙
は
或
る
意
味
に
お
い
て
私
の
諸
要
求
間
の
空
白
に
な
っ
た
部
分
に
相
応
す
る
も
の
な
の
で
あ



118

る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
間
隙
を
み
た
す
た
め
に
こ
そ
、
感
官
の
教
育
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
教
育
の
目
的
と

す
る
と
こ
ろ
は
、
感
官
を
相
互
に
調
和
せ
し
め
、
身
体
の
要
求
の
非
連
続
性
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
破
壊
せ
ら
れ
た

連
続
性
を
、
感
官
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
の
間
に
回
復
し
、
そ
し
て
最
後
に
物
質
的
対
象
全
体
を
近
似
的
に

再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
に
よ
っ
て
、
感
官
教
育
の
必
要
が
説
明
せ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

以
上
述
べ
来
た
っ
た
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
行
動
―
―
す
な
わ
ち
事
物
の
中
に
変
化
を
ひ
き
起
す
わ
れ
わ
れ
の
能

力
―
―
か
ら
出
発
す
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
最
初
か
ら
、
拡
が
り
を
も
っ
た
形
象
の
全
体
の
中
に
身
を
置
く

の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
物
質
的
宇
宙
の
中
に
お
い
て
、わ
れ
わ
れ
は
生
命
の
特
色
で
あ
る
非
決
定
の
中
心

0

0

0

0

0

0

（des 
centres d’indéterm

ination

）
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
心
か
ら
行
動
が
出
て
来
る
た
め
に
は
、
他
の

形
象
の
運
動
ま
た
は
影
響
が
一
方
に
お
い
て
は
と
り
入
れ
ら
れ
る
と
共
に
、
他
方
に
お
い
て
は
利
用
せ
ら
れ
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
。
生
活
体
は
、
そ
の
最
も
単
純
な
形
態
・
同
質
的
な
状
態
に
お
い
て
、
既
に
―
―
営
養
作
用
あ

る
い
は
回
復
作
用
を
行
う
と
同
時
に
―
―
右
の
機
能
を
営
む
の
で
あ
る
。
生
活
体
の
進
歩
は
、
こ
の
二
重
の
仕
事

を
二
種
類
の
器
官
に
割
り
当
て
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
営
養
器
官
と
呼
ば
れ
る
第
一
の
種
類
の
器

官
は
、
行
動
の
た
め
の
第
二
の
種
類
の
器
官
を
維
持
す
る
使
命
を
も
つ
。
そ
し
て
後
者
の
単
純
な
典
型
は
、
外
的

影
響
を
感
受
す
る
極
と
、運
動
を
遂
行
す
る
も
う
一
つ
の
極
と
の
間
に
張
り
渡
さ
れ
た
神
経
要
素
の
連
鎖
で
あ
る
。
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そ
こ
で
受
け
入
れ
ら
れ
た
震
動
は
、
や
が
て
運
動
に
仕
上
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
、
如
何
な
る
知
覚

も
発
生
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
神
経
系
統
の
如
何
な
る
点
に
も
、
意
識
の
中
心
が
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
知
覚
を
発
生
せ
し
め
る
原
因
は
、
神
経
要
素
の
連
鎖
・
そ
れ
を
維
持
す
る
器
官
・
さ
ら
に
生
命
一
般
を
発

生
せ
し
め
る
原
因
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
知
覚
は
生
物
の
活
動
力
、
す
な
わ
ち
と
り
入
れ
ら
れ
た
震
動
に
続
く
運

動
あ
る
い
は
行
動
の
非
決
定
性
を
表
示
し
、
ま
た
そ
の
見
当
を
つ
け
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
運
動
を
受
取
り
・

阻
碍
し
・
ま
た
は
伝
達
す
る
神
経
要
素
の
連
鎖
は
、
ま
さ
に
こ
の
非
決
定
の
座
で
あ
り
、
又
そ
の
尺
度
を
与
え
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
神
経
要
素
そ
の
も
の
を
一
々
そ
の
細
部
に
亘
っ
て
追
随
し
・
そ
の
一
切

の
変
化
を
表
現
す
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
は
、
そ
の
純
粋
な
状
態
に
お
い
て
は
、
共
に

事
物
の
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
本
来
の
意
味
に
お
け
る
感
覚
は
、
―
―
意
識
の
深
い
底
か
ら
自
発

的
に
ほ
と
ば
し
り
出
て
・
微
弱
と
な
る
に
従
っ
て
空
間
中
に
拡
が
っ
て
行
く
と
い
う
の
と
は
全
く
違
っ
て
、
―
―

わ
れ
わ
れ
各
自
が
自
分
の
身
体
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
特
殊
な
形
象
が
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
る
諸
形
象
の
た
だ
中
に

あ
っ
て
、
受
け
る
必
然
的
な
変
容
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
略
述
し
た
知
覚
は
、
純
粋
な
知
覚
の
こ
と
で
あ
る
が
、
知
覚
は
い
つ
で
も
純
粋
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
活
動
が
突
進
し
て
行
く
う
し
ろ
に
は
空
虚
が
生
じ
、
そ
こ
へ
記
憶
が
飛
び
込
ん
で
来
る

か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
外
界
の
知
覚
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
・
現
実
的
な
・
い
わ
ば
瞬
間
的
な
直
観
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は
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
が
そ
れ
に
附
け
加
え
る
一
切
の
も
の
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、
全
く
と
る
に
足
り
な
い
も
の

で
あ
る
。
過
去
の
類
似
の
直
観
の
回
想
は
、
―
―
そ
れ
に
継
起
す
る
出
来
事
の
全
系
列
と
記
憶
の
内
で
結
び
つ
い

て
お
り
、
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
決
断
を
よ
り
よ
く
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
―
―
直
観
そ
の
も
の
よ
り
も
一
層

有
益
で
あ
る
と
い
う
・
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
現
実
的
直
観
に
と
っ
て
代
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う

い
う
わ
け
で
、
知
覚
と
知
覚
せ
ら
れ
た
対
象
と
の
一
致
は
、
事
実
上
（en fait

）
よ
り
は
む
し
ろ
、
権
利
上
（en 

droit

）
存
在
す
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
知
覚
す
る
こ
と
は
結
局
回
想
の
一
つ
の
機
会
以
上
の

何
物
で
も
な
い
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
的
に
は
有
用
の
程
度
に
よ
っ
て
実
在
の
程
度
を
測
る
こ
と
、
最
後
に
、

根
本
に
お
い
て
実
在
そ
の
も
の
と
一
致
す
る
直
接
的
直
観
を
、
現
実
的
な
る
も
の
の
簡
単
な
記
号
と
し
て
う
ち
立

て
る
こ
と
は
大
い
に
利
益
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
一
部
の
人
々
の
誤
り
、
す
な
わ
ち
知
覚
す
る
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
内
奥
か
ら
引
き
出
さ
れ
・
つ
い
で

空
間
に
展
開
さ
れ
た
非
延
長
的
感
覚
を
、
外
部
に
投
射
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
人
々
の
誤
り
は
、
こ
こ
に
存

す
る
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
彼
等
は
、
わ
れ
わ
れ
の
完
全
な
知
覚
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
属
す
る
形
象
・
し
か
も
外

部
化
さ
れ
た
形
象
（
す
な
わ
ち
要
す
る
に
想
起
さ
れ
た
形
象
）
を
孕
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
何
の
苦
も

な
く
示
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
彼
等
は
、
知
覚
と
知
覚
さ
れ
た
対
象
と
が
一
致
す
る
没
個
性
的
な
一

つ
の
基
底
が
依
然
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
基
底
が
外
部
性
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
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い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
重
大
な
誤
謬
は
、
心
理
学
か
ら
形
而
上
学
に
ま
で
及
ん
で
、
遂
に
は
物
体
な
ら
び
に
精
神
の
認
識
を
わ
れ

わ
れ
に
対
し
て
遮
蔽
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
純
粋
知
覚
と
記
憶
と
の
間
に
―
―
性
質
上
の
相
異
で

は
な
く
―
―
単
に
強
度
の
相
異
し
か
見
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
は
、確
に
、

記
憶
が
滲
み
込
ん
で
い
る
。
反
対
に
ま
た
―
―
少
し
あ
と
で
明
か
に
す
る
様
に—

—

記
憶
は
、
そ
れ
が
入
り
込

ん
で
行
く
知
覚
か
ら
実
体
を
引
き
出
し
て
来
な
け
れ
ば
、
再
び
現
在
に
よ
み
が
え
る
こ
と
は
な
い
。
知
覚
と
記
憶

と
い
う
こ
の
二
つ
の
行
為
は
、
そ
れ
故
に
つ
ね
に
互
に
浸
透
し
、
一
種
の
交
流
現
象
に
よ
っ
て
そ
の
実
質
の
幾
分

か
を
交
換
し
て
い
る
。
心
理
学
者
の
役
割
は
、
両
者
を
切
り
離
し
て
、
そ
の
各
々
に
本
来
の
純
粋
性
を
与
え
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
心
理
学
が
ひ
き
起
す
多
く
の
困
難
、
恐
ら
く
は
形
而
上
学
が
ひ
き
起
す
多
く
の
困

難
も
ま
た
、
解
明
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
こ
と
は
少
し
も
行
わ
れ
て
は
い
な
い
。
ひ
と
び

と
は
、
純
粋
知
覚
と
純
粋
記
憶
が
ち
が
っ
た
割
合
で
混
合
さ
れ
合
成
さ
れ
て
い
る
状
態
を
、
単
純
な
状
態
で
あ
る

と
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
ひ
と
び
と
は
純
粋
記
憶
な
ら
び
に
純
粋
知
覚
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
全
く

知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
た
だ
一
種
類
だ
け
の
現
象
を
認
め
、
そ
の
現
象
の
二

つ
の
側
面
の
う
ち
何
れ
が
優
勢
を
占
め
る
か
に
従
っ
て
、
或
は
そ
れ
を
「
記
憶
」
と
呼
び
、
或
は
そ
れ
を
「
知

覚
」
と
呼
ぶ
と
い
う
風
に
、
知
覚
と
記
憶
の
間
に
―
―
性
質
上
の
相
異
で
は
な
く
―
―
単
な
る
程
度
上
の
相
異
し
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か
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
謬
か
ら
先
ず
出
て
来
る
結
果
は
、
記
憶

に
つ
い
て
の
理
論
を
根
底
か
ら
台
な
し
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
若
し
記
憶
と
い
う
も
の
を

以
て
比
較
的
弱
い
知
覚
と
い
う
風
に
考
え
る
な
ら
ば
、
過
去
を
現
在
か
ら
ひ
き
離
す
本
質
的
な
区
別
は
見
失
わ
れ

て
、
再
認
の
現
象
お
よ
び
更
に
一
般
的
に
無
意
識
の
構
造
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
は
、
全
く
理
解
す
る
途
が
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
反
対
に
、
記
憶
を
比
較
的
弱
い
知
覚
と
考
え
る
か
ら
に
は
、
い
き
お
い
知

覚
は
比
較
的
強
い
記
憶
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
知
覚
も
―
―
記
憶
の
様
な
仕
方
で

―
―
一
つ
の
内
部
的
な
状
態
と
し
て
・
わ
れ
わ
れ
自
身
の

0

0

0

0

0

0

0

単
な
る
一
変
容
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
か
の
様
に
推
論
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
知
覚
の
根
本
的
な
は
た
ら
き
―
―
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ

れ
は
一
挙
に
事
物
の
中
に

0

0

0

0

0

身
を
お
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
―
―
を
全
く
見
損
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実

際
、
実
在
論
に
と
っ
て
も
、
ま
た
観
念
論
に
と
っ
て
も
、
知
覚
は
「
ま
こ
と
ら
し
い
幻
覚
」（des hallucinations 

vraies

）
―
―
す
な
わ
ち
、
自
己
の
外
へ
投
射
さ
れ
た
主
観
の
諸
々
の
状
態
―
―
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ

の
学
説
の
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
た
だ
、
一
方
で
は
こ
れ
ら
の
状
態
が
た
だ
ち
に
実
在
を
構
成
す
る
の
に
対
し
て
、

他
方
で
は
こ
れ
ら
の
状
態
が
実
在
を
再
び
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
、と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
―
―
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
力
説
す
る
、
―
―
事
物
の
実
在
性
は
構
成
さ
れ
た
り
・
再
構
成
さ
れ
た
り
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
直
接
、
触
れ
ら
れ
・
浸
透
さ
れ
・
身
を
以
て
経
験
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
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い
わ
ゆ
る
「
実
在
論
と
観
念
論
」
の
未
解
決
の
問
題
は
、
形
而
上
学
の
果
て
し
な
き
論
争
に
終
る
こ
と
な
く
、「
直

観
」
に
よ
っ
て
断
ち
き
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

凡
て
の
学
説
に
お
い
て
、
そ
の
不
明
確
さ
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
が
一
方
に
お
い
て
は

拡
が
り
を
も
っ
た
も
の
と
拡
が
り
を
も
た
な
い
も
の
と
の
間
に
、
他
方
に
お
い
て
は
性
質
と
分
量
と
の
間
に
、
う

ち
立
て
た
二
重
の
対
立
で
あ
る
。
先
ず
第
一
に
、
精
神
が
純
粋
な
統
一
と
し
て
、
本
質
的
に
可
分
的
な
多
様
と
し

て
の
物
質
に
対
立
す
る
こ
と
、
更
に
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
異
質
的
な
諸
性
質
に
よ
っ
て
構
成
せ
ら
れ
て
い
る
の

に
反
し
て
、
知
覚
せ
ら
れ
る
こ
の
宇
宙
が
計
算
で
き
る
同
質
的
な
変
化
に
分
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に

見
え
る
こ
と
は
、
全
く
争
う
余
地
が
な
い
。
か
く
し
て
、
一
方
に
は
延
長
を
も
た
な
い
も
の
と
性
質
と
が
、
他
方

に
は
拡
が
り
の
あ
る
も
の
と
分
量
と
が
、
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
前
者
を
後
者
か
ら
導
き
出

そ
う
と
す
る
唯
物
論

0

0

0

を
斥
け
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
後
者
を
前
者
の
単
な
る
構
成
物
と
見
よ
う
と
す
る
観0

念
論
0

0

は
、
な
お
さ
ら
受
け
い
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
唯
物
論
に
反
対
し
て
、
知
覚
は
脳
髄
の
状
態
を
無
限
に
超
越

す
る
も
の
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
観
念
論
に
も
反
対
し
て
、
物
質
は
わ
れ
わ
れ

が
物
質
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
表
象—

—

そ
れ
は
精
神
が
器
用
な
選
択
に
よ
っ
て
い
わ
ば
拾
い
集
め
た
も
の
で

あ
る
―
―
を
凡
ゆ
る
側
面
に
お
い
て
は
み
出
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
碓
証
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

正
反
対
の
二
つ
の
学
説
の
中
、
一
方
は
わ
れ
わ
れ
の
脳
髄
が
表
象
を
生
み
出
す
と
主
張
し
、
他
方
は
わ
れ
わ
れ
の
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悟
性
が
自
然
の
設
計
を
素
描
す
る
と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
の
創
造
能
力
を
前
者
は
身
体
に
、
後
者
は
精

神
に
与
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
学
説
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
同
一
の
証
拠
―
―
意
識
の
証
言

—
—

を
援
用
す
る
。
意
識
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
も
他
の
も
の
と
同
様
一

つ
の
形
象
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
は
分
解
・
弁
別
・
論
理
的
比
較
の
能
力
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
創
造
し
た

り
構
成
し
た
り
す
る
能
力
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
心
理
学
的
分
析
、
従
っ
て
ま
た
常
識
の
教
え
る
と
こ

ろ
に
進
ん
で
聴
従
し
て
、
通
俗
の
二
元
論
が
ひ
き
起
す
衝
突
を
一
層
激
化
し
た
た
め
に
、
哲
学
が
わ
れ
わ
れ
に
対

し
て
開
く
こ
と
の
で
き
る
出
口
を
凡
て
と
ざ
し
て
し
ま
っ
た
か
の
様
に
、
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が

ら
、
わ
れ
わ
れ
が
二
元
論
を
極
端
に
ま
で
押
し
つ
め
た
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
わ
れ
わ
れ
の
分
析
は
恐
ら
く
そ
の
相

矛
盾
す
る
要
素
を
切
り
離
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
一
方
に
お
い
て
は
純
粋
知
覚
の
理
論
、
他

方
に
お
い
て
は
純
粋
記
憶
の
理
論
、
―
―
こ
れ
ら
は
拡
が
り
の
な
い
も
の
と
拡
が
り
の
あ
る
も
の
、
性
質
と
分
量

と
の
間
に
和
解
へ
の
道
を
用
意
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

先
ず
純
粋
知
覚
を
考
察
し
よ
う
。
若
し
脳
髄
の
状
態
が
行
動
の
開
始
で
は
あ
っ
て
も
、
知
覚
の
条
件
で
は
な
い

と
考
え
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
知
覚
さ
れ
た
形
象
を
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
形
象
の
外
に
投
げ
出
し
て
、

か
く
し
て
知
覚
を
事
物
そ
の
も
の
の
中
に
戻
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
事
物

の
一
部
を
形
づ
く
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
事
物
は
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
性
質
を
分
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
物
質
的
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な
拡
が
り
は
、
も
は
や
幾
何
学
で
い
う
よ
う
な
多
様
な
拡
が
り
で
は
な
く
、
ま
た
そ
う
い
う
拡
が
り
で
は
あ
り
得

な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
不
可
分
的
延
長
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
知
覚

の
分
析
は
―
―
延
長
の
観
念
に
お
い
て
―
―
拡
が
り
の
あ
る
も
の
と
拡
が
り
の
な
い
も
の
と
の
間
に
可
能
な
一
つ

の
和
解
を
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
ほ
の
め
か
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
純
粋
記
憶
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
概
念
は
、
こ
れ
に
似
た
よ
う
な
方
法
で
、
第
二
の
対
立
・
す

な
わ
ち
性
質
と
分
量
と
の
対
立
の
緩
和
へ
導
く
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
わ
れ
わ
れ
は
純
粋

記
憶
を
、
そ
れ
を
継
続
し
て
有
効
な
ら
し
め
る
脳
髄
の
状
態
か
ら
、
徹
底
的
に
切
り
離
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

故
に
、
記
憶
は
如
何
な
る
程
度
に
お
い
て
も
決
し
て
物
質
か
ら
出
て
来
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
の
反
対
で

あ
っ
て
、
つ
ね
に
一
定
の
持
続
を
占
有
す
る
具
体
的
な
知
覚
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
捉
え
る
よ
う
な
物
質
は
、
大

部
分
記
憶
か
ら
由
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
知
覚
の
中
で
互
に
継
起
す
る
異0

質
的
な
諸
性
質

0

0

0

0

0

0

と
、
科
学
が
こ
れ
ら
の
知
覚
の
背
後
に
・
空
間
の
中
に
想
定
す
る
同
質
的
な
諸
変
化

0

0

0

0

0

0

0

と
の
相
異
は
、

そ
も
そ
も
何
処
に
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
者
は
非
連
続
的
で
あ
っ
て
、
互
に
一
を
他
か
ら
引
き
出
す
と
い
う

よ
う
な
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
後
者
は
計
算
の
対
象
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
計
算
の

対
象
と
な
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
純
粋
な
分
量
で
あ
る
と
考
え
る
必
要
は
、
毛
頭
な
い
。
若
し
そ
れ
を
純
粋
な
分

量
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
無
に
帰
す
る
の
も
同
然
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
異
質
性
が
い
わ
ば
十
分
稀
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薄
に
な
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
見
地
か
ら
は
実
際
上
無
視
し
て
も
差
支
え
な
い
と
い
う
程
度
で
、
事
足
り
る
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
若
し
、凡
ゆ
る
具
体
的
な
知
覚
は
―
―
そ
れ
を
ど
ん
な
に
短
い
も
の
と
想
定
し
よ
う
と
―
―
既
に
、

次
々
に
継
起
す
る
無
数
の
純
粋
知
覚
を
記
憶
に
よ
っ
て
綜
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
感
覚
的
諸
性
質

の
異
質
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
性
質
の
収
縮
0

0

（contraction

）
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
り
、

客
観
的
な
諸
変
化
の
相
対
的
な
同
質
性
は
、
そ
れ
ら
の
変
化
の
自
然
的
な
弛
緩
0

0

（relâchem
ent

）
で
あ
る
、
と
い

う
風
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
拡
が
り
の
あ
る
も
の
か
ら
拡
が
り
の
な
い
も
の
へ
の

距
離
が
、「
延
長
」（extension
）
の
考
察
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
た
様
に
、
分
量
か
ら
性
質
へ
の
間
隔
は
、「
緊
張
」

（tension

）
の
考
察
に
よ
っ
て
狭
め
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
の
解
明
に
入
っ
て
行
く
前
に
、
わ
れ
わ
れ
が
適
用
し
よ
う
と
す
る
方
法
の
一
般
的
原
理
を
、
は
っ
き

り
し
た
形
で
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
既
に
以
前
の
著
作
の
中
で
、
そ
の
方
法
を
用
い
た
こ
と
が

あ
る
し
、
更
に
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
こ
の
書
物
に
お
い
て
も
、
既
に
暗
々
裡
に
用
い
て
来
た
の
で
あ
る
。

普
通
に
「
事
実
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
直
接
的
直
観
に
現
わ
れ
る
よ
う
な
実
在
で
は
な
く
し
て
、
実
際

上
の
利
害
お
よ
び
社
会
生
活
の
要
求
に
対
す
る
現
実
的
な
る
も
の
の
適
応
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
外
的
あ
る
い
は
内

的
の
純
粋
直
観
は
、
切
れ
目
の
な
い
連
続
の
直
観
で
あ
る
。
そ
の
連
続
を
わ
れ
わ
れ
は
、
諸
々
の
並
列
的
な
要
素

に
分
解
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
要
素
は
或
る
場
合
に
は
一
つ
一
つ
は
っ
き
り
区
別
せ
ら
れ
る
言
葉
0

0

に
対
応



127

第 三 章 　 身体の精神に対する関係

し
、
ま
た
或
る
場
合
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
対
象
0

0

に
対
応
す
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ

の
原
本
的
直
観
の
統
一
を
破
壊
し
た
と
い
う
・
ま
さ
に
そ
の
理
由
の
故
に
、
わ
れ
わ
れ
は
別
々
に
切
り
離
さ
れ
た

諸
項
の
間
に
一
つ
の
結
合
関
係
を
う
ち
立
て
る
義
務
を
感
じ
る
。
尤
も
、
そ
の
結
合
関
係
と
い
う
の
は
、
外
面
的

で
・
し
か
も
後
か
ら
附
け
加
え
ら
れ
た
も
の
以
上
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
結
局
わ
れ
わ
れ
は
、

内
面
的
連
続
性
か
ら
う
ま
れ
た
・
生
き
た
統
一
の
代
り
に
、
作
為
的
統
一
を
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
統
一
は
、
か
ら
っ
ぽ
の
枠
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
へ
組
み
入
れ
ら
れ
る
諸
項
と
同
様
、
全

く
生
気
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
経
験
論
も
独
断
論
も
、
こ
う
い
う
風
に
し
て
再
構
成
さ
れ
た
現
象
か
ら
出
発
す
る

と
い
う
点
に
お
い
て
、
根
本
に
お
い
て
軌
を
一
に
す
る
。
両
者
の
異
る
と
こ
ろ
は
た
だ
、
独
断
論
が
よ
り
一
層
そ

の
「
形
式
」
に
こ
だ
わ
る
の
に
対
し
て
、
経
験
論
の
方
は
そ
の
「
内
容
」
に
こ
だ
わ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
経0

験
論
0

0

は
実
際
、
諸
項
を
相
互
に
結
び
つ
け
る
関
係
の
中
に
漠
然
と
作
為
的
な
も
の
を
感
じ
て
、
専
ら
諸
項
そ
の
も

の
を
重
要
視
し
て
、
関
係
を
な
お
ざ
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
誤
謬
は
、
経
験
を
あ
ま
り
に
高
く
評
価
し
す
ぎ

る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
む
し
ろ
、
真
の
経
験
す
な
わ
ち
精
神
と
対
象
と
の
直
接
的
接
触
か
ら
生

れ
る
経
験
の
代
り
に
、
き
れ
ぎ
れ
に
切
断
さ
れ
・
従
っ
て
疑
い
も
な
く
変
質
さ
せ
ら
れ
た
経
験
を
、
―
―
何
れ
に

し
て
も
行
動
と
言
葉
の
最
大
の
便
宜
の
た
め
に
作
り
変
え
ら
れ
た
経
験
を
、
―
―
置
き
換
え
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

現
実
的
な
る
も
の
を
右
の
様
に
き
れ
ぎ
れ
に
細
分
す
る
こ
と
は
、
実
際
生
活
の
要
求
の
た
め
に
な
さ
れ
た
、
と
い
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う
ま
さ
に
そ
の
理
由
の
故
に
、
そ
れ
は
決
し
て
事
物
そ
の
も
の
の
内
的
構
造
の
線
に
沿
う
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
か
っ
た
。
こ
れ
即
ち
、
経
験
論
が
如
何
な
る
問
題
に
関
し
て
も
―
―
そ
れ
が
大
き
な
問
題
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

―
―
精
神
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
独
断
論

0

0

0

は
、
経
験
論
が
眼
を
蔽
う
て
見
な
い
諸
々

の
困
難
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
暴
露
す
る
。
し
か
し
実
を
い
え
は
、
経
験
論
が
辿
っ
た
の
と
同
じ
方
法
で
、
そ
の

解
決
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
独
断
論
も
ま
た
、
―
―
経
験
論
が
そ
れ
で
満
足
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
―
―
断
片

的
で
非
連
続
な
現
象
を
受
け
容
れ
て
、
そ
れ
で
以
て
単
に
一
つ
の
綜
合
を
つ
く
り
上
げ
よ
う
と
努
め
る
。
と
こ
ろ

が
そ
の
綜
合
と
い
う
の
は
、
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
ど
う
し
て
も
つ
ね
に
単
な
る
思

い
つ
き
の
形
式
を
と
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、
若
し
形
而
上
学
が
―
―
或
は

哲
学
が
―
―
単
に
一
つ
の
構
成
さ
れ
た
も
の
（une construction

）
以
外
の
何
物
で
も
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
同

様
に
尤
も
ら
し
い
多
く
の
形
而
上
学
あ
る
い
は
哲
学
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
も
の
は
互
に

排
斥
し
合
っ
て
、
最
後
の
断
定
を
下
す
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
批
判
哲
学
な
る
も
の
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
批
判
哲
学
に
よ
れ
ば
、
凡
ゆ
る
認
識
は
相
対
的
で
あ
っ
て
、
事
物
の
真
相
は
精
神
に
と
っ
て

到
底
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
解
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
右
の
様
な
の
が
哲
学
的
思
索

の
歩
む
普
通
の
経
路
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
繰
返
し
て
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
で
「
経
験
」
で
あ
る
と
信
じ
て

い
る
と
こ
ろ
の
も
の
か
ら
出
発
し
て
、
一
見
そ
の
経
験
を
構
成
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
諸
々
の
断
片
を
考
え
ら
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れ
る
限
り
い
ろ
い
ろ
に
配
列
し
組
立
て
て
み
る
、
し
か
も
そ
う
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
が
ど
れ
も
こ
れ
も
極

め
て
脆
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
と
、
結
局
「
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
み
て
も
駄
目
だ
」
と
断
念
す
る
に
至
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
試
み
ら
る
べ
き
最
後
の
企
図
が
、
な
お
残
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
経
験
を
そ
の
源
泉
に
ま
で

溯
っ
て
求
め
る
こ
と
、
或
は
む
し
ろ
、
経
験
が
―
―
わ
れ
わ
れ
の
実
利
の
方
向
へ
偏
向
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
―

―
ま
さ
に
人
間
的
な

0

0

0

0

経
験
に
な
る
決
定
的
な
曲
り
角

0

0

0

の
か
な
た
に
、
経
験
を
求
め
て
行
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
カ
ン

ト
が
証
明
し
た
よ
う
な
思
弁
的
理
性
の
無
能
は
、
畢
竟
す
る
に
恐
ら
く
、
身
体
的
生
命
の
或
る
種
の
必
要
に
隷
属

し
て
・
わ
れ
わ
れ
の
欲
求
の
満
足
の
た
め
に
先
ず
以
て
分
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
物
質
に
対
し
て
働
き
か

け
る
と
こ
ろ
の
知
性
の
無
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
事
物
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
認
識

は
、
も
は
や
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
根
本
的
構
造
か
ら
見
て
相
対
的
な
の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
の
表
面
的
で
後
天
的

な
習
慣
か
ら
見
て
―
―
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
的
な
機
能
な
ら
び
に
低
級
な
欲
求
か

ら
得
る
と
こ
ろ
の
偶
然
的
な
形
式
か
ら
見
て
―
―
相
対
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
認
識

の
相
対
性
は
、
決
定
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
右
の
低
級
な
欲
求
が
つ
く
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
も
の

を
と
り
壊
し
て
し
ま
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
直
観
を
再
び
元
の
純
粋
な
姿
で
回
復
し
、
そ
し
て
再
び
現

実
的
な
も
の
と
の
接
触
を
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
う
い
う
方
法
を
適
用
す
る
際
に
、
絶
え
ず
繰
返
え
し
重
大
な
困
難
が
現
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
方
法

は
一
々
の
新
ら
し
い
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
全
く
新
た
な
努
力
を
要
求
す
る
か
ら
で
あ
る
。
蓋
し
、
或
る
考
え

方
の
習
慣
、
更
に
知
覚
の
習
慣
ま
で
も
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
、
既
に
な
ま
易
し
い
こ
と
で

は
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
、
為
さ
る
べ
き
仕
事
の
単
に
消
極
的
な
部
分
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ

れ
を
成
し
と
げ
た
と
き
、
わ
れ
わ
れ
が
先
き
に
経
験
の
「
曲
り
角
」
と
呼
ん
だ
地
点
に
身
を
置
い
た
と
き
、
―
―

直
接
的
な
も
の
か
ら
有
用
な
も
の
へ
の
通
路
（le passage de l’im

m
édiat à l’utile

）
を
照
ら
し
な
が
ら
―
―
わ

れ
わ
れ
の
人
間
的
経
験
の
黎
明
を
な
す
微
光
を
、
わ
れ
わ
れ
が
利
用
し
は
じ
め
た
と
き
、
更
に
進
ん
で
、
わ
れ
わ

れ
が
か
く
し
て
実
際
の
曲
線
に
つ
い
て
知
覚
す
る
無
限
小
の
要
素
を
以
て
、
そ
の
背
後
の
暗
黒
の
中
に
延
び
拡
が

る
曲
線
そ
の
も
の
の
形
を
再
建
す
る
仕
事
が
残
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
哲
学
者
に
課
せ
ら
れ
た
仕
事

は
、
微
分
か
ら
出
発
し
て
函
数
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
数
学
者
の
仕
事
に
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
。
哲
学
研
究

の
最
後
の
や
り
方
は
、
真
実
積
分
の
仕
事
な
の
で
あ
る※

。

※　

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
第
一
の
主
著
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』（
邦
訳
『
時
間
と
自
由
』）

は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
こ
こ
で
力
説
し
て
い
る
「
方
法
」
を
意
識
の
問
題
に
適
用
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
の
問
題
」
を
と
り
め
ぐ
る
決
定
論
非
決
定
論
の
論
争
に
対
し
て
、
第
三
の
途

0

0

0

0

（un 
troisièm

e parti

）
―
―
す
な
わ
ち
純
粋
持
続
の
中
に
身
を
置
く
方
法
―
―
を
呈
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
、
ベ
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ル
グ
ソ
ン
は
誇
り
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。（M

atière et M
ém

oire, pp. 206-208.

）

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
『
物
質
と
記
憶
』
の
最
後
の
「
概
要
な
ら
び
に
結
論
」（R

ésum
é et C

onclusion

）
に
お
い
て

ま
と
め
て
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
お
お
よ
そ
次
の
様
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。

一　
わ
れ
わ
れ
が
事
実
か
ら
導
き
出
し
・
推
理
に
よ
っ
て
確
め
た
見
解
は
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
行
動
の
道
具

0

0

0

0

0

で
あ
り
、
た
だ
行
動
の
み
の
道
具
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
如
何
な
る
程
度
に
お
い
て
も
、
如
何
な
る
意

味
に
お
い
て
も
、
如
何
な
る
角
度
か
ら
見
て
も
、
身
体
は
表
象
を
準
備
す
る
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
ま

し
て
表
象
を
説
明
す
る
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
0

0

に
お
い
て
、
脳
髄
に
よ
っ
て

説
明
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
開
始
さ
れ
た
行
動
・
あ
る
い
は
準
備
さ
れ
た
行
動
・
あ
る
い
は
暗
示
さ
れ
た
行
動
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
次
に
記
憶
0

0

に
つ
い
て
み
る
に
、
身
体
は
過
去
を

再
演
し
得
る
運
動
的
習
慣
を
貯
え
て
い
る
。
し
か
し
如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
、
脳
髄
は
記
憶
の
内
容
ま
た
は

心
像
を
貯
蔵
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
知
覚
に
お
い
て
も
、
ま
た
記
憶
に
お
い
て
も
、
な

お
さ
ら
精
神
の
高
尚
な
働
き
に
お
い
て
は
、
身
体
は
決
し
て
表
象
作
用
に
直
接
貢
献
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

る
。二　

「
身
体
と
精
神
」
の
問
題
に
関
連
し
て
、
―
―
通
俗
的
な
二
元
論
に
お
い
て
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
唯
物
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論
に
お
い
て
に
せ
よ
、
な
い
し
は
観
念
論
に
お
い
て
に
せ
よ
、
―
―
提
起
せ
ら
れ
る
凡
ゆ
る
困
難
は
、
知
覚

お
よ
び
記
憶
の
現
象
に
お
い
て
、
身
体
的
な
る
も
の
と
精
神
的
な
る
も
の
と
が
相
互
に
一
方
が
他
方
の
「
複

写
」（duplicate

）
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
。
試
み
に
、
意
識
は
付
帯
現
象

（épiphénom
ène

）
で
あ
る
と
考
え
る
唯
物
論

0

0

0

的
見
地
に
立
て
ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う

す
る
と
、
何
故
に
或
る
種
の
脳
髄
現
象
に
意
識
が
随
伴
す
る
の
か
、
す
な
わ
ち
物
質
的
宇
宙
の
意
識
的
反
復
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
い
っ
た
い
何
に
役
立
つ
の
か
、
ま
た
如
何
に
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
私
は
全
く
理
解
で
き
な
い
。

次
に
観
念
論

0

0

0

に
移
れ
ば
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
私
は
知
覚
以
外
の
も
の
は
認
め
る
こ
と
が
で
き
な

い
か
ら
、
私
の
身
体
も
結
局
多
く
の
知
覚
の
中
の
一
つ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

視
覚
に
映
じ
る
私
の
宇
宙
が
消
え
失
せ
る
た
め
に
は
、
私
は
眼
を
閉
じ
る
だ
け
で
十
分
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
、

観
察
が
私
に
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
知
覚
せ
ら
れ
た
諸
々
の
形
象
は
、
私
が
私
の
身
体
と
呼
ん
で
い
る
形
象
の

ほ
ん
の
一
寸
し
た
変
化
に
よ
っ
て
も
完
全
に
か
き
乱
さ
れ
て
し
ま
う
け
れ
ど
も
、
科
学
が
私
に
断
言
す
る
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
凡
て
の
現
象
は
一
定
の
秩
序
に
従
っ
て
継
起
し
相
互
に
規
定
し
合
っ
て
い
る
筈
で
あ
っ
て
、
結
果
は

厳
密
に
原
因
に
比
例
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
私
は
、
私
が
私
の
身
体
と
呼
ん
で
い
る
形
象
―
―
い
た
る

と
こ
ろ
私
に
つ
い
て
廻
る
形
象
―
―
の
中
に
、
私
の
身
の
廻
り
で
継
起
す
る
諸
々
の
形
象
に
厳
密
に
匹
敵
す
る
変

化
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
私
が
発
見
す
る
脳
髄
の
運
動
は
、
こ
の
説
に
よ
っ
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て
も
、
私
の
知
覚
の
複
写
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
こ
の
脳
髄
の
運
動
も
や
は
り
知
覚

―
―
可
能
的
知
覚
―
―
な
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、こ
の
第
二
の
仮
説
は
第
一
の
仮
説
す
な
わ
ち
付
帯
現
象
説
よ
り
は
、

比
較
的
理
解
し
易
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
の
代
り
に
、
第
二
の
仮
説
は
事
物
に
つ
い
て
の
私
の
実
際
の
知
覚

と
、
そ
れ
ら
の
事
物
に
は
似
て
も
つ
か
ぬ
或
る
種
の
脳
髄
運
動
に
つ
い
て
の
私
の
可
能
的
知
覚
と
の
間
に
、
不
可

解
な
対
応
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
こ
の
点
を
一
層
よ
く
凝
視
す
る
な
ら
ば
、
凡
ゆ
る
観
念
論
の
暗

礁
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
知
覚
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
る
秩
序
か
ら
、
科
学
に

お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
う
ち
立
て
る
こ
と
の
で
き
る
秩
序
へ
の
推
移
の
途
上
に
存
在
す
る
。
或
は
特
に
カ
ン
ト
の
観

念
論
に
つ
い
て
い
え
ば
、
感
性
か
ら
悟
性
へ
の
推
移
の
途
上
に
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
最
後
に
、

通
俗
的

0

0

0

な
二
元
論
が
残
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
に
は
物
質
を
、
他
方
に
は
精
神
を
想
定
し
て
、
脳
髄

の
運
動
は
対
象
に
つ
い
て
の
私
の
表
象
の
原
因
あ
る
い
は
機
会
で
あ
る
、
と
い
う
風
に
仮
定
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
若
し
、
脳
髄
の
運
動
が
表
象
の
原
因
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
で
表
象
を
産
出
す
る
の
に
十
分
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
私
は
次
第
々
々
に
「
意
識
は
付
帯
現
象
で
あ
る
」
と
い
う
唯
物
論
的
仮
説
に
逆
戻
り
す
る
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
若
し
ま
た
、
脳
髄
の
運
動
は
表
象
発
生
の
機
会
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
脳
髄
の
運
動

が
表
象
と
は
似
て
も
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
最
初
私
が
私
の
表
象

に
お
い
て
物
質
に
与
え
た
諸
性
質
を
残
ら
ず
物
質
か
ら
剥
ぎ
取
る
結
果
、
私
は
お
の
ず
か
ら
観
念
論
へ
帰
っ
て
行
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く
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
観
念
論
と
唯
物
論
と
は
二
つ
の
極
で
あ
っ
て
、
こ
の
両
極
の
間
を
こ
の
種

の
二
元
論
は
常
に
動
揺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
二
元
論
が—

—

実
体
の
二
元
性
を
維
持
せ
ん
が
た

め
に
―
―
両
者
に
同
等
の
地
位
を
与
え
よ
う
と
決
意
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
勢
い
両
者
を
同
一
原
典
の
二
つ
の

翻
訳
・
同
一
原
理
の
二
つ
の
予
定
さ
れ
た
平
行
的
発
展
と
見
な
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
く
し
て
両
者
の
相
互
影
響
を

否
定
し
、
そ
の
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
結
果
と
し
て
、
自
由
を
犠
牲
に
供
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。

今
こ
の
三
つ
の
仮
説
の
根
底
を
掘
り
下
げ
て
み
る
に
、
そ
こ
に
一
つ
の
共
通
の
基
礎
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら

は
何
れ
も
、
知
覚
と
記
憶
と
い
う
精
神
の
原
本
的
な
は
た
ら
き
を
、
純
粋
認
識
の
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
う
風
に

考
え
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
仮
説
が
意
識
の
起
原
に
お
く
も
の
は
、或
る
時
は
外
的
実
在
の
無
用
の
複
写
で
あ
る
か
、

ま
た
或
る
時
は
全
く
無
関
心
な
知
的
構
成
の
中
性
的
素
材
で
あ
る
か
で
あ
っ
て
、
知
覚
の
行
動
に
対
す
る
関
係
、

記
憶
の
行
為
に
対
す
る
関
係
を
つ
ね
に
度
外
視
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
理
想
的
な
極
限
と
し
て
は
、
無
関
心
な

記
憶
や
知
覚
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
事
実
上
、
知
覚
と
記
憶
と
が
向
け
ら
れ
て
い
る
の
は
行
動
に
対

し
て
で
あ
り
、
身
体
が
準
備
す
る
の
は
そ
の
行
動
で
あ
る
。
先
ず
知
覚
に
つ
い
て
み
る
に
、
神
経
系
統
が
段
々
複

雑
に
な
っ
て
行
く
に
従
っ
て
、
受
け
と
ら
れ
た
震
動
は
益
々
多
様
な
る
運
動
装
置
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
か
く
し
て

同
時
に
益
々
多
く
の
可
能
な
行
為
が
素
描
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
記
憶
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
、
そ
の
基
本

的
な
機
能
は
何
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
現
在
の
知
覚
に
類
似
す
る
凡
ゆ
る
過
去
の
知
覚
を
喚
起
し
て
、
そ
れ
に
先
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後
し
て
起
っ
た
現
象
を
想
起
せ
し
め
、
か
く
し
て
最
も
有
益
な
決
定
を
わ
れ
わ
れ
に
暗
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
が
凡
て
で
は
な
い
。
記
憶
は
わ
れ
わ
れ
を
し
て
単
一
の
直
観
の
中
に
持
続
の
多
様
な
瞬
間
を
捉
え
さ

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
事
物
の
流
れ
の
運
動
・
す
な
わ
ち
必
然
性
の
リ
ズ
ム
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
解
放
す
る
。
記
憶

が
こ
れ
ら
の
諸
瞬
間
を
た
だ
一
つ
の
瞬
間
に
収
縮
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
で
き
る
ほ
ど
、
記
憶
は
わ
れ
わ
れ
に

益
々
強
固
な
―
―
物
質
を
支
配
す
る
―
―
手
が
か
り
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
一
つ
の
生
活
体
の
記
憶
は

何
よ
り
も
先
ず
事
物
に
対
す
る
そ
の
行
動
力
の
尺
度
で
あ
り
、
こ
の
行
動
力
の
知
的
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
行
動
力
を
真
の
原
理
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
よ
う
。
ま
た
身
体
を
行
動
の

中
心
・
し
か
も
た
だ
行
動
の
み
の
中
心
で
あ
る
、
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ど
う
い
う
帰
結
が
、
知
覚

に
対
し
て
、
記
憶
に
対
し
て
、
ま
た
身
体
と
精
神
と
の
関
係
に
対
し
て
、
出
て
来
る
か
を
検
討
し
て
み
よ
う
。

三　
先
ず
知
覚
に
つ
い
て
。
こ
こ
に
諸
々
の
「
知
覚
中
枢
」
を
も
っ
た
私
の
身
体
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
枢
が

震
動
を
与
え
ら
れ
て
、
私
は
事
物
に
つ
い
て
の
表
象
を
も
つ
。
他
方
、
私
は
こ
れ
ら
の
震
動
が
私
の
知
覚
を
産
出

す
る
こ
と
も
翻
訳
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
こ
と
を
、
仮
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
私
の
知
覚
は
、
そ
れ
故
に
、
震
動

の
外
に
あ
る
。
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
躊
躇
な
く
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
身
体
を

措
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
は
一
定
の
形
象
を
措
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
、
他
の

諸
形
象
の
全
体
を
も
措
定
し
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
如
何
な
る
物
質
的
対
象
と
雖
も
、
そ
の
諸
性
質
・
そ
の
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諸
規
定
・
つ
ま
り
そ
の
存
在
を
、
そ
の
対
象
が
宇
宙
全
体
の
中
で
占
め
て
い
る
場
所
に
負
わ
な
い
も
の
は
、
一
つ

も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
の
知
覚
は
そ
れ
故
に
、
こ
れ
ら
の
対
象
そ
れ
自
体
の
何
物
か
よ
り
ほ
か
の
も
の
で
は
あ

り
得
な
い
。
こ
れ
ら
の
対
象
が
知
覚
の
中
に
存
在
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
、
知
覚
が
こ
れ
ら
の
対
象
の
中
に
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
知
覚
は
、
ま
さ
し
く
対
象
の
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
私
の
知
覚
が
い
わ
ゆ
る
感
覚

神
経
の
震
動
を
一
々
追
随
す
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
、
見
出
す
。
し
か
も
他
方
私
は
、
こ
の
震
動
の
役
割
が
ひ

と
え
に
周
囲
の
物
体
に
対
す
る
私
の
身
体
の
反
作
用
を
準
備
し
、
私
の
可
能
的
行
動
を
素
描
す
る
こ
と
で
あ
る
こ

と
を
、
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
知
覚
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
々
の
対
象
の
全
体
の
中
か
ら
、
そ
れ
ら
の
対

象
に
対
す
る
私
の
身
体
の
可
能
的
行
動
を
切
り
離
す
こ
と
で
あ
る
。従
っ
て
知
覚
は
選
択
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、

何
物
を
も
創
造
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
役
割
は
反
対
に
、
先
ず
形
象
全
体
か
ら
私
が
何
の
手
が
か
り
も
も
た

な
い
凡
て
の
形
象
を
取
り
除
き
、
次
に
、
保
留
せ
ら
れ
た
形
象
そ
の
も
の
の
各
々
か
ら
、
私
の
身
体
と
私
が
呼
ぶ

形
象
の
欲
求
に
関
係
の
な
い
凡
て
の
も
の
を
除
外
す
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
が
要
す
る
に
、
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
知

覚
と
呼
ん
だ
も
の
の
少
く
と
も
甚
だ
簡
単
な
説
明
で
あ
り
、
図
式
的
な
叙
述
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
が
実

在
論
と
観
念
論
と
の
間
に
と
っ
た
位
置
を
、
こ
れ
か
ら
直
ち
に
指
示
し
よ
う
と
思
う
。

凡
ゆ
る
実
在
は
意
識
と
類
縁
・
類
似
を
有
し
、
つ
ま
り
関
係
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
観

念
論
に
譲
歩
し
た
点
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
事
物
を
「
形
象
」（im

ages

）
と
呼
ん
だ
と
い
う
・
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ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
如
何
な
る
哲
学
説
も
、
整
合
的
で
あ
る
限
り
、
も
と
も
と
こ
の
結

論
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
と
え
一
切
の
意
識
的
存
在
の
―
―
過
去
の
・

現
在
の
・
そ
し
て
可
能
的
な
―
―
凡
ゆ
る
意
識
の
状
態
を
一
つ
残
ら
ず
集
め
て
み
て
も
、
そ
れ
は
―
―
わ
れ
わ
れ

の
見
解
に
従
え
ば
―
―
物
質
的
実
在
の
ご
く
小
さ
な
部
分
を
究
め
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。と
い
う
の
は
、

形
象
と
い
う
も
の
は
凡
ゆ
る
方
面
に
お
い
て
知
覚
を
は
み
出
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
知
覚
と
実
在

と
の
間
に
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
を
確
立
す
る
た
め
に
は
、
知
覚
に
―
―
行
動
を
準
備
す
る
と
い
う
―
―
そ

の
真
の
役
割
を
果
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
観
念
論
は
、
こ
れ
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

既
に
明
か
に
し
た
様
に
、
意
識
に
対
し
て
思
弁
的
な
役
割
し
か
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
観
念
論
の
蹉
跌
の
根

本
原
因
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
、
私
の
意
識
的
知
覚
は
全
く
実
際
的
な
使
命
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ

れ
は
事
物
の
全
体
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
事
物
に
対
す
る
私
の
可
能
的
行
動
に
関
係
の
あ
る
も
の
だ
け
を
指

示
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
、
―
―
こ
れ
ら
の
こ
と
を
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
以
外
の
凡
て
の
も
の
が
私

の
注
意
か
ら
洩
れ
る
こ
と
、
し
か
も
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ
れ
ら
も
凡
て
私
の
知
覚
す
る
も
の
と
同
じ
性
質
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
る
と
物
質
に
つ
い
て
の
私
の
認
識
は
も
は
や
、
イ

ギ
リ
ス
の
観
念
論
が
考
え
る
様
に
主
観
的

0

0

0

で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
カ
ン
ト
の
観
念
論
が
主
張
す
る
様
に
相
対
的

0

0

0

で

も
な
い
。
そ
の
認
識
は
主
観
的
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
私
の
中
に
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
事
物
の
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中
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
認
識
は
相
対
的
で
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
「
現
象
」
と
「
物
」
と
の
間
に
あ

る
も
の
は
、
外
観
の
実
在
に
対
す
る
関
係
で
は
な
く
し
て
、
単
に
部
分
の
全
体
に
対
す
る
関
係
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
再
び
実
在
論
に
戻
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
在
論
は
、
そ
の
本
質
的

な
点
が
改
め
ら
れ
な
い
限
り
、
観
念
論
と
同
様
受
け
容
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
理

由
も
同
一
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
様
に
、
観
念
論
は
知
覚
の
中
に
現
わ
れ
る
秩
序
か
ら
、
科
学
に
お
い
て
う
ち
立

て
ら
れ
る
秩
序
す
な
わ
ち
実
在
へ
移
っ
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
丁
度
そ
の
反
対
に
、
実
在
論
は
わ
れ
わ
れ
が

実
在
に
つ
い
て
も
っ
て
い
る
直
接
的
認
識
を
、
実
在
か
ら
引
き
出
そ
う
と
す
る
と
き
に
挫
折
す
る
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
実
在
論
の
困
難
は
観
念
論
の
困
難
と
同
様
、
二
者
何
れ
も
わ
れ
わ
れ
の
意
識
的
知
覚
な
ら
び
に
そ
の
条

件
を
、
た
だ
純
粋
認
識
の
方
向
へ
向
け
て
、
行
動
の
方
向
へ
向
け
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

四　
（
省
略
）

五　
（
省
略
）

六　
本
書
の
中
心
を
な
す
記
憶
に
つ
い
て
の
理
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の
純
粋
知
覚
説
の
理
論
的
帰
結
で
あ
る
と
同

時
に
、
そ
の
実
験
的
証
明
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
知
覚
に
随
伴
す
る
脳
髄
の
諸
々
の
状
態
は
、
知
覚
の
原

因
で
も
な
け
れ
ば
、
知
覚
の
複
写
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
、
知
覚
が
そ
の
付
帯
的
な
生
理
状
態
と
の
間
に
保
っ
て

い
る
関
係
は
、
可
能
的
な
行
動
と
既
に
始
め
ら
れ
た
行
動
と
の
関
係
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
―
―
こ
れ
ら
の
こ
と
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を
わ
れ
わ
れ
は
事
実
に
よ
っ
て
確
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
に
お
い
て

は
恰
も
知
覚
が
脳
髄
の
状
態
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
様
な
観
を
呈
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
純

粋
知
覚
に
お
い
て
は
知
覚
せ
ら
れ
る
対
象
は
現
存
の
対
象
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
変
化
を
与
え
る
物
体
で

あ
る
。
そ
の
形
象
は
そ
れ
故
に
、
現
実
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
脳
髄
の
変
化
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体

の
初
発
的
な
反
応
を
示
す
と
い
っ
て
も
、
或
は
そ
れ
ら
の
変
化
が
現
存
形
象
の
複
写
を
創
造
す
る
と
い
っ
て
も
、

（
わ
れ
わ
れ
自
身
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
は
、
甚
だ
し
く
相
違
す
る
け
れ
ど
も
、）
事
実
上
は
同
じ
様
に
許
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
記
憶
の
場
合
は
、
事
情
が
全
く
違
う
。
と
い
う
の
は
、
記
憶
は
現
存
し
な
い
対
象
の
表
象
だ

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
の
二
つ
の
仮
説
は
反
対
の
帰
結
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
、
現
存
す
る
対
象
の

場
合
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
状
態
が
そ
れ
だ
け
で
そ
の
対
象
の
表
象
を
つ
く
り
出
す
の
に
十
分
で
あ
る
と
す
る
な

ら
ば
、
そ
の
同
じ
対
象
が
現
存
し
な
い
場
合
に
は
、
な
お
更
十
分
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
説
に
お
い
て
は
、
記

憶
は
元
の
知
覚
を
ひ
き
起
し
た
脳
髄
現
象
の
弱
め
ら
れ
た
繰
返
し
か
ら
生
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の

本
質
は
単
に
微
弱
な
知
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。そ
こ
か
ら
次
の
二
重
の
命
題
が
成
り
立
つ
。

す
な
わ
ち
曰
く
、「
記
憶
は
脳
髄
の
一
つ
の
機
能
に
す
ぎ
な
い
、
そ
し
て
知
覚
と
記
憶
と
の
間
に
は
単
な
る
強
度

の
差
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。」

こ
れ
に
反
し
て
若
し
、
脳
髄
の
状
態
は
決
し
て
現
存
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
を
産
出
す
る
も
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の
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
を
継
続
す
る
だ
け
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
も
な
お
一
層
そ
れ
を
引
き
延
ば
し
、

更
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
知
覚
に
よ
っ
て
よ
び
起
す
記
憶
を
具
合
よ
く
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
記
憶
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
他
面
、
現
存
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
わ

れ
わ
れ
の
知
覚
は
、
そ
の
対
象
そ
れ
自
身
の
何
も
の
か
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
現
存
し
な
い
対
象
に
つ
い
て

の
わ
れ
わ
れ
の
表
象
は
、
知
覚
と
は
全
く
違
っ
た
種
類
の
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
存
と
非
現
存
と

の
間
に
は
、
い
か
な
る
段
階
も
、
い
か
な
る
中
間
も
、
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
―
―
先
の
命
題
と

は
反
対
の
―
―
次
の
二
重
の
命
題
が
成
り
立
つ
。す
な
わ
ち
曰
く
、「
記
憶
は
脳
髄
の
機
能
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
、

そ
し
て
知
覚
と
記
憶
と
の
間
に
は
、
程
度
の
差
で
は
な
く
、
性
質
の
差
が
存
在
す
る
。」

二
つ
の
理
論
の
対
立
は
、
か
く
し
て
一
つ
の
鋭
い
姿
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
ん
ど
は
、
経
験
が
両
者

に
裁
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
詳
細
な
証
明
を
繰
返
す
こ
と
は
や
め
て
、
た
だ
要
点
だ
け
を
想
い
起
す
に
と
ど
め
た
い
と

思
う
。「
記
憶
は
恐
ら
く
脳
皮
質
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
に
引
合
い
に
出
さ
れ
る
事

実
上
の
議
論
は
、
悉
く
記
憶
の
局
所
的
疾
患
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
若
し
、
記
憶
が
真
実
脳
髄
の
中

に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
全
く
の
忘
却
に
対
し
て
脳
髄
の
特
定
の
損
傷
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
筈
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
の
過
去
の
一
時
期
の
全
体
が
、
突
如
と
し
て
し
か
も
完
全
に
記
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憶
か
ら
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
健
忘
症
に
お
い
て
、
脳
髄
の
は
っ
き
り
し
た
損
傷
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で

あ
る
。
そ
し
て
反
対
に
、
大
脳
の
は
た
ら
き
の
局
所
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
な
記
憶
の
障
害
・
す
な
わ
ち
い

ろ
ん
な
失
語
症
や
視
覚
ま
た
は
聴
覚
の
再
認
に
関
す
る
疾
患
に
お
い
て
、
そ
の
位
置
す
る
局
所
か
ら
い
わ
ば
引
き

抜
か
れ
る
の
は
、
こ
の
記
憶
あ
る
い
は
か
の
記
憶
と
い
っ
た
様
な
特
定
の
記
憶
で
は
な
く
し
て
、
想
起
の
能
力
そ

の
も
の
が
そ
の
活
力
に
お
い
て
多
少
減
少
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
患
者
は
自
分
の
記
憶
を
眼
前
の
状
況
と
結
び

つ
け
る
の
に
多
少
困
難
を
感
じ
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
か
く
し
て
過
去
と
現
在
と
が
漸
次
に
接
合
す
る
運

動
と
し
て
再
認
作
用
を
丹
念
に
追
究
し
て
行
っ
た
結
果
、
わ
れ
わ
れ
は
脳
髄
が
決
し
て
心
像
の
貯
蔵
所
の
様
な
は

た
ら
き
を
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
ま
た
再
認
が
決
し
て
脳
髄
の
中
に
眠
っ
て
い
る
記
憶
を
機
械
的
に
呼
び
起
す

こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。

七　
イ
ギ
リ
ス
の
観
念
論
の
特
色
は
、
知
覚
さ
れ
た
対
象
の
実
在
性
と
、
考
え
ら
れ
た
対
象
の
観
念
性
と
の
間

に
、
程
度
上
の
差
の
み
を
認
め
て
、
性
質
上
の
差
を
認
め
な
い
点
に
あ
る
。
し
か
し
若
し
、
一
つ
の
知
覚
の
記
憶

が
そ
の
知
覚
の
弱
め
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
微
か
な
音
響
の
知
覚

を
、
強
度
の
騒
音
の
記
憶
と
思
い
違
い
を
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
筈
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
、
そ
ん
な
混

同
は
決
し
て
起
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
何
故
に
、
記
憶
を
一
層
弱
い
知
覚
と
い
う
風
に
考
え
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
つ
ね
に
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
的
な
心
理
状
態
が
実
際
的
な
使
命

0

0

0

0

0

0

（la destination pratique

）
を
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も
っ
て
い
る
こ
と
を
、
閑
却
す
る
こ
と
か
ら
来
る
の
で
あ
る
。

八　
わ
れ
わ
れ
は
、
記
憶
が
決
し
て
脳
髄
の
状
態
か
ら
結
果
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
、
明
か
に
し

た
。
脳
髄
の
状
態
は
記
憶
を
継
続
し
、
そ
れ
に
物
質
性
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
に
対
す
る
手
が
か
り

を
与
え
る
。
し
か
し
、
純
粋
な
記
憶
は
精
神
の
顕
現
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
記
憶
と
共
に
真
に
精
神
の
領
域
に

踏
み
入
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
領
域
を
探
究
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
精
神
と
物
質
と
の
合
流
点
に
身
を

置
い
て
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
他
に
流
入
す
る
有
様
を
観
察
し
よ
う
と
欲
し
た
わ
れ
わ
れ
は
、
知
性
の
自
発
性
の
う

ち
で
、
身
体
的
な
機
構
と
そ
れ
と
の
交
叉
点
だ
け
を
し
っ
か
り
つ
か
ん
で
お
け
ば
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し

て
わ
れ
わ
れ
は
、
観
念
連
合
の
現
象
と
、
最
も
単
純
な
一
般
観
念
の
発
生
の
問
題
を
考
察
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。連

想
説
の
根
本
的
な
誤
謬
は
何
か
と
い
う
に
、
そ
れ
は
一
切
の
記
憶
を
同
一
平
面
上
に
置
い
て
、
そ
れ
ら
の
記

憶
を
現
在
の
身
体
的
状
態
す
な
わ
ち
行
動
か
ら
引
き
離
す
と
こ
ろ
の
・
大
な
り
小
な
り
の
相
当
な
距
離
が
あ
る
こ

と
を
、
見
逃
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
行
動
の
平
面
と
純
粋
記
憶
の
平
面
と
の
間
に
、

数
千
の
異
っ
た
意
識
の
平
面
、
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
が
生
活
し
て
来
た
全
経
験
の
・
幾
千
の
異
っ
た
反
復
を
認

め
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
信
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
平
面
は
、
互
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
既
成
の
事
物
（des 
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choses toutes faites

）
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
む
し
ろ
、
潜
在
的
に
存
在
す
る
。
実

に
潜
在
的
存
在
は
、
精
神
的
な
も
の
に
特
有
な
存
在
様
式
で
あ
る
。
知
性
は
そ
れ
ら
の
平
面
を
ひ
き
離
す
間
隙
に

沿
う
て
い
つ
も
動
き
な
が
ら
、
絶
え
ず
そ
れ
ら
の
平
面
を
再
発
見
し
、
或
は
新
た
に
創
造
す
る
。
知
性
の
生
命
は
、

こ
の
運
動
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
。

九　
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
知
覚
と
純
粋
記
憶
と
を
順
次
研
究
し
た
後
に
残
っ
た
問
題
は
、
両
者
を
結
び
つ
け
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
若
し
純
粋
記
憶
が
既
に
精
神
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
若
し
純
粋
知
覚
が
な
お
物
質
の
何

も
の
か
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、わ
れ
わ
れ
は
純
粋
知
覚
と
純
粋
記
憶
と
の
交
叉
点
に
身
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

精
神
と
物
質
と
の
相
互
作
用
を
幾
分
で
も
闡
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
筈
で
あ
る
。
実
際
、「
純
粋
な
」
知
覚
す
な

わ
ち
瞬
間
的
な
知
覚
は
、
一
つ
の
理
想
・
一
つ
の
極
限
に
す
ぎ
な
い
。
凡
て
の
知
覚
は
持
続
の
一
定
の
厚
さ
を
占

有
し
、
過
去
を
現
在
に
延
長
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
記
憶
を
分
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
知
覚
を
そ
の
具
体
的
な
姿

に
お
い
て
・
純
粋
記
憶
と
純
粋
知
覚
と
の
綜
合
と
し
て
・
す
な
わ
ち
精
神
と
物
質
と
の
綜
合
と
し
て
と
り
上
げ
る

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
心
身
の
統
一
に
関
す
る
問
題
を
そ
の
最
も
狭
い
限
界
内
に
圧
縮
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
。二

元
論
一
般
に
お
け
る
二
つ
の
原
理
の
対
立
は
、
拡
が
り
の
な
い
も
の
と
拡
が
り
の
あ
る
も
の
、
性
質
と
分
量
、

自
由
と
必
然
の
三
重
の
対
立
に
分
れ
る
。
若
し
身
体
の
役
割
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
が
、—

—

若
し
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純
粋
知
覚
と
純
粋
記
憶
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
分
析
が
、
―
―
身
体
と
精
神
と
の
相
関
を
何
れ
の
面
か
ら
か
闡

明
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
右
の
三
つ
の
対
立
を
排
除
す
る
か
若
し
く
は
緩
和
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
は
、
先
き
に
単
な
る
心
理
学
か
ら
受
け
つ
い
だ
結
論
を
、

こ
こ
で
一
層
形
而
上
学
的
な
形
で
呈
示
し
な
が
ら
、
三
つ
の
対
立
を
順
次
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

第
一
。
若
し
一
方
に
お
い
て
、
例
え
ば
微
粒
子
に
実
際
分
割
せ
ら
れ
る
延
長
を
想
定
し
、
他
方
に
お
い
て
、
そ

れ
自
身
非
延
長
的
な
感
覚
を
も
っ
た
意
識
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
い
う
物
質
と
こ
う
い
う
意
識
と
の
間
に
、

身
体
と
精
神
と
の
間
に
、
何
等
共
通
の
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚

と
物
質
と
の
こ
の
対
立
は
、
自
己
の
習
慣
あ
る
い
は
自
己
の
法
則
に
よ
っ
て
勝
手
に
解
体
し
た
り
再
構
成
し
た
り

す
る
悟
性
が
、
作
為
的
に
つ
く
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
な
直
観
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
い
。
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
非
延
長
的
な
感
覚
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
感
覚
が
ど
う
し
て
空
間
と
結
び
つ

い
て
、
空
間
の
中
で
一
つ
の
場
所
を
選
択
し
、
そ
こ
で
整
序
せ
ら
れ
て
、
つ
い
に
は
一
つ
の
普
遍
的
な
経
験
を
構

成
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
現
実
に
あ
る
も
の
は
、
独
立
の
部
分
に
分
割
せ
ら
れ
た
延
長
と

い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
意
識
と
何
等
の
可
能
的
な
関
係
も
も
た
な
い
・
そ
う
い
う
延
長
が
、

ど
う
し
て
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
秩
序
と
関
係
に
精
確
に
対
応
す
る
秩
序
と
関
係
を
も
っ
た
変
化
の
系
列
を
、
展
開

す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
与
え
ら
れ
た
も
の
・
現
実
に
あ
る
も
の
は
、
分
割
せ
ら
れ
た
拡
が
り
の
あ
る
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も
の
と
純
粋
に
拡
が
り
の
な
い
も
の
と
の
中
間
的
な
何
物
か

0

0

0

0

0

0

0

（quelque chose d’interm
édiaire

）
で
あ
る
。

第
二
。
性
質
と
分
量
と
の
対
立
、
す
な
わ
ち
意
識
と
運
動
と
の
対
立
は
、
第
一
の
対
立
と
比
べ
る
と
、
作
為
的

な
と
こ
ろ
が
遙
か
に
少
い
。
し
か
も
こ
の
第
二
の
対
立
は
、
第
一
の
対
立
を
認
め
て
か
か
る
の
で
な
け
れ
ば
、
根

本
的
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
悟
性
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と

悟
性
は
「
し
な
や
か
な
実
在
」（des réalités souples

）
に
代
え
る
に
、
―
―
行
動
の
必
要
上
生
れ
た
―
―
生
硬
0

0

な
抽
象

0

0

0

を
以
て
し
、
取
捨
何
れ
か
を
決
す
る
ほ
か
は
な
い
破
目
に
追
い
込
む
こ
と
を
、
そ
の
役
割
と
す
る
も
の
だ

か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
し
て
悟
性
は
、
反
省
的
思
惟
を
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
れ
る
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、

事
物
そ
の
も
の
は
そ
の
何
れ
の
選
択
肢
を
も
受
け
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
、
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

第
三
。
以
上
第
一
と
第
二
の
対
立
を
検
討
し
て
来
た
見
地
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
最
後
の
第
三
の
―
―
自
由
と
必

然
と
の
―
―
対
立
を
理
解
す
る
こ
と
も
、
困
難
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
般
に
生
活
体
の
進
歩
は
、
機
能
の
分
化

に
存
す
る
。
こ
の
機
能
の
分
化
の
結
果
、
刺
戟
を
導
き
行
動
を
組
織
立
て
る
神
経
系
統
が
、
先
ず
形
成
せ
ら
れ
、

そ
れ
が
次
第
に
複
雑
に
な
っ
て
行
く
。
す
な
わ
ち
、
高
等
な
中
枢
が
発
達
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
同
一
の
刺
戟
が
行

動
の
選
択
に
委
せ
る
動
き
方
は
益
々
多
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
空
間
に
お
け
る
運
動

0

0

0

0

0

0

0

0

に
与
え
ら
れ
る
自
由
の
範
囲

が
益
々
拡
大
し
て
行
く
、
―
―
こ
れ
ま
さ
し
く
ひ
と
び
と
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
時
間
に
お
け

0

0

0

0

0
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る
意
識

0

0

0

の
緊
張
が
こ
れ
に
伴
つ
て
増
大
し
て
行
く
こ
と
に
、
ひ
と
び
と
は
気
づ
か
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
識
は

単
に
、
既
に
古
い
経
験
の
記
憶
に
よ
っ
て
過
去
を
益
々
よ
く
保
留
し
、
過
去
を
現
在
と
結
び
つ
け
て
、
よ
り
豊
か

な
・
よ
り
新
し
い
決
定
を
行
う
ば
か
り
で
な
く
、
よ
り
強
烈
な
生
活
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
―
―
直
接
的

経
験
の
記
憶
に
よ
っ
て
―
―
現
在
の
持
続
の
中
に
外
的
瞬
間
の
益
々
多
く
の
数
を
収
縮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意

識
は
益
々
行
動
を
創
造
す
る
能
力
を
得
て
来
る
の
で
あ
る
。
そ
の
行
動
の
内
的
非
決
定
は
、
―
―
わ
れ
わ
れ
の
望

み
通
り
の
―
―
多
数
の
物
質
の
諸
瞬
間
に
分
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
に
、
益
々
容
易
に
必
然
性
の
網
の

目
を
通
過
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
、
時
間
に
お
い
て
考
え
て
も
、
或
は
空
間
に
お
い
て
考
え
て

も
、
自
由
は
つ
ね
に
そ
の
深
い
根
を
必
然
性
の
中
に
お
ろ
し
て
、
そ
れ
と
緊
密
に
織
り
な
さ
れ
て
い
る
様
に
思
わ

れ
る
。
精
神
は
そ
の
養
分
と
す
べ
き
知
覚
を
物
質
か
ら
借
り
て
来
て
、
そ
し
て
そ
の
自
由
の
印
を
捺
し
た
運
動
の

形
で
そ
れ
を
再
び
物
質
に
返
え
す
の
で
あ
る
。

以
上
略
述
し
た
様
に
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
「
行
動
の
中
心
」

と
し
て
捉
え
、
通
常
た
だ
認
識
の
た
め
の
役
割
し
か
認
め
ら
れ
て
い
な
い
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
対
し
て
、
行
動
の

た
め
の
「
実
際
的
な
使
命
」
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
は
、
簡
単
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
一
面
で
あ

っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
す
な
わ
ち
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
の
間
に
相
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通
じ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
は
決
し
て
単
な
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
た

だ
プ
ラ
グ
マ
（pragm

a

）
す
な
わ
ち
「
行
動
」
の
世
界
に
の
み
終
始
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ

ニ
ズ
ム
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
活
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
行
動
」
の
も
っ
て
い
る
意
義
を
十
分
認
め
な
が
ら
も
、

わ
れ
わ
れ
の
知
性
あ
る
い
は
悟
性
が
行
動
の
必
要
上
つ
く
り
上
げ
た「
生
硬
な
抽
象
」を
以
て「
し
な
や
か
な
実
在
」

に
置
き
換
え
る
こ
と
の
誤
り
を
繰
り
返
え
し
力
説
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
誤
り
が
単
な
る
誤
り

と
い
う
様
な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
根
本
的
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
自
覚
す
る
こ
と
こ
そ
―
―
ベ
ル
グ

ソ
ン
に
と
っ
て
は
―
―
日
常
普
通
の
生
活
態
度
と
は
区
別
せ
ら
れ
る
「
哲
学
」
の
始
ま
り
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う

い
う
自
覚
を
も
っ
た
上
で
「
し
な
や
か
な
実
在
」
の
中
へ
奥
深
く
入
っ
て
行
っ
て
、
そ
の
心
臓
の
鼓
動
に
直
接
触

れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
独
自
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
来
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ

ム
と
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
類
似
点
が
必
要
以
上
に
強
調
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
縷
説
を
要
せ
ず
し
て
明

か
で
あ
ろ
う
。
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『
創
造
的
進
化
』
―
―

「
理
解
す
る
能
力
は
、
行
動
す
る
能
力
の
一
つ
の
附
属
具
で
あ
り
、
…
…
狭
義
の
わ
れ
わ
れ
の
知
性
は
、
わ
れ

わ
れ
の
身
体
を
環
境
の
中
へ
完
全
に
は
め
込
む
確
か
な
手
だ
て
と
な
り
、
ま
た
外
界
の
事
物
相
互
の
関
係
を
表
象

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
物
質
を
思
考
す
る
こ
と
を
、
そ
の
使
命
と
し
て
い
る
。
あ
と
で
判
る
様
に
人
間
の
知
性
は
、

い
の
ち
の
な
い
対
象
の
間
に
放
置
さ
れ
て
い
る
間
は
、
―
―
特
に
固
体
の
間
に
放
置
さ
れ
て
い
る
間
は
、
―
―
く

つ
ろ
ぎ
を
感
じ
て
い
る
。〔
と
い
う
の
は
〕、わ
れ
わ
れ
の
概
念
は
固
体
に
か
た
ど
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
の
論
理
は
何
に
も
ま
し
て
固
体
の
論
理

0

0

0

0

0

（la logique des solides

）
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
は
―
―
純
粋
に
論
理
的
な
形
の
下
に
お
い
て
は
―
―
生
命
の

真
の
本
性
・
進
化
運
動
の
深
い
意
味
を
表
象
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
て
来
る
に
違
い
な

い
で
あ
ろ
う
。
い
っ
た
い
思
考
と
い
う
も
の
は
、
一
定
の
環
境
の
中
で
・
一
定
の
事
物
に
対
し
て
は
た
ら
き
か
け

る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
生
命
の
一
つ
の
放
出
物
・
あ
る
い
は
一
つ
の
相
面
に

す
ぎ
な
い
思
考
が
、
ど
う
し
て
生
命
そ
の
も
の
を
抱
き
込
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
そ
れ
が
で
き
る

と
考
え
る
の
は
、
部
分
は
全
体
に
等
し
い
と
か
、
結
果
は
原
因
を
自
分
の
中
に
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
か
、
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浜
辺
に
置
き
去
り
に
さ
れ
て
い
る
石
こ
ろ
が
そ
れ
を
打
ち
あ
げ
た
波
の
形
を
描
き
出
し
て
い
る
と
か
、
主
張
す
る

よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
一
・
多
・
機
械
的
因
果
性
・
知
性
的
合
目
的
性
と
い
っ
た
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の

思
考
の
範
疇
の
ど
れ
一
つ
と
し
て
、
生
命
の
事
柄
に
ぴ
っ
た
り
と
あ
て
は
ま
る
も
の
が
な
い
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ

は
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
で
あ
る
。
個
体
性
は
ど
こ
か
ら
は
じ
ま
り
、
ど
こ
で
終
る
の
か
。
生
物
は
一
か
多
か
。
多

く
の
細
胞
が
あ
っ
て
そ
れ
が
連
な
っ
て
有
機
体
に
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
有
機
体
が
あ
っ
て
そ
れ
が
細
胞
に
分
れ

る
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
を
誰
が
い
い
切
れ
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
生
き
も
の
を
、
手
持
ち
の
あ
の
枠
こ
の
枠
に
押
し

込
も
う
と
し
て
は
、
無
駄
骨
を
折
っ
て
い
る
。
ど
の
枠
も
、
き
し
ん
で
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
へ
は
め
込
も
う

と
望
ん
で
い
る
も
の
に
対
し
て
、
凡
て
の
枠
は
あ
ま
り
に
狭
す
ぎ
、
何
よ
り
も
あ
ま
り
に
堅
す
ぎ
る
。
わ
れ
わ
れ

の
推
理
は
、
い
の
ち
の
な
い
事
物
の
間
を
駈
け
廻
っ
て
い
る
間
は
、
実
に
自
信
満
々
で
あ
る
け
れ
ど
も
、〔
生
命

の
世
界
と
い
う
〕
こ
の
新
し
い
領
域
に
出
る
と
、
ど
う
も
調
子
が
悪
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
進
化
論
の
哲
学
（la philosophie évolutionniste

）
は
、
な
ま
の
物
質
に
対
し
て
成
功
し

た
説
明
の
仕
方
を
、
何
の
躊
躇
も
な
く
、
生
命
の
事
柄
に
ま
で
お
し
ひ
ろ
げ
る
。
…
…
つ
ま
り
、
地
下
道
の
奥
で

持
ち
廻
っ
て
い
た
カ
ン
テ
ラ
を
、
世
界
中
を
照
ら
す
太
陽
に
仕
上
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
大
胆
至
極
に
も
、

進
化
論
の
哲
学
は
概
念
的
思
考
の
力
だ
け
に
た
よ
り
な
が
ら
、
凡
て
の
事
物
を
―
―
生
命
ま
で
も
―
―
観
念
的
に

再
構
成
し
よ
う
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
哲
学
が
途
中
で
ぶ
っ
つ
か
る
困
難
は
な
ん
と
も
手
ご
わ
い
し
、
ま
た
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自
分
の
論
理
が
そ
こ
で
逢
着
す
る
矛
盾
が
い
か
に
も
異
様
な
も
の
で
あ
る
こ
と
も
判
る
の
で
、
は
じ
め
の
野
心
は

そ
こ
そ
こ
に
捨
て
て
し
ま
っ
て
、次
の
様
な
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
―
―
自
分
が
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
は
、

も
は
や
実
在
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
現
実
的
な
る
も
の
の
模
造
・
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
符
号
に
よ
る
写
像

に
す
ぎ
な
い
。
事
物
の
本
質
は
、
現
在
も
そ
し
て
将
来
も
ま
た
、
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
の
手
か
ら
脱
け
落
ち
て
し
ま

う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
相
対
的
な
関
係
の
中
で
動
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
な
も
の
は
わ
れ
わ

れ
の
権
限
に
属
す
る
事
柄
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
認
識
で
き
な
い
も
の
（l’Inconnaissable

）
の
前
で
、
停

止
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
。

し
か
し
こ
れ
は
人
間
の
知
性
に
と
っ
て
、
あ
ま
り
に
も
思
い
あ
が
っ
た
後
で
の
、
謙
遜
の
し
す
ぎ
と
い
う
も
の

で
あ
ろ
う
。
…
…
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
絶
対
的
な
価
値
を
疑
っ
て
み
よ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
は
、
若
し
わ
れ
わ

れ
の
思
弁
が
ど
う
い
う
矛
盾
に
ぶ
っ
つ
か
り
・
ど
う
い
う
行
き
詰
り
に
逢
着
す
る
か
を
哲
学
が
わ
れ
わ
れ
に
示
さ

な
か
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
に
は
決
し
て
浮
ん
で
来
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
困
難
や
矛
盾

が
生
じ
て
来
る
も
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
習
慣
的
な
思
考
形
式
を
、
そ
の
粋
が
つ
く
ら
れ
た
と
き
に
は

全
然
目
あ
て
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
対
象
に
、
適
用
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
…
…
そ
れ
で
は
生
命
の
本
性
を
究

め
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
悟
性
が
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
に

与
え
る
機
械
論
的
な
生
命
観
で
、
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
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若
し
も
生
命
が
純
粋
悟
性
を
つ
く
る
た
め
に
、
そ
の
包
蔵
し
て
い
る
潜
在
的
な
心
的
能
力
を
凡
て
使
い
果
し
て

し
ま
っ
た
も
の
な
ら
ば
、
そ
う
す
る
よ
り
仕
方
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
人
類
に
ま
で
至
っ
て
い
る
進
化

の
線
（la ligne d’evolution

）
が
、
決
し
て
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
他
の
様
々
な
方
向
の
道
で
は
、
ま
た
そ
れ

と
は
違
っ
た
様
々
な
意
識
の
形
態
が
発
達
し
て
来
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
意
識
は
、—

—

人
間
の
知
性
の
様
に
―

―
外
的
強
制
を
免
れ
た
り
自
己
支
配
を
回
復
し
た
り
す
る
術
は
心
得
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ
ら

も
ま
た
人
間
の
知
性
と
同
様
、
や
は
り
進
化
運
動
に
内
在
す
る
本
質
的
な
何
物
か
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
意
識
を
互
に
接
近
さ
せ
、
更
に
そ
れ
を
知
性
と
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
ん
ど
こ
そ
は
生
命
と

同
じ
だ
け
の
広
さ
を
も
っ
た
意
識
が
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
意
識
は
、
背
後
に
感
じ
る
生
命
の

0

0

0

推
進
力

0

0

0

（la poussée vitale

）
に
対
し
て
突
如
と
し
て
振
り
向
き
な
が
ら
、
―
―
ほ
ん
の
束
の
間
で
は
あ
る
が
―

―
生
命
全
体
を
一
目
で
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

ひ
と
は
い
う
で
あ
ろ
う
。
そ
の
様
に
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
を
超
え
出
る
わ
け

で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
意
識
の
い
ろ
ん
な
他
の
形
を
わ
れ
わ
れ
が
み
つ
め
る
の
も
、
や
は
り
わ
れ
わ
れ
の
知
性

を
以
て
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
を
通
し
て
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
―
―
こ
う
い
う
言
い
方
は
、
若
し
わ

れ
わ
れ
が
純
然
た
る
知
性
的
存
在
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
概
念
的
・
論
理
的
な
思
考
の
ま
わ
り
に
、
も
や
も
や

し
た
曇
り
が
残
っ
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
正
し
い
か
も
知
れ
な
い
。
…
…
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
は
、
悟
性
を
補
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う
い
く
つ
か
の
或
る
種
の
能
力
が
宿
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
能
力
は
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
自
身
の
中
に
と
じ
こ
も

っ
て
い
る
間
は
、
漠
然
と
感
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
自
然
の
進
化
の
中
で
い
わ
ば
一
役
買
っ
て
働
い

て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
な
ら
ば
、
他
の
も
の
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
・
は
っ
き
り
し
た
姿
を
あ
ら
わ
す
こ
と
で
あ
ろ

う
。そ

れ
は
つ
ま
り
、
認
識
論

0

0

0

と
生
命
論

0

0

0

と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
互
に
不
可
分
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
認
識
批
判
を
伴
わ
な
い
生
命
論
は
、
悟
性
が
委
ね
て
く
れ
る
概
念
を
、
そ
の
ま
ま
鵜
呑
み

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
生
命
論
は
、
既
製
の
枠
を
動
か
し
が
た
い
も
の
と
考
え
て
、
是
が
非

で
も
そ
の
枠
の
中
に
諸
々
の
事
実
を
お
し
込
む
だ
け
の
能
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
風
に
し
て
お
誂
え
む
き
の
符
号

主
義
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
実
証
科
学
に
と
っ
て
必
要
で
さ
え
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は

対
象
を
直
視
し
た
も
の
（une vision directe de son objet

）
で
は
な
い
。
他
方
ま
た
、
知
性
を
生
命
の
一
般
的

進
化
の
中
へ
戻
さ
な
い
よ
う
な
認
識
論
は
、
認
識
の
粋
が
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
ら
れ
た
か
を
も
、
ま
た
ど
う
し

た
ら
そ
の
枠
を
拡
大
し
・
な
い
し
は
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
も
、
わ
れ
わ
れ
に
教
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
認

識
論
と
生
命
論
と
い
う
こ
の
二
つ
の
探
求
は
、
一
つ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
、
―
―
循
環
過
程
を
描
き
な
が
ら
―
―

互
に
ど
こ
ま
で
も
推
進
し
合
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
両
者
が
提
携
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
が
提
出
す
る
重
要
問
題
は
、
一
層
確
実
な
・
一
層
経
験
に
接
近
し
た
方
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法
で
、
解
決
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
…
…
こ
の
両
者
は
自
然
と
精
神
と
を
、
そ
の
根
底
ま
で
掘
り

下
げ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ス
ペ
ン
サ
ー
の
虚
偽
の
進
化
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（le faux évolutionnism
e de Spencer

）
を
、
本
当

の
進
化
論
で
置
き
換
え
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
と
い
う
の
は
要
す
る
に
、
既
に
進
化

を
と
げ
た
現
実
の
事
象
を
―
―
同
じ
く
進
化
を
と
げ
た
―
―
小
片
に
細
断
し
て
、
而
し
て
後
に
こ
れ
ら
の
断
片
で

そ
の
事
象
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
説
明
す
べ
き
も
の
を
予
め
全
部
想
定
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
本
当
の
進
化
論
は
、
事
象
を
そ
の
発
生
し
成
長
す
る
ま
ま
に
追
究
し
て
行
く
で

あ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
こ
の
種
の
哲
学
は
一
日
で
は
出
来
上
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
固
有
の
意
味
に
お
い
て
体
系
0

0

と
い
わ
れ

る
も
の
は
、
何
れ
も
天
才
の
業
で
あ
っ
て
、
採
る
に
し
て
も
捨
て
る
に
し
て
も
、
一
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
と
し
て
提
供

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
哲
学
0

0

は
そ
れ
と
は
ち
が
っ
て
、
大
勢
の
思
想
家
に
更
に
大
勢
の
観
察
者
が

加
わ
っ
て
―
―
互
に
補
充
し
・
矯
正
し
・
修
正
し
合
い
な
が
ら
―
―
集
団
的
か
つ
前
進
的
な
努
力
に
よ
っ
て
よ
り

ほ
か
に
、
築
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
の
試
論
に
し
て
も
、
最
も
重
要
な
問
題
を

一
挙
に
解
決
し
よ
う
と
目
ろ
む
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
単
に
、
で
き
る
な
ら
ば
方
法
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
、
い
く

つ
か
の
本
質
的
な
点
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
適
用
し
得
る
可
能
性
を
ほ
の
め
か
そ
う
と
思
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ

る
。
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こ
の
試
論
の
プ
ラ
ン
は
、
主
題
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
規
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
一
章　

生
命
の
進
化
―
―
機
械
論
と
合
目
的
性

こ
こ
で
は
先
ず
進
化
の
過
程
に
対
し
て
、
機
械
論
と
合
目
的
性
と
い
う
・
悟
性
の
用
意
す
る
二
着
の
既
製

服
を
あ
て
が
っ
て
み
る
。
そ
し
て
ど
ち
ら
も
合
わ
な
い
こ
と
、
し
か
し
二
つ
の
う
ち
一
方
は
裁
ち
直
し
・

縫
い
直
す
こ
と
が
で
き
て
、
こ
う
し
て
形
が
新
た
に
な
れ
ば
、
も
う
一
つ
の
方
よ
り
は
ま
し
で
あ
る
こ
と

を
、
示
そ
う
と
思
う
。

第
二
章　

生
命
進
化
の
分
岐
し
た
方
向
―
―
昏
睡
・
知
性
・
本
能

悟
性
の
見
地
を
超
え
る
た
め
に
、
人
間
の
知
性
に
達
す
る
線
と
並
ん
で
、
生
命
が
辿
っ
て
来
た
進
化
の
大

き
な
線
を
再
建
す
べ
く
努
め
る
。

第
三
章　

生
命
の
意
義
に
つ
い
て
―
―
自
然
の
秩
序
と
知
性
の
形
式

第
二
章
の
論
究
の
結
果
、
知
性
は
そ
の
発
生
原
因
に
ま
で
連
れ
戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
で
こ
の

原
因
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
捉
え
、
そ
の
運
動
を
追
究
す
る
こ
と
が
問
題
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
不
完

全
な
が
ら
そ
れ
を
試
み
た
の
が
第
三
章
で
あ
る
。

第
四
章　

思
考
の
映
画
的
機
構
と
機
械
論
的
幻
想
―
―
諸
体
系
の
歴
史
の
一
瞥
―
―
真
の
生
成
と
虚
偽
の
進
化

論
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こ
の
章
に
お
い
て
は
、
如
何
に
し
て
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
そ
の
も
の
が
―
―
或
る
種
の
訓
練
に
服
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
―
―
悟
性
を
超
え
る
哲
学
を
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
る
筈
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
諸
体
系
の
歴
史
を
一
瞥
す
る
と
同
時
に
、
人
間
の
悟
性
が
実
在
一
般
を
思
弁
し

は
じ
め
る
や
否
や
さ
ら
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
大
き
な
幻
想
を
分
析
す
る
こ
と
が
、
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ

る
。」

以
上
ほ
ぼ
忠
実
に
紹
介
し
て
来
た
『
創
造
的
進
化
』
の
序
論
は
、
こ
の
第
三
の
主
著
の
内
容
と
そ
の
問
題
の
と

り
上
げ
方
を
明
快
に
説
き
つ
く
し
て
、ほ
と
ん
ど
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
更
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
れ
に
加
え
て
、

脚
注
に
お
い
て
第
一
の
主
著
と
の
関
係
を
次
の
様
に
説
明
し
て
い
る
。

第
一
の
主
著
の
主
目
的
の
一
つ
は
、
次
の
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
心
理
的
生
命
は
「
一
」
で
も
な

け
れ
ば
「
多
」
で
も
な
く
、
そ
れ
は
機
械
的
な
る
も
の
と
知
性
的
な
る
も
の
と
を
超
え
る
。
機
械
論
と
目

的
論
が
意
味
を
も
つ
の
は
、「
区
別
さ
れ
た
多
」「
空
間
性
」
従
っ
て
「
部
分
が
先
行
す
る
集
合
」
が
存
在

す
る
場
合
に
限
ら
れ
る
。「
真
の
持
続
」と
は
、不
可
分
の
連
続
性
と
創
造
を
同
時
に
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

―
―
こ
の
第
三
の
主
著
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
同
じ
考
え
方
を
生
命
一
般
に
適
用
す
る
。
も
と

よ
り
そ
の
生
命
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
身
、
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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機
械
的
な
説
明
の
本
質
は
、
未
来
と
過
去
と
を
現
在
と
の
函
数
関
係
に
お
い
て
計
算
で
き
る
も
の
と
考
え
、
か

く
し
て
一
切
は
与
え
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（tout est donné

）と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
デ
ュ
・
ボ
ア
・
レ
ー
モ
ン（D

u 

B
ois-R

eym
ond, 1818-96

）
は
い
う
。「
世
界
の
全
過
程
が
た
っ
た
一
つ
の
数
学
式
に
よ
っ
て
・
た
だ
一
組
の
大

が
か
り
な
連
立
微
分
方
程
式
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
世
界
の
各
原
子
の
毎
瞬
の
位
置
・
方
向
・
速
度
が

引
出
さ
れ
る
よ
う
な
点
ま
で
、
自
然
の
認
識
が
進
歩
発
達
す
る
時
期
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
、」
と
。（Ü

ber 

die G
renzen des N

aturerkennens, 1892.

）
し
か
し
な
が
ら
、
意
識
を
も
っ
た
生
き
た
も
の
に
と
っ
て
、
存
在
す

る
こ
と
は
変
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
変
化
す
る
こ
と
は
成
熟
す
る
こ
と
で
あ
り
、
成
熟
す
る
こ
と
は
無
限
に
自
分

自
身
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
よ
う
な
無
限
の
創
造
過
程
が
機
械
的
に
説
明
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
い
う
迄
も

な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
体
系
の
要
求
の
た
め
に
、
経
験
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
徹
底
し
た
機
械
論
（le m

écanism
e radical

）
を
斥
け
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

し
か
し
徹
底
し
た
目
的
論
（le finalism

e radical
）
も
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
全
く
同
様
・
し
か
も
同
じ
理

由
か
ら
、
受
け
容
れ
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
合
目
的
性
の
学
説
は
―
―
例
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

ottfried 

W
ilhelm

 Leibniz, 1646-1716

）
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
―
―
極
端
な
形
に
お
い
て
は
、
も
の
は
凡
て
（
生

命
の
有
無
を
問
わ
ず
）
既
に
予
め
描
か
れ
た
一
つ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
現
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
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う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。〔
換
言
す
れ
ば
〕
機
械
観
的
仮
説
の
場
合
と
同
じ
様
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
一
切
は
与
え

0

0

0

0

0

ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

、
と
い
う
こ
と
が
仮
定
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
目
的
論
は
、
さ
か
さ

ま
に
さ
れ
た
一
つ
の
機
械
論
（un m

écanism
e à rebours

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
全
く
同
じ
要
請
の
下
に

立
つ
。
両
者
の
異
る
点
は
、
わ
れ
わ
れ
の
有
限
な
知
性
が
事
物
の
顕
著
な
継
起
現
象
を
辿
っ
て
行
く
際
に
、
機
械

論
が
そ
の
導
き
の
灯
を
わ
れ
わ
れ
の
背
後
に
置
く
の
に
対
し
て
、目
的
論
は
そ
の
光
を
わ
れ
わ
れ
の
行
手
に
置
く
、

と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

と
は
い
え
、目
的
論
は
機
械
論
の
様
に
、は
っ
き
り
固
定
し
た
線
を
も
っ
た
学
説
で
は
な
い
。機
械
論
の
哲
学
は
、

採
る
か
、
そ
れ
と
も
捨
て
る
か
、
よ
り
ほ
か
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
万
一
最
も
小
さ
な
塵
の
一
片
で
も
、
力
学
が

予
見
し
た
軌
道
か
ら
は
ず
れ
て
、
ほ
ん
の
毛
筋
ほ
ど
で
も
自
発
性
の
痕
跡
を
あ
ら
わ
す
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
な
ら

ば
、
機
械
論
の
哲
学
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
反
し
て
、
目
的
因
を
立
て
る
学
説
が
決
定

的
に
反
駁
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
一
つ
の
形
を
斥
け
て
も
、
ま
た
別
な
形
を

と
る
で
あ
ろ
う
し
、
心
理
的
な
本
質
を
も
っ
て
い
る
そ
の
原
理
は
、
非
常
に
柔
軟
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
引
き
伸

し
が
き
き
、
だ
か
ら
こ
そ
ゆ
っ
た
り
し
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
ひ
と
は
純
粋
の
機
械
論
を
斥
け
る
や
否
や
、
目
的

論
を
い
く
ら
か
は
受
け
容
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
目
ざ
す
「
生
命
の
哲
学
」（la philosophie de la vie

）
が
、
機
械
論
と
目
的
論
と
を
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両
方
と
も
同
時
に
乗
り
超
え
る
こ
と
を
主
張
し
つ
つ
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
後
者
に
近
い
趣
を
呈
す
る
の
は
、

右
に
述
べ
た
事
情
に
も
と
ず
く
の
で
あ
る
。
徹
底
し
た
目
的
論
と
同
じ
様
に
―
―
一
層
漠
と
し
た
形
に
お
い
て
で

は
あ
る
が
―
―
わ
れ
わ
れ
の
生
命
の
哲
学
は
、
こ
の
有
機
的
な
世
界
を
一
つ
の
調
和
し
た
全
体
（un ensem

ble 

harm
onieux

）
と
し
て
示
す
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
調
和
は
決
し
て
従
来
い
わ
れ
て
来
た
よ
う
な
完
全
な
も
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
い
く
ら
で
も
不
調
和
が
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
・

そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
は
、生
命
の
全
体
衝
動
（l’im

pulsion globale de la vie

）
か
ら
一
定
の
は
ず
み
或
は
躍
進
（un 

certain élan

）
だ
け
を
受
け
と
め
て
、
そ
し
て
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
自
分
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
利
用
し
よ
う
と

す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
適
応
」
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
。
こ
う
い
う
風
に
、
種
や
個
体
が
自
分
だ
け
の

こ
と
し
か
考
え
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
他
の
生
命
形
態
と
の
軋
轢
が
起
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
調
和
は
事
実

上
（en fait

）
は
存
在
し
な
い
で
、
む
し
ろ
権
利
上
（en droit

）
存
在
す
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

私
の
い
う
意
味
は
、「
根
源
的
な
躍
進
」
は
一
つ
の
共
通
の
躍
進
で
あ
っ
て
、高
く
昇
っ
て
行
け
ば
行
く
ほ
ど
、様
々

な
傾
向
が
互
に
相
補
い
合
う
様
に
思
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
調
和
は
、
衝
動
が
同
一
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
憧
憬
あ
る
い
は
渇
望
（aspiration

）
が
共
通
で
あ
る
と
い
う
こ
と

に
よ
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
調
和
は
、
前
向
き
に
（en avant
）
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
後
向
き
に
（en 

arrière

）
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
目
的
論
は
、
最
も
重
大
な
誤
り
を
犯
し
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て
い
る
の
で
あ
る
。

従
来
、
生
命
の
進
化
現
象
を
説
明
す
る
際
に
用
い
ら
れ
て
来
た
「
適
応
」
と
い
う
概
念
に
も
、
区
別
さ
る
べ
き

二
つ
の
意
味
の
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
瓶
の
中
へ
注
ぎ
込
ま
れ
る
液

体
が
凡
て
瓶
の
形
を
そ
の
ま
ま
く
り
返
す

0

0

0

0

（répéter

）
と
い
う
場
合
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
受
動
的
適
応
と
、
そ
れ

と
は
反
対
に
、
与
え
ら
れ
た
外
的
条
件
の
う
ち
、
都
合
の
悪
い
も
の
は
こ
れ
を
斥
け
・
為
に
な
る
も
の
は
こ
れ
を

利
用
し
つ
つ
、
最
も
適
し
た
形
を
自
ら
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
環
境
に
対
し
て
や
り
返
す

0

0

0

0

（répliquer

）
能

動
的
適
応
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
も
通
常
、
個
々
特
殊
の
場
合
に
は
、
適
応
の
過
程
が
有
機
体
の
努
力
に
も
と

ず
く
能
動
的
適
応
を
意
味
す
る
か
の
如
く
説
か
れ
な
が
ら
、
そ
の
あ
と
で
適
応
一
般
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
場
合
に

は
、
そ
の
同
じ
適
応
が
無
頓
着
な
物
質
に
よ
っ
て
受
動
的
に
受
け
取
ら
れ
た
環
境
の
押
型
そ
の
も
の
で
で
も
あ
る

か
の
様
に
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
命
進
化
の
真
相
を
直
視
し
て
、
そ
こ
に
「
生
命
の
根
源
的

躍
進
」（un élan originel de la vie

）
が
、
進
化
の
諸
線
に
分
れ
な
が
ら
も
、
変
異
の
深
い
原
因
と
な
っ
て
い
る

こ
と
を
見
出
す
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
受
動
的
適
応
を
説
く
機
械
的
因
果
観
の
見
地
も
、
ま
た
能
動
的
適
応
を
説
く

擬
人
的
目
的
観
の
見
地
も
、
共
に
乗
り
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
両
者
は
何
れ
も
、
も
と
を
た
だ
せ
ば
、
人
間
精

神
が
自
分
の
仕
事
振
り
に
導
か
れ
て
辿
り
つ
い
た
見
地
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

生
命
の
進
む
道
は
、
決
し
て
坦
々
と
ひ
ら
け
た
大
道
で
は
な
い
。
恰
も
十
字
路
に
吹
き
つ
け
た
一
陣
の
風
が
街
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角
に
あ
た
っ
て
分
散
す
る
様
に
、生
命
は
障
害
に
出
会
っ
て
飛
散
し
、次
か
ら
次
へ
と
分
化
す
る
の
で
あ
る
。或
は
、

発
射
さ
れ
る
や
否
や
直
ち
に
多
数
の
断
片
に
炸
裂
す
る
一
種
の
榴
散
弾
に
比
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
も
生
命
の
榴
散
弾
は
、
唯
一
回
の
炸
裂
だ
け
で
終
ら
ず
に
、
断
片
の
一
つ
一
つ
が
ま
た
榴
散
弾
と
な
っ
て
無
数

の
破
片
に
炸
裂
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
根
源
的
生
命
は
先
ず
植
物
的
生
命
と
動
物
的
生
命
と
に
分
れ
、
そ

の
動
物
的
生
命
が
更
に
節
足
動
物
の
方
向
と
背
椎
動
物
の
方
向
に
分
れ
て
進
化
し
て
来
た
の
で
あ
る
。と
こ
ろ
で
、

植
物
的
生
命
に
お
い
て
は
意
識
は
深
い
昏
睡
0

0

に
陥
っ
た
け
れ
ど
も
、
動
物
的
生
命
に
お
い
て
は
意
識
は
昆
虫
類
を

特
色
づ
け
る
本
能
0

0

と
、
人
間
を
特
色
づ
け
る
知
性
0

0

と
な
っ
て
開
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。
昏
睡
・
本
能
・
知
性
、
―

―
こ
の
三
つ
の
も
の
は
、
成
長
す
る
に
従
っ
て
分
解
さ
れ
た
同
一
活
動
の
三
つ
の
分
散
し
た
方
向
に
ほ
か
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
榴
散
弾
が
炸
裂
す
る
場
合
見
逃
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
の
炸
裂
が
単
に
そ
の
弾
丸
内
部
の

火
薬
の
爆
発
力
だ
け
で
起
る
の
で
は
な
く
、
弾
丸
の
外
皮
を
構
成
す
る
金
属
が
外
気
の
抵
抗
に
出
会
わ
ね
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
一
事
で
あ
る
。
同
様
に
生
命
の
爆
発
に
も
、
や
は
り
物
質
の
抵
抗
が
必
要
で
あ
っ
て
、
抵
抗
す
る

物
質
と
闘
争
し
そ
れ
に
打
ち
克
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
そ
れ
を
自
己
実
現
の
一
契
機
に
利
用
し
な
が
ら
、
困

雜
な
荊
棘
の
道
を
辿
っ
て
現
在
に
至
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
生
命
と
は
落
下
し
よ
う
と
す
る
重お
も

し
を
反
対

に
引
き
上
げ
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
、と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ま
た
生
命
の
全
過
程
は
、
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流
れ
に
さ
か
ら
っ
て
上
っ
て
行
く
一
種
の
上
げ
潮

0

0

0

（un flot qui m
onte

）
に
も
比
せ
ら
れ
る
。
上
げ
潮
は
、
途
中

多
く
の
岩
石
に
妨
げ
ら
れ
て
大
小
様
々
の
渦
巻
に
変
じ
、
大
部
分
は
停
滞
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
け
れ

ど
も
、
し
か
し
や
は
り
最
後
ま
で—

—

次
第
に
進
行
を
緩
慢
な
ら
し
め
ら
れ
な
が
ら
も
―
―
決
し
て
停
止
す
る

こ
と
な
く
進
み
続
け
る
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
全
宇
宙
の
進
化
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
人
間

の
特
権
的
な
地
位
（notre situation privilégiée

）
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、人
間
と
他
の
諸
々
の
動
物
と
の
深
い
連
帯
性
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

恰
も
最
も
小
さ
な
一
つ
の
微
塵
で
す
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
の
全
太
陽
系
と
連
帯
的
で
あ
る
様
に
、
凡
て
の
有
機
的
存

在
は
最
も
下
等
な
も
の
か
ら
最
も
高
等
な
も
の
に
至
る
ま
で
、
生
命
の
最
初
の
起
原
か
ら
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て

い
る
現
代
に
至
る
ま
で
、
凡
ゆ
る
時
代
凡
ゆ
る
場
所
を
通
じ
て
、
た
だ
一
つ
の
衝
動
（une im

pulsion unique

）

を
―
―
物
質
の
運
動
と
は
反
対
の
・
そ
し
て
そ
れ
自
身
不
可
分
の
衝
動
を
―
―
ま
ざ
ま
ざ
と
感
ぜ
し
め
る
だ
け

で
あ
る
。
凡
ゆ
る
生
物
は
互
に
関
連
し
合
っ
て
お
り
、
そ
し
て
凡
て
が
同
一
の
恐
る
べ
き
推
進
力
（la m

êm
e 

form
idable poessée

）
に
従
っ
て
い
る
。
動
物
は
植
物
に
依
存
し
、
人
間
は
動
物
性
の
上
に
跨
り
、
そ
し
て
全
人

類
は
空
間
に
お
い
て
も
、
時
間
に
お
い
て
も
、
一
つ
の
巨
大
な
軍
隊
で
あ
っ
て
、
凡
ゆ
る
抵
抗
を
撃
破
し
・
幾
多

の
障
害
を
―
―
恐
ら
く
は
死
そ
の
も
の
を
さ
え
―
―
乗
り
越
え
る
こ
と
の
で
き
る
・
魂
を
奪
う
ば
か
り
の
突
撃

態
勢
を
以
て
、
そ
の
軍
隊
は
わ
れ
わ
れ
各
自
の
傍
ら
に
・
又
わ
れ
わ
れ
の
前
に
・
後
に
、
進
撃
し
て
行
く
の
で
あ
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第
三
章
「
生
命
の
意
義
に
つ
い
て
」
は
、
以
上
の
様
な
印
象
的
な
叙
述
を
以
て
終
っ
て
い
る
。

ま
こ
と
に
生
命
は
進
化
で
あ
る
。
し
か
る
に
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
し
た
進
化
の
一
時
期
を
い
わ
ゆ
る
「
形
態
」

と
い
う
安
定
し
た
外
観
に
凝
縮
す
る
。
そ
し
て
そ
の
変
化
が
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
好
都
合
な
惰
性
を
打
ち
破
る
ほ

ど
大
き
な
も
の
に
な
る
と
、「
物
体
は
形
態
を
変
え
た
、」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
は
、
物
体

は
凡
ゆ
る
瞬
間
に
形
態
を
変
え
て
い
る
。
或
は
む
し
ろ
、
形
態
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
形
態
と
は
動
か
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
実
在
は
運
動
だ
か
ら
で
あ
る
。
現
実
に
あ
る
も
の
は
、
形

態
の
連
続
的
変
化
で
あ
り
、
形
態
は
推
移
を
早
取
写
真

0

0

0

0

で
撮
っ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
よ
う

な
―
―
一
つ
一
つ
は
―
―
動
か
な
い
形
態
の
早
取
写
真
を
、
互
に
極
め
て
早
く
代
り
合
う
よ
う
な
仕
方
で
ス
ク
リ

ー
ン
に
映
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
動
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
シ
ネ
マ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
の
場
合
見
逃
さ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
動
か
な
い
も
の
を
唯
限
り
な
く
並
べ
て
み
て
も
、
決
し
て

運
動
を
つ
く
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
像
が
活
溌
に
生
き
て
来
る
た
め
に
は
、
や
は
り
ど
こ
か
に

運
動
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
実
際
、
運
動
が
あ
る
、
―
―
そ
れ
は

器
械
の
中
に
あ
る
。
シ
ネ
マ
の
場
面
の
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
優
が
そ
の
動
き
を
取
り
戻
す
の
は
、
フ
イ
ル
ム
の
巻
物
が

繰
り
拡
げ
ら
れ
る
に
従
っ
て
、
そ
の
場
面
の
様
々
な
写
真
が
次
ぎ
次
ぎ
に
連
続
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
仕
掛
け
も
ま
た
、
こ
れ
と
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
内
的
生
成
に
没
入
し
よ
う

と
は
し
な
い
で
、
事
物
の
外
に
身
を
置
い
て
、
そ
の
生
成
を
人
為
的
に
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
過
ぎ
行
く
実
在
の
・
い
わ
ば
早
取
写
真
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
撮
る
。
そ
れ
ら
は
こ
の
実
在
の
特
徴
を
示

す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
―
―
生
成
そ
の
も
の
に
お
け
る
特
徴
的
な
も
の
を
模
造
す
る
た
め
に
は
―
―
認
識
と
い
う

器
械
の
奥
に
あ
る
抽
象
的
な
・
一
様
の
・
眼
に
見
え
な
い
生
成
に
う
ま
く
合
わ
せ
て
そ
れ
ら
の
早
取
写
真
を
つ
な

い
で
お
け
ば
十
分
な
の
で
あ
る
。
知
覚
・
知
性
の
作
用
・
言
語
も
、
一
般
に
こ
う
し
た
働
き
を
す
る
。
生
成
を
思

惟
す
る
に
し
て
も
、
或
は
説
明
す
る
に
し
て
も
、
或
は
知
覚
す
る
に
し
て
す
ら
も
、
わ
れ
わ
れ
は
一
種
の
内
部
の

映
写
機
（une espèce de ciném
atographe intérieur

）
を
動
か
す
こ
と
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
凡
て
要
約
し
て
、次
の
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

―
―
わ
れ
わ
れ
の
通
常
の
認
識
の
機
構
は
、
映
画
的
な
性
質
の
も
の
で
あ
る
、
と
。

映
画
的
方
法
は
唯
一
の
実
際
的
方
法
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
認
識
の
一
般
的
な
態
度
を
、
行
動
の
態

度
に
合
わ
せ
て
調
整
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
風
に
本
質
的
に
実
践
的
な
機
構

が
、
果
し
て
思
弁
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
別
問
題
で
あ
る
。
諸
君
は
継
起
す
る
諸
状
態
の

数
を
思
う
ま
ま
に
増
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
か
く
し
て
相
次
ぐ
二
つ
の
状
態
を
互
に
限
り
な
く
近

づ
け
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
諸
君
は
―
―
一
つ
の
状
態
か
ら
他
の
状
態
へ
移
る
中
間
の
運
動
に
対
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し
て
―
―
丁
度
、
両
方
の
開
い
た
手
を
互
に
近
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
煙
を
お
し
潰
そ
う
と
す
る
子
供
と
同
じ

失
望
を
い
つ
も
経
験
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
運
動
は
状
態
と
状
態
と
の
間
に
滑
り
落
ち
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
諸
状
態
に
よ
っ
て
変
化
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
凡
ゆ
る
試
み
は
、「
運
動
は
不
動
に
よ
っ
て
つ
く

ら
れ
て
い
る
、」
と
い
う
不
条
理
な
命
題
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。

研
究
し
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
は
、
現
に
流
れ
つ
つ
あ
る
事
物
（les choses qui s’ecoulent

）
で
あ
る
。
こ
の

流
れ
る
実
在
（la réalité qui coule

）
に
対
し
て
、
早
取
写
真
し
か
と
れ
な
い
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

ま
さ
し
く
こ
の
故
に
こ
そ
、科
学
的
知
識
は
そ
れ
を
補
う
他
の
知
識
を
要
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

科
学
的
知
識
の
古
代
的
な
考
え
方
は
、
時
間
は
―
―
全
く
の
永
遠
か
ら
与
え
ら
れ
た
―
―
形
相
の
下
落
で
あ
り
、

変
化
は
そ
の
低
減
で
あ
る
と
す
る
に
至
っ
た
が
、
そ
れ
に
反
し
て
、
若
し
近
代
科
学
の
新
し
い
考
え
方
を
最
後
ま

で
追
究
し
て
行
っ
た
な
ら
ば
、
時
間
の
中
に
絶
対
的
な
る
も
の
の
前
進
的
な
成
長
を
見
、
事
物
の
進
化
の
中
に
新

し
い
形
態
の
不
断
の
発
明
を
見
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

事
実
、
そ
れ
は
古
代
人
の
形
而
上
学
と
縁
を
切
る
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
古
代
人
た
ち
は
明
確
に
知
る
方

法
と
し
て
は
、
唯
一
つ
の
も
の
し
か
認
め
な
か
っ
た
。
彼
等
の
科
学
は
分
散
的
・
断
片
的
な
形
而
上
学
で
あ
り
、

彼
等
の
形
而
上
学
は
集
中
的
・
体
系
的
な
科
学
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
せ
い
ぜ
い
、
同
一
の
類
の
二
つ
の
種
に
す

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
仮
説
に
お
い
て
は
、
科
学
と
形
而
上
学
と
は
―
―
相
補
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的
で
は
あ
る
が
―
―
二
つ
の
相
反
す
る
認
識
の
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
科
学

は
瞬
間
だ
け
し
か
・
す
な
わ
ち
持
続
し
な
い
も
の
し
か
保
持
し
な
い
し
、
形
而
上
学
は
持
続
そ
の
も
の
を
め
ざ
す

か
ら
で
あ
る
。

哲
学
者
は
科
学
者
よ
り
も
一
層
先
ま
で
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
想
像
的
な
符
号
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
一
掃
し
て
し

ま
う
な
ら
ば
、
哲
学
者
は
物
質
的
世
界
が
単
一
な
流
れ
に
・
流
れ
の
一
つ
の
連
続
に
・
す
な
わ
ち
一
つ
の
生
成
に
、

化
す
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
哲
学
者
は
、
真
の
持
続
を
―
―
再
び
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
や
は
り
一

層
有
益
な
―
―
生
命
と
意
識
の
領
域
に
再
び
見
出
す
用
意
を
と
と
の
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
無
機
物
質

が
問
題
で
あ
る
限
り
、
重
大
な
誤
謬
を
犯
す
こ
と
な
く
、
こ
の
流
れ
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

物
質
は
下
降
す
る
実
在

0

0

0

0

0

0

（une réalité qui descend

）
で
あ
っ
て
、
上
昇
す
る
も
の
と
連
帯
関
係
に
あ
る
以
外
は
、

持
続
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
生
命
と
意
識
と
は
こ
の
上
昇
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
ひ
と
た
び
―
―
そ
れ
ら
の
運
動
を

と
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
生
命
と
意
識
を
そ
の
本
質
に
お
い
て
捉
え
る
な
ら
ば
、
爾
余
の
実
在
が
そ
れ
ら

の
も
の
か
ら
派
生
す
る
ゆ
え
ん
が
理
解
せ
ら
れ
る
。
進
化
が
現
わ
れ
、
こ
の
進
化
の
た
だ
中
に
お
い
て
物
質
性
と

叡
知
性
と
が
互
に
漸
次
強
化
し
合
い
な
が
ら
、
前
進
的
に
規
定
せ
ら
れ
て
行
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
進
化
の
運
動

を
現
在
の
成
果
の
中
に
ま
で
追
究
す
る
た
め
に
、
そ
の
も
の
の
断
片
に
よ
っ
て
成
果
を
人
為
的
に
再
構
成
す
る

代
り
に
、
進
化
の
運
動
そ
の
も
の
の
中
へ
入
っ
て
行
く
、
―
―
こ
れ
が
哲
学
固
有
の
機
能
で
あ
る
よ
う
に
、
わ
れ
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わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
理
解
せ
ら
れ
た
哲
学
は
、
単
な
る
精
神
の
自
己
自
身
へ
の
復
帰
（le retour de 

l’esprit à lui-m
êm

e

）
で
は
な
い
。
ま
た
、
人
間
の
意
識
と
―
―
人
間
の
意
識
が
そ
れ
か
ら
出
て
来
る
―
―
生
き

た
原
理
と
の
合
致
で
も
な
け
れ
ば
、
創
造
的
努
力
と
の
接
触
を
試
み
る
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
も
な
い
。
哲
学

は
生
成
一
般
を
深
く
究
め
る
こ
と
で
あ
り
、
真
の
進
化
論
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
科
学
の
真
の
延
長

0

0

0

0

0

0

0

（le vrai 
prolongem

ent de la science

）
で
あ
る
。
若
し
「
科
学
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
、
確
証
さ
れ
た
真
理
の
全
体
が

意
味
せ
ら
れ
さ
え
す
る
な
ら
ば
。
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第
五
章　

閉
じ
た
社
会
と
開
い
た
社
会

—
—

『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
―
―

一
九
一
二
年
二
月
二
十
日
附
ト
ン
ケ
デ
ッ
ク
神
父
（P. de Tonquédec

）
に
宛
て
た
手
紙
の
中
で
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
は
「
私
の
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
考
察
は
、
結
局
自
由
0

0

の
事
実

0

0

0

を
明
る
み
に
出
す
こ
と
に
な
り
、『
物
質
と
記
憶
』
の
考
察
は
精
神
の
実
在
性

0

0

0

0

0

0

を
身
近
か
に
理
解
せ
し
め
、

『
創
造
的
進
化
』の
そ
れ
は
創
造
0

0

を
一
つ
の
事
実
と
し
て
明
示
し
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。こ
れ
ら
凡
て
の
こ
と
か
ら
、

―
―
物
質
の
根
源
で
あ
る
と
同
時
に
生
命
の
根
源
で
も
あ
る
と
こ
ろ
の
―
―
創
造
的
に
し
て
自
由
な
る
神
の
観
念

が
引
き
出
さ
れ
る
で
し
ょ
う
、」と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
っ
た
い
成
立
宗
教
と
い
う
も
の
を
、

如
何
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
根
源
的
推
進
力
に
よ
る
「
生
の
躍
進
」
を
力
説
す
る
立
場
に
お
い

て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
道
徳
と
い
う
も
の
を
果
し
て
正
当
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の

疑
問
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
前
記
三
つ
の
主
著
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
生
命
の
哲
学
」
を
一
応
ま
と
め
あ
げ
た
直
後

に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
に
関
心
を
も
つ
多
く
の
人
々
か
ら
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
対
し
て
呈
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
問

題
が
根
本
的
で
あ
る
だ
け
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
も
容
易
に
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
は
せ
ず
、第
三
の
主
著
『
創
造
的
進
化
』

が
出
て
か
ら
実
に
二
十
五
年
も
経
っ
た
一
九
三
二
年
に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
第
四
番
目
の
主
著
『
道
徳
と
宗
教
の
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二
源
泉
』
を
以
て
大
方
の
要
望
に
応
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
書
名
に
う
た
わ
れ
て
い
る
「
二
源
泉
」
と
い
う
の
は
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
道
徳
に
閉
じ
た

0

0

0

道
徳
と
開
い
た

0

0

0

道
徳
、
宗
教
に
静
的
0

0

宗
教
と
動
的
0

0

宗
教
と
い
う
根
本
的
に
性
格
を

異
に
す
る
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
そ
れ
ら
の
生
れ
出
た
地
盤
あ
る
い
は
源
泉
と
し
て
、
閉
じ
0

0

た0

社
会
と
開
い
た

0

0

0

社
会
と
の
二
種
類
の
社
会
が
は
っ
き
り
区
別
さ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
第
四
の
主
著
の
内
容
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
社
会
学
説
で
あ
る
と
も

称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

禁
断
の
果
実
の
追
憶
は
、
人
類
の
記
憶
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
の
記
憶
に
お
い
て
も
、
最
も
古
い

も
の
で
あ
る
。
若
し
わ
れ
わ
れ
が
幼
年
時
代
に
為
す
が
ま
ま
に
放
任
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
快
楽

か
ら
快
楽
へ
と
飛
び
廻
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
実
際
は
、
見
る
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
一
つ
の
障

害
が
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
禁
止
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
ぜ
、
わ
れ
わ
れ
は
服
従
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
疑
問
は
少
し
も
起
ら
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
両
親
や
先
生
の
い
い
つ
け
を
き
く
習
慣
を
も
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
等
の
い
い
つ
け
に
従
っ
た
の
は
、
彼
等
が
わ
れ
わ
れ
の
両
親
で
あ
り
・
わ

れ
わ
れ
の
先
生
だ
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
十
分
感
じ
て
い
た
。
そ
れ
故
に
彼
等
の
有
す
る
権

威
は
、
彼
等
自
身
か
ら
よ
り
も
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
に
対
す
る
彼
等
の
地
位
か
ら
由
来
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ



169

第 五 章 　 閉じた社会と開いた社会

れ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
両
親
と
先
生
は
委
任
さ
れ
て
行
動
し
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は

明
瞭
に
理
解
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
両
親
・
わ
れ
わ
れ
の
先
生

の
背
後
に
、
彼
等
を
仲
介
と
し
て
そ
の
総
量
で
わ
れ
わ
れ
に
ど
っ
し
り
と
の
し
か
か
っ
て
い
た
巨
大
な
―
―
と
い

う
よ
り
む
し
ろ
さ
だ
か
な
ら
ぬ

0

0

0

0

0

0

―
―
何
物
か
が
あ
る
こ
と
を
推
測
し
て
い
た
の
で
あ
る
。も
っ
と
あ
と
に
な
れ
ば
、

「
そ
れ
は
社
会
で
あ
る
、」
と
わ
れ
わ
れ
は
い
う
で
あ
ろ
う
。

社
会
に
よ
っ
て
制
定
さ
れ
社
会
秩
序
を
維
持
す
る
諸
法
則
は
、
あ
る
面
で
は
自
然
法
則
に
類
似
し
て
い
る
。
し

か
し
そ
の
差
異
が
―
―
哲
学
者
の
眼
に
は
―
―
根
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
、
と
私
は
考
え
る
。「
確
め
る

法
則
」
と
「
命
じ
る
法
則
」
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
、と
哲
学
者
は
い
う
。
後
者
か
ら
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
は
拘
束
す
る
け
れ
ど
も
、
余
儀
な
く
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
前
者
は
避
け
ら
れ

な
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
万
一
こ
の
法
則
か
ら
外
れ
る
よ
う
な
何
等
か
の
事
実
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う

い
う
法
則
が
法
則
と
見
な
さ
れ
た
こ
と
が
間
違
い
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
い
う
区
別
が
大

多
数
の
人
々
に
と
っ
て
も
明
瞭
で
あ
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
は
ま
だ
ま
だ
行
っ
て
い
な
い
。
物
理
的
法
則
で
あ

ろ
う
と
、
社
会
的
あ
る
い
は
道
徳
的
法
則
で
あ
ろ
う
と
、
凡
ゆ
る
法
則
は
彼
等
の
眼
か
ら
す
れ
ば
一
つ
の
命
令
で

あ
る
。
現
に
、
自
然
の
秩
序
が
法
則
の
形
で
表
現
せ
ら
れ
る
場
合
、
諸
々
の
事
実
は
こ
の
秩
序
に
順
応
す
る
た
め

に
、自
然
法
則
に
「
従
う
で
あ
ろ
う
、」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
科
学
者
自
身
と
も
す
れ
ば
、
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法
則
は
事
実
を
「
主
宰
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
事
実
よ
り
も
前
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
思
い

込
み
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
物
理
的
法
則
が
或
る
程
度
の
一
般
性
を
獲
得
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
―
―
わ

れ
わ
れ
の
想
像
に
対
し
て
―
―
一
種
の
命
令
の
よ
う
な
形
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
逆
に
、
凡
て

の
人
々
に
向
け
ら
れ
た
指
令
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
幾
分
か
自
然
法
則
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
二
つ
の
観
念
は
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
中
で
通
過
し
て
、
取
引
を
行
い
、
法
則
は
指
令
か
ら
そ
れ
の

も
つ
命
令
的
な
も
の
を
受
取
り
、
指
令
は
法
則
か
ら
そ
れ
の
も
つ
不
可
避
的
な
も
の
を
受
取
る
。
か
く
し
て
、
社

会
秩
序
に
対
す
る
違
反
が
、
反
自
然
的
な
性
格
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
人
類
は
、
動
物
の
社
会
よ
り
は
高
く
・
神
々
の
集
い
よ
り
は
低
い
水
準
に
位
置
す
る
よ
う
に
、
促
さ

れ
て
い
る
。
動
物
の
社
会
で
の
責
務
は
、
本
能
の
力
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
神
々
の
世
界
で
は
一
切
が

創
造
的
な
躍
進
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
動
物
の
社
会
、
特
に
昆
虫
の
社
会
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
諸
要
素
が
た

だ
全
体
の
た
め
に
し
か
存
在
し
な
い
有
機
体
に
も
比
す
べ
き
構
造
が
顕
著
に
見
出
さ
れ
、
し
か
も
そ
れ
が
本
質
的

に
不
変
で
本
能
的
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
人
間
の
社
会
は
可
変
的
で
知
性
的
で
あ
り
、
社
会
が
個
人
の
た
め
に
つ

く
ら
れ
て
い
る
の
か
、
或
は
個
人
が
社
会
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
何
れ
と
も
判
ら
な
い
ほ
ど
多

く
の
余
地
が
個
人
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
コ
ン
ト
（A

ugust C
om

te, 1798-1857

）
が
措
定
し
た
「
秩
序
」

と
「
進
歩
」
と
い
う
二
つ
の
条
件
の
う
ち
、
昆
虫
は
た
だ
秩
序
0

0

だ
け
し
か
欲
し
な
か
っ
た
の
に
反
し
て
、
少
く
と
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も
人
類
の
一
部
が
目
ざ
し
て
い
る
も
の
は
、
時
に
は
秩
序
を
排
除
す
る
・
そ
し
て
常
に
個
人
の
創
意
に
基
づ
く
進0

歩0

で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
的
知
性
が
―
―
動
物
的
本
能
と
は
異
っ
て
―
―
若
干
の
点
に
お
い
て
社
会
的
凝
集
を

破
壊
し
よ
う
と
脅
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
し
か
も
社
会
は
存
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る

な
ら
ば
、
知
性
の
破
壊
力
に
対
し
て
釣
合
を
と
る
何
等
か
の
「
対
重
」（contrepoids

【counterw
eight

平
衡
錘
】）
が

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
は
、
本
能
そ
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
本
能
の
場
所
は
ま
さ
し

く
知
性
に
よ
っ
て
奪
取
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
潜
在
的
な
一
種
の
本
能
が
―
―

或
は
知
性
の
周
辺
に
残
っ
て
い
る
本
能
の
残
滓
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
が
―
―
同
じ
効
果
を
産
む
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
本
能
の
残
滓
は
、
直
接
働
く
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
知
性
は
表
象
に

よ
っ
て
働
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
実
的
な
も
の
の
表
象
に
対
抗
し
・
知
的
作
業
を
妨
げ
る
こ
と
に
成
功
す
る
よ

う
な
「
仮
想
的
な
」
表
象
を
出
現
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
想
話
機
能

0

0

0

0

（la fonction fabulatrice

）
と
称
せ

ら
れ
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
が
如
何
に
大
き
な
社
会
的
役
割
を
果
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

は
、
科
学
も
芸
術
も
哲
学
も
持
た
な
い
人
間
社
会
が
過
去
に
は
あ
っ
た
し
、
ま
た
今
日
で
さ
え
も
見
出
さ
れ
る
け

れ
ど
も
、
し
か
し
宗
教
の
な
い
社
会
は
未
だ
曾
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
よ
っ
て
、
雄
弁
に
物
語
ら
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
宗
教
は
、
こ
の
見
地
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
知
性
の
破
壊
力
に
対
す
る
自
然
の
防
禦

的
反
作
用
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
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翻
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
根
本
的
立
場
か
ら
事
態
を
見
直
す
な
ら
ば
、
次
の
様
に
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

―
―
生
命
の
領
域

0

0

0

0

0

は
本
質
的
に
本
能
の
領
域
で
あ
り
、
或
る
進
化
線
上
に
お
い
て
本
能
は
自
分
の
場
所
の
一
部
を

知
性
に
譲
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果
、
生
命
の
或
る
種
の
混
乱
が
起
り
得
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
、

自
然
は
知
性
に
知
性
を
対
立
さ
せ
る
よ
り
ほ
か
に
策
は
な
く
、
か
く
し
て
自
然
の
た
め
に
平
衡
を
と
り
戻
す
知
的

表
象
が
、
宗
教
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
。

生
き
る
こ
と
し
か
考
え
な
い
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
生
物
の
世
界
の
中
に
あ
っ
て
、
ひ
と
り
人
間
だ
け
が
や
が
て

自
分
が
死
ぬ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
、
自
分
の
ま
わ
り
に
生
き
て
い
る
凡
て
の
も
の

が
遂
に
は
死
ぬ
こ
と
を
確
め
て
、
自
分
自
身
も
死
ぬ
で
あ
ろ
う
と
確
信
す
る
の
で
あ
る
。
自
然
は
人
間
に
知
性
を

賦
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
否
応
な
し
に
人
間
を
こ
う
し
た
確
信
に
導
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
か
よ

う
な
確
信
は
自
然
の
運
動
と
食
い
違
う
こ
と
に
な
っ
た
。
若
し
生
命
の
躍
進
が
他
の
凡
て
の
生
物
を
死
の
表
象
か

ら
そ
ら
せ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
死
を
考
え
る
こ
と
が
人
間
に
お
い
て
生
命
の
運
動
を
緩
め
る
に
違
い
な
い
。
も
っ

と
後
に
な
れ
ば
、
死
の
思
惟
が
―
―
人
類
を
人
類
以
上
の
も
の
に
ま
で
高
め
て
、
人
類
に
よ
り
多
く
の
は
た
ら
く

力
を
与
え
る
よ
う
な
―
―
哲
学
の
中
に
、
は
め
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
は
じ
め
の
う

ち
は
死
を
考
え
る
こ
と
は
意
気
を
銷
沈
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
然
は
、
自
分
で
自
分
自
身
の
途
上
に

お
い
た
障
害
に
、
ま
さ
に
つ
ま
ず
こ
う
と
す
る
。
し
か
し
自
然
は
、
忽
ち
に
し
て
立
ち
直
る
。
す
な
わ
ち
自
然
は
、
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死
は
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
考
え
に
、
死
後
の
生
活
の
継
続
と
い
う
心
像
を
対
立
さ
せ
て
、
事
態
を
元

通
り
に
秩
序
立
て
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
の
見
地
か
ら
見
れ
ば
、
宗
教
は
―
―
知
性
に
よ
る
―
―
死
の
不
可
避

性
の
表
象
に
対
す
る
、
自
然
の
防
禦
的
な
反
作
用
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
個
人
に
生
具
的
な
想
話
機
能
は
、
個
人
自
身
を
支
え
る
と
共
に
、
ま
た
社
会
を
強
固
に
す
る
。
実
を

い
え
ば
、
個
人
と
社
会
と
は
互
に
含
み
合
い
な
が
ら
、
円
環
的
に
相
互
に
条
件
づ
け
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
自
然
に
よ
っ
て
欲
せ
ら
れ
た
円
環
は
、
決
し
て
そ
ん
な
に
広
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
寸
考
え
る
と
、
家

族
・
祖
国
・
人
類
は
漸
次
そ
の
大
き
さ
を
増
し
て
行
く
円
の
様
に
思
わ
れ
る
の
で
、
ひ
と
び
と
は
―
―
家
族
や
祖

国
を
愛
す
る
の
と
全
く
同
じ
様
に
―
―
ご
く
自
然
な
気
持
で
人
類
を
も
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
考
え
た
の

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
実
は
、
家
族
的
集
団
と
社
会
的
集
団
と
だ
け
が
自
然
に
よ
っ
て
欲
せ
ら
れ
た
も
の
な
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
は
確
に
本
能
が
対
応
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
い
わ
ゆ
る
社
会
的
本
能

0

0

0

0

0

な
る
も
の
は
―
―

そ
れ
ら
の
集
団
を
結
合
し
て
実
際
に
「
人
類
」
を
構
成
さ
せ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
集
団
を
相
互

に
闘
争
さ
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
社
会
に
お
い
て
は
、
成
員
た
ち
は
他
の
人
々
に
対
し
て
は
無
関
心

で
、
つ
ね
に
攻
撃
あ
る
い
は
防
禦
の
用
意
を
し
て
い
る
。
自
然
の
手
か
ら
出
た
ば
か
り
の
人
間
社
会
は
そ
う
い
う

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
閉
じ
た
社
会
」（la société close

）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
恰
も

重
力
が
一
様
に
物
体
を
支
配
す
る
よ
う
に
、
一
定
の
社
会
的
威
圧

0

0

0

0

0

（la pression sociale

）
が
凡
て
の
個
人
の
意
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志
を
支
配
す
る
。
か
く
し
て
、
閉
じ
た
社
会
の
道
徳
的
責
務
が
成
り
立
つ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
集
団
の
結
集

が
確
保
さ
れ
る
代
り
に
、
外
に
対
し
て
は
飽
く
ま
で
も
排
他
的
に
閉
鎖
さ
れ
る
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ

う
な
社
会
的
責
務
に
専
ら
受
動
的
に
服
従
す
る
限
り
、
そ
れ
は
如
何
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
結
局
は

同
じ
円
の
中
を
廻
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
っ
て
、
実
は
そ
の
場
所
に
静
止
・
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
足
踏

み
を
し
て
い
る
の
と
、
殆
ん
ど
変
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、
閉
じ
た
社
会
の
閉
じ
た
道
徳
が
静
的
0

0

道

徳
（la m

orale statique
）
と
呼
ば
れ
、
閉
じ
た
宗
教
が
静
的
0

0

宗
教
（la religion statique

）
と
名
づ
け
ら
れ
る
ゆ

え
ん
で
あ
る※

。

※　

ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
が
語
っ
て
い
る
次
の
挿
話
は
、
閉
じ
た
モ
ラ
ル
の
暗
黒
面
を
ま
ざ
ま
ざ
と
描
い
て
見
せ
て
く
れ

る
。私

に
一
つ
の
記
憶
を
喚
び
起
す
こ
と
を
許
し
て
頂
き
た
い
。
た
ま
た
ま
私
は
、
―
―
遠
国
か
ら
来
て
は
い
た
が
・

し
か
し
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
様
な
服
装
を
し
・
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
様
に
フ
ラ
ン
ス
語
を
話
し
・
わ
れ
わ
れ
の
間
を
極
め

て
愛
想
よ
く
歩
き
廻
っ
て
い
た
―
―
二
人
の
外
国
貴
族
に
会
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
間
も
な
く
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
二
人
が
本
国
へ
戻
っ
て
別
々
の
政
党
に
加
盟
し
、
そ
の
一
方
が
他
方
を
絞
首
刑
に
処
し
た
こ
と
を
、
或
る
新
聞

で
知
っ
た
。
裁
判
の
凡
ゆ
る
か
ら
く
り
を
以
て
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
単
に
、
邪
魔
な
反
対
者
を
追
払
う
た
め
な

の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
は
、
絞
首
台
の
写
真
が
添
え
て
あ
っ
た
。
端
正
な
・
あ
の
上
流
社
会
の
人
が
、
半
裸
体
で
、
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群
衆
の
目
の
前
で
ぶ
ら
下
っ
て
い
た
。
何
と
い
う
戦
慄
す
べ
き
光
景
で
あ
ろ
う
！
「
文
明
人
」
の
中
に
入
っ
て
い
た

人
々
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
本
来
の
政
治
的
本
能
が
、
文
明
の
殻
を
破
っ
て
、
自
然
の
自
由
な
発
露
に
ま
か
せ
た
の

で
あ
る
。
罪
人
を
処
分
す
る
場
合
に
は
、
懲
罰
は
罪
科
に
比
例
し
て
加
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
自
ら
信
じ
て

い
た
人
達
も
、
政
治
が
発
言
し
た
場
合
に
は
、
忽
ち
に
し
て
、
罪
の
な
い
者
を
死
刑
に
処
す
る
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て

し
ま
う
。
働
き
蜂
が
、
蜂
の
巣
に
は
も
は
や
雄
蜂
は
必
要
で
は
な
い
と
判
断
す
る
と
、
雄
蜂
を
刺
し
殺
す
の
と
同
じ

様
な
も
の
で
あ
る
。（Les deux sources de la m

orale et de la religion, pp. 297-298.

）

右
に
述
べ
た
閉
じ
た
社
会
と
は
反
対
に
、
開
い
た
社
会
と
は
人
類
全
体
に
開
放
せ
ら
れ
た
社
会
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
決
し
て
、
単
に
閉
じ
た
社
会
の
枠
を
そ
の
ま
ま
拡
大

0

0

0

0

0

0

し
た
社
会
な
の
で
は
な
い
。
家
族
か
ら
都
市
あ
る

い
は
国
家
へ
は
、
わ
れ
わ
れ
は
直
線
的
に
即
ち
連
続
的
に
進
ん
で
行
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
「
国
家
」
―
―

た
と
え
そ
れ
が
ど
ん
な
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ
て
も
―
―
と
「
人
類
」
と
の
間
に
は
、
有
限
な
る
も
の
か
ら
無
限

な
る
も
の
へ
の
全
距
離
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
実
に
「
閉
じ
た
も
の
」
と
「
開
い
た
も
の
」
と
の
差
は
「
有
限
」

と「
無
限
」と
の
差
で
あ
り
、そ
れ
は
性
質
上
の
差
で
あ
っ
て
単
な
る
程
度
上
の
差
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ひ
と
は
好
ん
で
次
の
様
に
い
う
。「
公
民
的
な
修
業
は
、
家
庭
に
お
い
て
な
さ
れ
る
。
同
じ
様
に
、
祖
国
を
愛
す

る
こ
と
に
お
い
て
、人
類
を
愛
す
る
準
備
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
、」
と
。
つ
ま
り
、そ
う
い
う
考
え
方
に
従
う
と
、

わ
れ
わ
れ
の
共
感
は
、
連
続
的
進
歩
に
よ
っ
て
拡
大
し
、
同
一
の
ま
ま
で
増
大
し
、
遂
に
は
全
人
類
を
包
容
す
る
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よ
う
に
な
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
い
う
考
え
方
は
、
魂
を
全
く
主
知
主
義
的
に
理
解
す
る
こ
と
か

ら
生
れ
た
推
論
に
す
ぎ
な
い
。
ひ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
愛
着
を
感
じ
得
る
三
つ
の
集
団
の
包
含
す
る
人
員
が
、
家

族
か
ら
国
家
へ
、
国
家
か
ら
人
類
へ
と
段
々
そ
の
数
を
増
し
て
行
く
こ
と
を
確
め
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
、
愛
せ
ら

れ
る
対
象
の
そ
う
し
た
順
次
的
な
拡
大
に
は
、
単
に
感
情
の
累
進
的
な
膨
張
が
照
応
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
、
と

結
論
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
右
の
様
な
推
論
の
最
初
の
部
分
が
―
―
仕
合
せ
な
め
ぐ
り
あ
わ
せ
に
よ
っ
て
―
―

事
実
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
錯
覚
は
い
よ
い
よ
助
長
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
起
源
に
お
い
て
は
融
合
し
て
い
た
家
族
と
社
会
と
が
、
引
続
き
緊
密
な
関
連
を
保
っ
て
い
る
と
い
う

極
め
て
簡
単
な
理
由
か
ら
、
家
庭
道
徳
は
公
民
道
徳
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

わ
れ
わ
れ
が
現
に
生
活
し
て
い
る
「
社
会
」
と
「
人
類
一
般
」
と
の
間
に
は
、
―
―
繰
返
し
て
い
う
―
―
「
閉
じ

た
も
の
」
と
「
開
い
た
も
の
」
と
の
間
に
あ
る
の
と
同
じ
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

前
者
か
ら
後
者
へ
は
、単
な
る
漸
次
的
な
歩
み
（achem

inem
ent graduel

）
に
よ
っ
て
移
行
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、

い
わ
ば
突
如
た
る
飛
躍
（saut brusque

）
に
よ
る
の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
若
し
、
そ
の
飛
躍
が
不
十
分
に
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
事
態

が
現
出
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
座
っ
て
い
る
人
の
不
動
性
と
、
同
じ
人
が
走
る
運
動
と
の
間
に
は
、
起
る
上
る

と
い
う
姿
勢
が
あ
る
。
こ
の
中
間
状
態
は
、
若
し
静
止
し
て
い
る
人
が
一
挙
に
運
動
に
転
じ
る
に
必
要
な
飛
躍
を
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す
る
な
ら
ば
、
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
で
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
、
飛
躍
不
十
分
の
た
め
に
途
中
で
停

止
し
た
時
に
の
み
、
注
意
を
ひ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
丁
度
そ
れ
と
同
じ
様
な
意
味
に
お
い
て
、「
閉
じ
た
魂
」

（l’âm
e close

）
と
「
開
い
た
魂
」（l’âm

e ouvrte

）
と
の
間
に
、「
開
く
魂
」（l’âm

e qui s’ouvre

）
が
あ
る
。
そ

れ
は
人
間
の
魂
が
、
閉
じ
た
状
態
か
ら
飛
び
出
し
は
し
た
も
の
の
、
開
い
た
状
態
に
ま
で
は
達
せ
ず
に
、
途
中
で

停
止
し
た
姿
で
あ
る
。
か
よ
う
な
状
態
に
あ
る
「
開
く
魂
」
は
、
未
だ
「
開
い
た
魂
」
の
道
徳
を
創
造
す
る
と
こ

ろ
ま
で
は
至
ら
ず
に
、
捨
て
去
っ
て
来
た
ば
か
り
の
「
閉
じ
た
魂
」
の
道
徳
を
、
た
だ
無
関
心
あ
る
い
は
無
感
覚

に
見
下
ろ
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ス
ト
ア
派
あ
る
い
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
派
の
態
度
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
い
っ
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
―
―
そ
の
積
極
面
に
つ
い
て
い
え
ば
―
―
観
想
の
生
活
を
志
す
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
理
想
に
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
姿
勢
は
、
ど
こ
か
ら
見
て
も
、
ち
ゃ
ん
と
し
て

気
高
く
、
真
に
嘆
賞
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
選
ば
れ
た
者
に
の
み
許
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
非
常
に

異
っ
た
原
理
か
ら
出
発
し
た
諸
々
の
哲
学
も
、
こ
う
し
た
姿
勢
に
お
い
て
は
一
致
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
理

由
は
、
円
内
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
行
動
か
ら
自
由
な
空
間
で
展
開
さ
れ
る
行
動
へ
―
―
反
復
か
ら
創
造
へ
―
―
通

じ
る
道
は
、
た
だ
一
つ
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
前
者
か
ら
た
だ
脱
け
出
た
だ
け
の
解
脱
の
状
態
は
、
未

だ
後
者
に
ま
で
は
達
せ
ず
に
中
途
半
端
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
、「
半
徳
」（dem

i-vertu

）
と
い
う

の
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
れ
な
ら
ば
、
閉
じ
た
道
徳
か
ら
開
い
た
道
徳
へ
の
十
分
な
飛
躍
は
、
い
か
に
し
て
な
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
人
類
へ
は
廻
り
路

0

0

0

（un détour

）
に
よ
っ
て
し
か
、
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
、」
と
い
う
。

そ
れ
は
、
魂
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
根
本
的
革
新
が
要
求
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。—

—

今
日
で
も
な
お
、
わ

れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
両
親
や
同
郷
人
を
自
然
に
ま
た
直
接
に
（naturellem

ent et directem
ent

）
愛
す
る
の
に

反
し
て
、
人
類
愛
は
間
接
的
で
後
天
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
切
の
自
然
的
な
つ
な
が
り
を
超
越
し
た
人
類
愛

は
、
人
間
の
自
然
的
素
質
を
否
定
す
る
例
外
的

0

0

0

な
努
力
に
よ
っ
て
の
み
達
し
得
る
・
い
わ
ば
人
間
以
上
の
境
地
で

あ
る
。
し
か
も
人
類
は
幸
に
し
て
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
か
よ
う
な
例
外
的
な
人
々
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
。
キ
リ

ス
ト
教
の
聖
者
た
ち
以
前
に
も
、
人
類
は
ギ
リ
シ
ャ
の
賢
人
た
ち
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
予
言
者
た
ち
、
仏
教
の
阿
羅

漢
た
ち
、
そ
の
他
の
人
々
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
文
字
通
り
全
人
類
を
包
容
し
得
る
完
全
な
道
徳

0

0

0

0

0

す
な
わ
ち

開
い
た
道
徳

0

0

0

0

0

は
、
か
か
る
例
外
的
な
人
々
に
お
い
て
は
現
実
に
具
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
先
き
の
閉
じ
た
道
徳

0

0

0

0

0

が
没

個
性
的
な
公
式
に
還
元
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
い
よ
い
よ
純
粋
で
い
よ
い
よ
完
全
で
あ
っ
て
、
結
局
い
わ
ば
匿

名
の
社
会
的
威
圧
に
お
い
て
具
現
さ
れ
た
の
と
比
較
す
る
と
き
、
開
い
た
道
徳

0

0

0

0

0

が
個
性
的
な
特
権
的
人
格
を
一
つ

の
モ
デ
ル
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と
は
、
著
し
い
相
異
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

閉
じ
た
道
徳
の
一
般
性
が
、
法
則
の
普
遍
的
承
認
に
も
と
ず
く
の
に
対
し
て
、
開
い
た
道
徳
の
一
般
性
は
、
一

つ
の
モ
デ
ル
の
共
通
な
模
倣
に
も
と
ず
く
。
そ
れ
な
ら
ば
、
聖
者
た
ち
は
な
ぜ
多
く
の
模
倣
者
を
も
っ
て
い
る
の
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で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
偉
人
た
ち
は
な
ぜ
そ
の
背
後
に
群
衆
を
引
き
ず
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
は
何

一
つ
要
求
し
な
い
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
等
は
獲
得
す
る
。
彼
等
は
説
き
す
す
め
る
必
要
は
な
い
。
彼
等
は
存
在

し
て
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
、
彼
等
の
存
在
が
呼
び
か
け

0

0

0

0

（appel

）
な
の
で
あ
る
。

こ
の
呼
び
か
け
の
本
性
は
、
偉
大
な
道
徳
的
人
格
に
直
面
し
た
こ
と
の
あ
る
人
だ
け
が
、
完
全
に
承
知
し
て
い

た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
一
人
一
人
も
、
自
分
の
常
用
の
行
為
の
規
準
が
不
十
分
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
た
時
に
は
、
こ
れ
こ
れ
の
人
は
こ
う
い
う
場
合
に
自
分
に
何
を
期
待
す
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
風
に
自
問
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
「
こ
れ
こ
れ
の
人
」
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
思
い
浮
べ
た
の
は
、
親
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る

で
あ
ろ
う
し
、
友
で
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
又
、
そ
の
人
の
生
涯
を
た
だ
話
し
に
聞
い
て
い
た

だ
け
で
、
一
度
も
会
っ
た
こ
と
の
な
い
人
で
あ
る
場
合
も
、
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
場
合
、
わ
れ
わ

れ
は
想
像
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
そ
の
人
の
判
断
に
ゆ
だ
ね
て
、
或
は
そ
の
人
の
非
難
を
恐
れ
、
或
は
そ
の

人
の
賞
讃
を
誇
る
の
で
あ
る
。
更
に
又
、
わ
れ
わ
れ
の
内
部
で
生
れ
て
魂
の
奥
底
か
ら
意
識
の
明
る
み
へ
引
き
出

さ
れ
て
来
た
一
人
の
人
格
で
あ
っ
た
こ
と
さ
え
も
、
あ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
人
格
が
、
や
が
て
わ
れ

わ
れ
の
全
身
に
浸
透
す
る
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
、
弟
子
が
先
生
に
対
し
て
す
る
よ
う
に
、
さ
し
あ
た

り
一
切
を
あ
げ
て
傾
倒
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
実
を
い
え
ば
、
そ
う
い
う
人
格
は
―
―
ひ
と
が
モ
デ
ル
を
採

用
し
た
そ
の
日
か
ら
―
―
姿
を
現
わ
す
の
で
あ
る
。
類
似
し
た
い
と
い
う
願
望
は
、
採
る
べ
き
形
を
観
念
的
に
生
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み
出
す
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
既
に
類
似
で
あ
り
、
ひ
と
が
自
分
の
も
の
と
し
て
話
す
言
葉
は
、
自
分
の
内

に
反
響
を
聞
い
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
物
が
誰
で
あ
る
か
は
、
大
し
て
問
題
で
は
な
い
。
た
だ
、
こ
こ

で
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
閉
じ
た
道
徳
が
没
個
性
的
な
責
務
に
明
瞭
に
分
解
し
て
い
れ
ば
い
る
だ

け
益
々
強
力
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
開
い
た
道
徳
の
方
は
、
格
率
の
多
様
性
と
一
般
性
と
が
一
個
の
人
間
の
個
性

の
中
に
よ
く
溶
け
込
め
ば
溶
け
込
む
ほ
ど
、
益
々
引
き
つ
け
る
力
を
も
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
よ
う
な
個
性
的
人
格
の
呼
び
か
け
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
―
―
憧
憬
（aspiration

）
を
懐
き
つ
つ—

—

そ

れ
を
模
倣
す
る
と
こ
ろ
に
、
開
い
た
魂
の
態
度
は
修
得
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
閉
じ
た
魂
が
全
く
自
然
の
意
欲
の

ま
ま
に
は
た
ら
く
の
に
対
し
て
、
開
い
た
魂
が
は
た
ら
く
た
め
に
は
、
常
に
努
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
し

か
も
そ
の
上
、
開
い
た
魂
の
努
力
は
固
定
し
た
目
標
と
い
う
も
の
を
も
た
な
い
。
そ
れ
が
「
人
類
全
体
」
を
め
ざ

す
の
は
、当
然
の
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、共
に
人
類
全
体
に
向
っ
て
開
か
れ
る
た
め
に
は
、「
人
類
」

と
い
う
も
の
を
固
定
し
た
対
象
と
し
て
め
ざ
す
の
で
は
な
く
、
遙
か
に
も
っ
と
遠
く
を
め
ざ
し
て
、
人
類
を
も
超

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
人
類
す
ら
も
超
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
目
的
を
達
し
得
る
も
の
で

あ
る
が
故
に
、
開
い
た
魂
の
愛
は
実
は
対
象
と
い
う
も
の
を
も
た
ず
、
そ
れ
は
愛
そ
の
も
の
で
あ
り
・
不
断
の
運

動
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
即
ち
、
開
い
た

0

0

0

道
徳
が
動
的
0

0

道
徳
（la m

orale dynam
ique

）
と
称
せ
ら
れ
る
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
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真
の
人
類
愛
は
、
家
族
愛
・
市
民
愛
・
愛
国
の
線
を
い
か
に
延
長
し
て
も
、
到
達
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

い
な
、
家
族
愛
・
市
民
愛
・
愛
国
は
、
そ
の
反
面
に
憎
し
み
を
も
つ
。
こ
れ
に
対
し
、
真
の
人
類
愛
に
お
い
て
は

そ
の
愛
は
無
限
で
あ
っ
て
、
閉
じ
た
道
徳
と
開
い
た
道
徳
と
の
間
に
は
、「
有
限
な
る
も
の
」
と
「
無
限
な
る
も

の
」
と
の
根
本
的
な
次
元
の
相
異
が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、真
に
開
か
れ
た
無
限
の
愛
の
境
地
に
達
す
る
た
め
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
思
い
き
っ
て
ひ
と
飛
び
に
―
―
愛
の
飛
躍

0

0

0

0

（élan d’am
our

）
に
よ
っ
て
―
―
人
類
を
も
超
越
し
て
、

更
に
そ
の
根
源
に
ま
で
到
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
「
生
命
の
根
源
的
躍
進
力
」
湧
出
の
中
心
で
あ
る
神
と
合
一

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
よ
う
な
神
秘
的
体
験
を
媒
介
に
し
て
、
は
じ
め
て
わ
れ
わ
れ
は
人
類
愛
に
徹
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
共
に
人
類
を
愛
す
る
こ
と
は
、
た
だ
神
を
愛
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
可
能

な
の
で
あ
る
。
こ
れ
先
き
に
「
人
類
へ
は
廻
り
路

0

0

0

に
よ
っ
て
し
か
辿
り
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
、」
と
述
べ
た
ゆ

え
ん
で
あ
る
。
し
か
し
、
道
徳
の
根
源
的
な
躍
進
力
と
な
る
よ
う
な
神
秘
主
義
が
、
果
し
て
現
実
に
存
在
す
る
で

あ
ろ
う
か
。

ひ
と
は
先
ず
、
ギ
リ
シ
ャ
の
神
秘
主
義
を
思
い
浮
べ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
発
展
が
最
後
に

帰
着
し
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
（Plotions, 204-269

）
の
哲
学
―
―
プ
ラ
ト
ン
に
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
も
同
じ
様

に
負
う
て
い
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
哲
学
は
、
明
か
に
神
秘
的
で
あ
る
。
彼
は
確
に
忘
我
脱
魂
の
恍
惚
の
境
地
に
ま

で
は
到
達
し
た
の
で
あ
る
が
、
自
分
は
絶
頂
に
い
る
と
信
じ
て
い
た
た
め
に
、
そ
れ
以
上
進
む
こ
と
は
下
降
す
る
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こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、
彼
は
そ
の
最
後
の
段
階
を
飛
び
越
え
る
こ
と
を
敢
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
最
後
の
段
階
に
は
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
実
は
「
観
想
」（contem

plation

）
の
最
後
の
段
階
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
し
か
も
、
そ
れ
は
決
し
て
神
秘
主
義
の
帰
着
点
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
見
る
と
こ
ろ
を
以
て

す
れ
ば
、
神
秘
主
義
の
帰
着
点
は
、
生
命
の
あ
ら
わ
す
創
造
的
努
力
と
の
接
触
の
獲
得
で
あ
る
。
偉
大
な
神
秘
家

と
は
、
物
質
性
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
限
界
を
飛
び
超
え
て
、
神
的
行
動
を
継
続
し
発
展
さ
せ
る
個
性
の
こ

と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
観
想
が
行
動
の
中
へ
呑
み
込
ま
れ
て
、
人
間
の
意
志
が
神
の
意
志

と
融
合
す
る
点
ま
で
は
到
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
か
「
行
動
は
観
想
の
よ
わ
ま
る
こ
と
で
あ
る
、」
と
さ
え

彼
は
い
う
。
か
く
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
依
然
と
し
て
ギ
リ
シ
ャ
の
主
知
主
義
に
忠
実
で
あ
り
、

そ
れ
を
感
銘
深
い
方
式
に
要
約
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
ギ
リ
シ
ャ
思
想
は
、
わ
れ
わ
れ
の
解
す
る
よ
う

な
絶
対
的
な
意
味
で
の
神
秘
主
義
に
は
達
し
な
か
っ
た
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

東
洋
殊
に
印
度
の
神
秘
主
義
に
お
い
て
は
、
何
よ
り
も
先
ず
苛
酷
な
現
世
か
ら
逃
避
す
る
こ
と
が
、
根
本
の
関

心
事
で
あ
っ
た
。
し
か
も
自
殺
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
逃
避
の
目
的
を
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い

う
の
は
、
魂
は
死
後
他
の
肉
体
の
中
に
移
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
生
と
苦
の
永
劫
の

繰
返
し
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
イ
ン
ド
人
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
の
初
期
以
来
、
諦
観
に
よ

っ
て
解
脱
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
確
信
し
て
い
た
。
こ
の
諦
観
と
は
、
一
切
の
も
の
（le Tout

）
へ
の
没
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入
で
あ
る
と
共
に
、
ま
た
自
己
自
身
へ
の
没
入
で
も
あ
っ
た
。
仏
教
は
、
バ
ラ
モ
ン
教
を
多
少
曲
げ
る
こ
と
に
は

な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
本
質
的
に
変
え
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
何
よ
り
も
、
仏
教
は
バ
ラ
モ
ン
教
を
一
層

学
問
的
な
も
の
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
も
、
生
は
苦
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
が
、

仏
陀
は
苦
の
原
因
に
ま
で
溯
っ
て
、
そ
れ
を
欲
望
一
般
の
中
に
・
生
き
よ
う
と
す
る
渇
望
の
中
に
見
出
し
た
の
で

あ
る
。
か
く
し
て
解
脱
の
道
は
、
一
層
の
正
確
さ
を
以
て
教
示
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。
バ
ラ
モ
ン

教
・
仏
教
・
そ
れ
に
ジ
ナ
教
で
さ
え
も
が
、
そ
れ
故
に
益
々
力
を
こ
め
て
、
生
存
意
欲
の
滅
却
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
教
え
は
、
一
見
し
て
知
性
に
対
す
る
呼
び
か
け
の
様
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
の
三
つ
の
教
義
の
相
異
は
、
知

的
理
解
力
の
高
さ
の
程
度
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
か
の
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、も
っ
と
よ
く
検
討
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
三
つ
の
教
義
が
植
え
つ
け
よ
う
と
し
た
確
信
は
、
純
粋
に
知
的
な
状
態
か
ら
遙
か
に
か
け
離
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
既
に
古
い
バ
ラ
モ
ン
教
に
お
い
て
も
、
最
後
の
信
念
が
獲
得
さ
れ
る
の
は
、
推

理
に
よ
っ
て
で
も
な
け
れ
ば
、
研
究
に
よ
っ
て
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
悟
り
を
開
い
た
人
に
よ
っ
て
伝

え
ら
れ
る
一
種
の
「
見
神
」
な
の
で
あ
る
。
仏
教
は
一
面
に
お
い
て
学
問
的
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
他
面
に
お
い

て
は
そ
れ
だ
け
益
々
神
秘
的
で
あ
る
。
仏
教
が
魂
を
導
い
て
行
く
状
態
は
、
幸
福
と
苦
悩
の
彼
方
に
・
意
識
の
彼

方
に
あ
る
。
仏
教
が
涅
槃
―
―
生
き
て
い
る
間
は
欲
望
の
滅
却
で
あ
り
・
死
ん
で
か
ら
は
業
の
滅
却
で
あ
る
涅
槃

―
―
に
到
達
す
る
の
は
、
一
連
の
段
階
を
経
て
で
あ
り
、
全
く
神
秘
的
な
訓
練
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
仏
陀
の
使
命
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の
根
源
に
は
、
彼
が
ご
く
若
い
頃
に
得
た
天
啓
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
言

葉
で
表
現
で
き
る
よ
う
な
形
で
仏
教
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
凡
て
、
哲
学
と
し
て
取
扱
わ
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。
し
か
し
本
質
的
な
も
の
は
、
言
葉
も
理
性
も
超
え
た
決
定
的
な
啓
示
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
理
論
的
な
見
解
で
は
な
く
し
て
、
一
種
の
恍
惚
に
非
常
に
よ
く
似
た
体
験
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら

ば
、
わ
れ
わ
れ
は
仏
教
を
神
秘
主
義
と
見
な
す
の
に
躊
躇
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
又
わ
れ
わ
れ
は
、
仏
教
が

何
故
に
完
全
な
神
秘
主
義

0

0

0

0

0

0

0

（un m
ysticism

e com
plet

）
で
な
い
か
、
を
も
理
解
す
る
で
あ
ろ
う
。
完
全
な
神
秘

主
義
と
は
、
行
動
で
あ
り
・
創
造
で
あ
り
・
愛
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
仏
教
は
、
慈
悲
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
反
対
に
、
極
め
て
崇
高
な
言
葉
で
、
仏
教
は
慈

悲
を
勧
め
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
教
訓
に
加
う
る
に
、
仏
教
は
模
範
を
以
て
し
た
。
し
か
し
熱
が
足
り
な
か
っ
た
。

或
る
宗
教
史
家
が
全
く
正
当
に
い
っ
た
様
に
、
仏
教
は
「
自
分
自
身
を
一
切
捧
げ
る
神
秘
的
な
献
身
」（le don 

total et m
ystérieux de soi-m

êm
e

）
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
こ
れ
に
附
け
加
え
て
、
―
―
恐
ら
く
結

局
は
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
―
―
「
仏
教
は
人
間
の
行
動
の
効
験
性
（efficacité

）
を
信
じ
な
か
っ
た
」、

と
い
お
う
。
仏
教
は
人
間
の
行
動
に
信
頼
を
お
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
た
だ
こ
の
信
頼
の
み
が
力

と
な
っ
て
、
山
を
も
持
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
完
全
な
神
秘
主
義
な
ら
ば
、
そ
こ
ま
で
行
っ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
イ
ン
ド
に
も
、
そ
う
い
っ
た
神
秘
主
義
が
恐
ら
く
存
在
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
れ
は
ず
っ
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と
後
の
こ
と
で
あ
る
。

け
だ
し
完
全
な
神
秘
主
義
と
は
、偉
大
な
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
た
ち
の
神
秘
主
義
で
あ
る
。
彼
等
の
大
部
分
が
、

古
代
神
秘
主
義
の
帰
結
に
様
々
な
点
に
お
い
て
類
似
し
た
諸
状
態
を
通
っ
て
来
た
こ
と
は
、疑
い
な
い
。
し
か
し
、

彼
等
は
そ
う
し
た
状
態
を
、
た
だ
通
過
し
た
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
、
一
つ
の
全
く
新
し
い
努
力
に
献

身
す
る
た
め
に
、
自
分
自
身
に
集
中
し
な
が
ら
、
一
つ
の
堤
防
を
突
破
し
た
。
生
命
の
巨
大
な
流
れ
が
、
再
び
彼

等
を
捉
え
た
。
彼
等
の
増
大
し
た
活
力
か
ら
、
―
―
異
常
な
構
想
と
実
現
と
の
―
―
一
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
一

つ
の
胆
力
が
、
一
つ
の
能
力
が
現
わ
れ
出
た
。
行
動
の
領
域
に
お
い
て
、
聖
パ
ウ
ロ
や
、
聖
テ
レ
ザ
や
、
シ
エ
ナ

の
聖
カ
テ
リ
ナ
や
、
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
や
、
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
や
、
そ
の
他
多
く
の
人
々
が
、
ど
う
い
う
こ

と
を
成
し
遂
げ
た
か
を
考
え
て
見
よ※
。

※　

H
enri D

elacroix

は
、
古
典
と
な
る
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
そ
の
著
書
（Études d’histoire et de psychologie du 

m
ysticism

e, 1908

）
の
中
で
、
偉
大
な
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
家
に
見
ら
れ
る
「
本
質
的
に
働
く
も
の
」
に
関
し
て
注

意
を
喚
起
し
た
。
同
じ
様
な
考
え
は
、Evelyn U

nderhill

の
重
要
な
著
書
（M

ysticism
, 1911; The m

ystic w
ay, 

1913

）
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。Evelyn U

nderhill

の
方
は
彼
の
若
干
の
見
解
を
、
わ
れ
わ
れ
が
『
創
造

的
進
化
』
の
中
で
展
開
し
・
ま
た
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
の
第
三
章
に
お
い
て
再
び
と
り
上
げ
て
敷
衍
し
た
見

解
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
特
に“The m

ystic w
ay”

を
見
よ
。
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生
命
の
流
れ
に
自
己
の
奥
底
で
揺
り
動
か
さ
れ
・
こ
の
流
れ
に
お
し
流
さ
れ
て
行
く
魂
は
、
―
―
種
と
個
と
が

相
互
に
円
環
的
に
条
件
づ
け
合
う
こ
と
を
命
じ
る
法
則
か
ら
一
寸
の
間
離
脱
し
て
―
―
自
分
自
身
の
地
盤
の
上
だ

け
で
ぐ
る
ぐ
る
廻
る
こ
と
を
や
め
る
。
そ
の
魂
は
、
自
分
を
呼
ぶ
声
を
聞
い
た
か
の
様
に
、
立
ち
止
る
。
そ
れ
か

ら
、
ま
っ
す
ぐ
前
方
へ
導
か
れ
る
ま
ま
に
身
を
ま
か
せ
る
。
そ
れ
は
自
分
を
動
か
し
て
い
る
力
を
直
接
知
覚
す
る

こ
と
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
力
が
何
と
も
定
義
し
よ
う
の
な
い
仕
方
で
現
存
す
る
こ
と
を
感
じ
、
或
は
象

徴
的
な
幻
影
を
通
し
て
そ
れ
を
推
知
す
る
。
そ
の
時
、
無
限
の
歓
喜
が
お
と
ず
れ
、
魂
は
恍
惚
状
態
に
耽
り
、
或

は
有
頂
天
に
な
る
。
―
―
神
が
そ
こ
に
あ
り
、
魂
は
神
の
う
ち
に
あ
る
。
も
は
や
何
の
神
秘
も
な
い
。
問
題
は
消

滅
し
、
も
や
も
や
し
た
も
の
は
消
え
失
せ
る
。
そ
れ
が
天
啓
（illum

ination

）
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
れ
位
の
間

続
く
か
。
恍
惚
状
態
の
上
に
た
な
び
い
て
い
た
・
目
に
見
え
な
い
ほ
ど
の
不
安
の
雲
が
下
り
て
来
て
、
恍
惚
状
態

に
そ
の
影
の
よ
う
に
結
び
つ
く
。
こ
の
不
安
は
、
そ
れ
に
続
い
て
生
じ
る
で
あ
ろ
う
諸
状
態
が
な
く
て
も
、
完
全

な
真
の
神
秘
主
義
を
、
曾
て
そ
れ
の
予
想
さ
れ
た
模
倣
あ
る
い
は
準
備
で
あ
っ
た
も
の
か
ら
、
区
別
す
る
の
に
十

分
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
の
不
安
は
、
偉
大
な
神
秘
家
の
魂
は
―
―
旅
の
終
り
に
辿
り
つ
い
た
か
の
様
に
―
―
恍
惚

状
態
に
停
止
す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
な
ん
な
ら
休
止
だ
と
い
っ
て
も

よ
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
い
わ
ば
停
車
場
に
お
け
る
休
止
の
様
な
も
の
で
あ
っ
て
、
停
車
場
で
は
機
関
は
制
動
さ

れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
運
動
は
そ
の
場
で
震
動
の
形
で
続
け
ら
れ
て
い
て
、
再
び
突
進
す
る
こ
と
を
待
っ
て
い
る
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の
で
あ
る
。
も
っ
と
は
っ
き
り
云
お
う
。
―
―
す
な
わ
ち
、神
と
の
結
合
は
ど
ん
な
に
緊
密
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
、

全
面
的
で
な
け
れ
ば
決
定
的
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
思
惟
と
思
惟
の
対
象
の
間
に
は
、
も
は
や
何
の

距
り
も
存
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
距
り
を
測
定
し
・
構
成
し
さ
え
し
て
い
た
諸
問
題
は
姿
を
消
し
て
し
ま
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
愛
す
る
も
の
と
愛
さ
れ
る
も
の
と
の
間
に
は
、
も
は
や
根
本
的
な
分
離
は
存
在
し
な
い
。

す
な
わ
ち
神
は
現
存
し
、
歓
喜
は
無
限
で
あ
る
。
し
か
し
、
魂
が
思
惟
と
感
情
と
に
よ
っ
て
神
の
中
に
吸
収
さ
れ

て
い
る
に
し
て
も
、
魂
の
何
物
か
が
外
に
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
意
志
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
若
し
魂
が
は
た
ら

く
な
ら
ば
、
そ
の
行
動
は
―
―
神
か
ら
で
は
な
く
―
―
た
だ
魂
自
身
か
ら
だ
け
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、

こ
う
い
う
魂
の
生
活
は
未
だ
神
的
で
は
な
い
。
魂
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
漠
然
と
そ
の
こ
と
を
不
安
に
思
っ
て

い
る
。
そ
し
て
休
止
に
お
け
る
こ
の
動
揺
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
「
完
全
な
神
秘
主
義
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
も
の
の

特
徴
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
動
揺
の
あ
ら
わ
し
て
い
る
も
の
は
、
飛
躍
は
も
っ
と
遠
く
ま
で
行
く
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
、
恍
惚
は
見
る
能
力
と
感
動
す
る
能
力
と
に
関
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
ほ
か
に

意
欲
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
意
欲
そ
の
も
の
を
神
の
中
に
戻
さ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
感
情
が
場
所
全
体
を
占
め
る
ほ
ど
増
大
し
た
時
に
は
、
恍
惚
は
姿
を
消
し
て
、
魂
は
再

び
一
人
ぼ
っ
ち
に
な
り
、
時
に
は
悲
歎
に
暮
れ
る
。
暫
く
の
間
は
日
も
眩
む
ほ
ど
の
光
に
慣
れ
て
い
た
の
で
、
こ
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の
魂
は
暗
が
り
で
は
も
は
や
何
物
を
も
判
別
し
な
い
。
そ
れ
は
自
分
の
内
部
で
ほ
の
か
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
深
遠

な
仕
事
を
理
解
し
な
い
。
そ
の
魂
は
多
く
の
も
の
を
失
っ
た
と
感
じ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
凡
て
を
得
る
た
め
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
の
が
、
偉
大
な
神
秘
家
た
ち
が
語
っ
た
あ
の
「
暗
夜
」
で
あ
り
、
そ

し
て
恐
ら
く
そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
の
中
に
存
す
る
最
も
意
義
深
い
も
の
・
何
れ
に
し
て
も
最
も
教
え
る

と
こ
ろ
の
多
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
偉
大
な
神
秘
主
義
の
決
定
的
な
・
特
徴
的
な
局
面
が
、
そ
こ
で
準
備
せ
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
が
、
神
秘
家
た
ち
自
身
が
そ
の
仕
組
を
ほ
と
ん
ど
窮
地
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
し
た
最

後
的
な
準
備
を
分
析
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

既
に
述
べ
た
様
に
、
魂
は
神
の
現
存
を
感
じ
て
象
徴
的
な
幻
影
の
中
に
神
を
認
め
る
と
信
じ
て
い
た
し
、
恍
惚

状
態
に
お
い
て
神
と
合
一
さ
え
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
凡
て
そ
う
い
う
こ
と
は
観
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た

か
ら
、
何
一
つ
と
し
て
持
続
的
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
行
動
が
、
魂
を
魂
自
身
に
連
れ
戻
し
て
、
こ
の
よ
う

に
し
て
そ
れ
を
神
か
ら
引
き
離
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
今
や
、
魂
に
よ
っ
て
・
魂
の
中
に
働
く
の
は
神
で
あ

っ
て
、
そ
の
合
一
は
全
面
的
で
あ
り
、
従
っ
て
決
定
的
で
あ
る
。
魂
は
そ
の
全
能
力
の
高
揚
の
お
蔭
で
、
広
大
な

視
野
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
ど
ん
な
に
弱
く
て
も
、
力
強
く
実
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
と
り
わ
け
、
こ
う
し
た
魂

は
も
の
ご
と
を
単
純
に
見
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
に
お
い
て
も
・
そ
の
行
為
に
お
い
て
も
顕
著
で
あ
る
こ
の
単

純
さ
が
、
諸
々
の
錯
綜
を
突
き
切
っ
て
、
魂
を
導
い
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
努
力
は
や
は
り
不
可
欠
で
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あ
り
、
忍
耐
や
不
撓
不
屈
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
全
く
ひ
と
り
で
に
や
っ

て
来
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
「
働
く
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
働
か
さ
れ
る
も
の
」
で
あ
る
魂
に
お
い
て
は
、

ひ
と
り
で
に
展
開
せ
ら
れ
る
。
っ
ま
り
、
そ
う
い
う
魂
の
自
由
と
神
の
活
動
と
は
合
一
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
い
う
風
に
、
―
―
神
に
対
し
て
は
受
動
的
で
・
人
々
に
対
し
て
は
能
動
的
な
―
―
「
神
の
補
助
者
」
た
る
地
位

に
ま
で
高
め
る
変
化
を
、
本
人
だ
け
が
理
解
し
て
い
る
。
し
か
も
彼
は
、
こ
の
高
揚
の
た
め
に
傲
慢
に
な
る
こ
と

は
、
決
し
て
な
い
。
反
対
に
、
彼
の
謙
虚
さ
は
大
変
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、真
理
が
―
―
働
く
力
と
し
て
―
―
そ
の
源
泉
か
ら
自
分
の
中
に
流
れ
込
ん
で
来
る
の
を
感
じ
た
彼
は
、

太
陽
が
そ
の
光
を
放
た
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
と
同
じ
様
に
、
そ
の
真
理
を
弘
め
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。
た
だ
、
彼
が
そ
の
真
理
を
弘
め
る
の
は
、
も
は
や
単
な
る
「
お
話
」
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

彼
を
焼
き
つ
く
す
愛
は
、
も
は
や
単
に
一
人
の
人
間
の
神
に
対
す
る
愛
で
は
な
く
し
て
、
凡
て
の
人
間
に
対
す
る

神
の
愛
だ
か
ら
で
あ
る
。
神
を
通
し
て
・
神
に
よ
っ
て
、
―
―
神
的
な
愛
を
以
て
彼
は
全
人
類
を
愛
す
る
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
先
き
に
、
神
秘
的
体
験
を
媒
介
に
し
て
、
は
じ
め
て
人
類
愛
に
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た

意
味
は
、
す
な
わ
ち
神
の
こ
こ
ろ
を
こ
こ
ろ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
真
に
人
類
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
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物
質
文
明
の
進
歩
の
重
荷
に
半
ば
お
し
潰
さ
れ
て
坤
吟
し
て
い
る
現
代
の
人
類
は
、
今
や
愛
の
焔
を
燃
え
立
た

せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
る
一
大
飛
躍
を
な
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
人
類
は
、
自
分
の
将
来
が
自
分
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
、
十
分
に
知
っ
て
い
な
い
。
先
ず
第
一
に
、
果

し
て
人
類
は
生
き
続
け
よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
検
討
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
次
に
人
類
が
自
ら

問
う
べ
き
こ
と
は
、
自
分
は
た
だ
生
き
る
こ
と
だ
け
を
欲
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ほ
か
に
、
神
々

を
つ
く
る
機
械
で
あ
る
宇
宙
の
本
質
的
な
機
能
が
、
反
抗
的
な
わ
れ
わ
れ
の
地
球
上
に
ま
で
も
、
遂
行
さ

れ
る
た
め
に
必
要
な
努
力
を
提
供
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
晩
年
の
大
作
で
あ
る
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』
は
、
右
の
言
葉
を
も
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
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終
章　

ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
の
時
代
的
意
義

一
九
三
〇
年
代
の
頃
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
リ
ュ
ー
マ
チ
の
た
め
に
蟄
居
を
余
儀
な
く
せ
ら
れ
て
い
た
と
は
い
え
、

ま
だ
存
命
中
で
あ
る
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
な
ど
で
教
授
た

ち
が
そ
の
講
義
の
中
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
名
を
引
き
合
い
に
出
す
場
合
、“M

onsieur”

を
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
前
に
つ
け

ず
に
、
た
だ
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
」
と
呼
び
捨
て
に
し
て
い
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
生
き
て
い
る
同
僚
・
同
学
の
士
に
対

し
て
は
、“M

onsieur”

を
つ
け
る
の
が
当
然
の
礼
で
あ
り
又
し
き
た
り
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
敢
て
そ
う
し
な

か
っ
た
の
は
、意
識
的
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
を
既
に「
歴
史
的
人
物
」と
見
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
歴
史
的
人
物
」

と
い
う
観
念
の
中
に
は
、
も
ち
ろ
ん
「
既
に
過
去
の
人
物
」
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
得
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、

―
―
少
く
と
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
し
て
、
―
―
「
立
派
に
哲
学
史
上
に
残
る
人
物
」
と
い
う

風
に
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
死
後
十
年
経
っ
た
一
九
五
一
年
に
至
っ
て

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
著
作
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
な
ど
の
著
作
と
相
並
ん
で
、
高

等
教
員
採
用
国
家
試
験
（l’agrégation

）
の
哲
学
科
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
、
そ
の
古
典
的
地
位
が

公
け
に
確
立
せ
ら
れ
、
以
後
毎
年
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
関
す
る
講
義
あ
る
い
は
演
習
が
、
何
ら

か
の
形
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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溯
っ
て

0

0

0

フ
ラ
ン
ス
哲
学
思
想
の
系
譜
を
辿
る
と
き
、

一　

デ
カ
ル
ト
及
び
そ
の
流
派
―
―
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
、
ア
ラ
ン

二　

パ
ス
カ
ル
及
び
そ
の
流
派
―
―
ブ
ロ
ン
デ
ル

三　

メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
及
び
そ
の
流
派
―
―
ベ
ル
グ
ソ
ン

四　

批
判
主
義
―
―
ル
ヌ
ー
ヴ
ィ
エ
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
、
メ
イ
エ
ル
ソ
ン
、
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク

五　

新
実
在
論
―
―
ラ
ヴ
ェ
ル
、
ル
・
セ
ン
ヌ
、
マ
リ
タ
ン

以
上
五
つ
の
流
派
を
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
（
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
』
参
照
）、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
中
で

ビ
ラ
ン
の
流
れ
を
継
承
す
る
哲
学
者
で
あ
る
、
と
称
せ
ら
れ
る
。

メ
ー
ヌ
・
ド
ゥ
・
ビ
ラ
ン
（M

aine de B
iran, 1766-1824

）
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
混
乱
を
、
生
れ
な
が
ら

の
感
じ
易
い
性
質
と
脆
弱
な
身
体
と
を
以
て
体
験
し
た
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ビ
ラ
ン
が
何
よ
り
も
先
ず
、
秩

序
と
静
け
さ
と
を
求
め
た
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ
、
首
都
パ
リ
で
華
か
な
社
会
人
と
し

て
の
生
活
を
た
の
し
み
な
が
ら
、
し
か
も
事
情
の
許
す
限
り
自
宅
で
毎
週
金
曜
日
に
は
「
哲
学
会
」
を
開
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
哲
学
会
」
は
第
二
王
政
復
古
後
は
「
形
而
上
学
者
会
」
と
そ
の
名
を
改
め
ら
れ
た
。
又
、

一
八
一
九
年
頃
に
は
「
人
間
学
会
」
な
る
も
の
を
計
画
し
て
、
人
間
相
互
間
の
関
係
お
よ
び
神
と
の
関
係
を
検
討
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し
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
浮
動
し
て
や
ま
な
い
現
実
生
活
の
中
に
あ
っ
て
、
何
ら
か
不
動
な
る
も
の
を
求

め
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ビ
ラ
ン
に
と
っ
て
、
哲
学
は
決
し
て
単
な
る
概
念
の
戯
れ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
な
ま
な
ま
し
い
生
の
悩
み
で

あ
る
。
実
際
、
深
刻
な
懐
疑
が
最
後
ま
で
彼
を
動
揺
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
晩
年
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
、
ビ
ラ
ン
は

精
神
的
生
活
の
尊
さ
を
感
得
し
、「
偶
然
に
し
か
接
触
し
な
い
人
々
の
気
に
入
る
こ
と
よ
り
も
、
自
分
自
身
の
気

に
入
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、」
と
念
願
し
つ
つ
も
、
や
は
り
「
肉
体
か
ら
来
る
刺
戟
の
た
め
に
、
死
ぬ
ま
で
魂

は
苦
し
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
、」
と
死
の
病
床
に
あ
っ
て
な
お
告
白
す
る
彼
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
私
は
永
い
間
人
間
の
研
究

0

0

0

0

0

を
し
た
。
否
、
む
し
ろ
私
自
身
を
研
究
し
た
、」
と
ビ
ラ
ン
は
語
る
。
そ
れ
は
「
精

神
の
状
態
が
身
体
の
状
態
に
従
属
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
に
、私
の
様
に
つ
く
ら
れ
た
人
間
は
ほ
か
に
は
な
い
」

か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
人
間
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
徒
ら
に
読
書
す
る
必
要
は
な
く
、
読
む
よ
り
も
む
し
ろ

内
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
凡
ゆ
る
書
物
を
捨
て
よ
う
。
そ
し
て
た
だ
内
感
0

0

（sens intim
e

）
の
声
の
み
を
聴
こ

う
！
」（
一
七
九
三
・
七
・
二
八
附
日
記
）。
そ
し
て
彼
の
い
わ
ゆ
る
「
最
愛
の
真
理
」
と
共
に
あ
る
こ
と
を
ひ
た
す

ら
楽
し
ん
だ
ビ
ラ
ン
は
、
そ
の
著
作
を
―
―
『
習
慣
論
』
ほ
か
二
論
文
以
外
―
―
ほ
と
ん
ど
公
刊
せ
ず
、
そ
の
大

部
分
を
手
記
の
ま
ま
で
残
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
自
我
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
各
瞬
間
に
自
我
を
構
成
し
て
行
く
感
覚
や
現
象
を
そ
の
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ま
ま
に
捉
え
、
そ
れ
を
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
―
―
か
よ
う
に
教
え
る
コ
ン
デ
ィ
ヤ
ッ
ク
（Etienne 

B
onnot de C

ondillac, 1715-1780

）や
観
念
学
派（Idéologistes

）か
ら
出
発
し
な
が
ら
、ビ
ラ
ン
は
そ
の『
習
慣
論
』

詳
し
く
は
『
習
慣
の
思
惟
能
力
に
及
ぼ
す
影
響
』（Influence de l’habitude sur la faculté de penser, 1802

）
に

お
い
て
、
受
動
的
習
慣
と
発
動
的
習
慣
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
思
索
へ
の
第
一
歩
を
踏
み
出
し
、

『
思
惟
の
分
析
』（D

e la décom
position  de la pansée, 1805

）
に
お
い
て
は
外
感
0

0

の
事
実
に
対
し
て
内
感
0

0

の
事

実
を
区
別
し
・
独
立
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
感
覚
的
な
新
し
い
領
域
を
開
拓
し
、
こ
こ
に
一
つ
独
特
な
科
学

（
主
観
的
観
念
学—

—
真
の
心
理
学
）
を
成
立
せ
し
め
よ
う
と
す
る
。
こ
の
線
を
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
コ
ン

デ
ィ
ヤ
ッ
ク
か
ら
全
く
独
立
し
た
―
―
ビ
ラ
ン
自
身
の
思
想
を
体
系
化
し
た
も
の
が
、『
心
理
学
の
基
礎
』（Essai 

sur les fondem
ents de la Psychologie, 1812

）
で
あ
る
。
ビ
ラ
ン
に
よ
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
は
「
我
思
惟
す
故
に

我
あ
り
」
と
識
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
而
上
学
の
父
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
デ
カ
ル
ト
は
そ
の
「
思
惟
」

を
実
体
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
せ
っ
か
く
の
内
感
の
立
場

0

0

0

0

0

を
出
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
自

ら
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
を
識
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
内
感
以
外
の
も
の
は
単
な
る
仮
説

に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
内
感
の
原
初
的
事
実
は
、
努
力
感
を
措
い
て
ほ
か
に
な
い
。
そ
れ
故
に
「
我
欲
し
・
我

働
く
、
故
に
我
あ
り
」（Je veux, j’agis, donc j’existe.
）
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ビ
ラ
ン
の
宗
教
観
に
つ
い
て
は
「
彼
は
生
来
キ
リ
ス
ト
教
的
性
質
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
と
、
反
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対
に
「
生
来
キ
リ
ス
ト
教
的
な
魂
を
も
っ
て
い
た
」
と
い
う
説
と
が
対
立
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
一
八
一
五
年
頃

か
ら
宗
教
に
関
す
る
関
心
を
深
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
凡
て
の
研
究
者
の
所
見

が
一
致
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
意
志
は
わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
の
凡
て
を
支
配
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、」
と
い
う
立

場
の
限
界
が
、
痛
感
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
晩
年
の
ビ
ラ
ン
は
、
そ
の
未
完
の
『
新

人
間
学
試
論
』（N

ouveaux essais d’anthropologie

）
に
お
い
て
、
人
間
生
活
を
動
物
的
生
活
・
人
間
的
生
活
・

精
神
的
生
活
の
三
段
階
に
分
ち
、
そ
の
最
後
の
段
階
に
お
い
て
は
愛
と
祈
り
に
よ
る
恩
寵
へ
の
途
を
説
い
た
の
で

あ
る
。（
沢
瀉
久
敬
『
メ
ー
ヌ
・
ド
・
ビ
ラ
ン
』
参
照
）

ケ
ー
ニ
ヒ
は
ビ
ラ
ン
を
「
フ
ラ
ン
ス
の
カ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
。（K

önig: D
er französische K

ant. M
eine de 

B
iran.—

—
Philosophische M

onatshefte, B
d. X

X
V, 1889

）
そ
れ
は
ビ
ラ
ン
の
「
内
感
哲
学
」
が
、
ベ
ル
グ
ソ

ン
に
ま
で
展
開
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
近
代
哲
学
の
異
色
あ
る
一
主
流
の
源
と
な
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ

る
。ベ

ル
グ
ソ
ン
が
人
と
な
っ
た
十
九
世
紀
後
半
は
、
周
知
の
様
に
、
前
半
の
観
念
論
全
盛
時
代
の
反
動
と
し
て
、

唯
物
論
的
な
考
え
方
が
思
想
界
を
風
靡
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
更
に
そ
れ
に
加
え
て
、
自
然
科
学
の
め
ざ
ま
し
い

発
達
に
よ
っ
て
、物
質
の
世
界
が
隅
々
ま
で
究
明
せ
ら
れ
そ
の
領
域
が
い
よ
い
よ
拡
大
せ
ら
れ
る
の
を
前
に
し
て
、

ベ
ル
グ
ソ
ン
に
先
ず
課
せ
ら
れ
た
問
題
は
、
か
よ
う
な
牢
固
た
る
物
質
0

0

に
対
し
て
精
神
0

0

が
如
何
に
し
て
そ
の
独
立
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性
を
主
張
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
二
つ
の
秩
序

0

0

0

0

0

の
区
別
を
明
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
精
神
の
独
立
性
と
尊
貴
性
と
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
点
に
お
い
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
確
に
ビ
ラ
ン
の
継
承
者
で

あ
り
、
更
に
ビ
ラ
ン
が
二
つ
の
秩
序
に
対
応
し
て
「
外
感
」
と
「
内
感
」
と
を
区
別
し
、
後
者
を
主
と
し
て
人
間
0

0

研
究
の
方
法

0

0

0

0

0

と
し
て
提
唱
し
た
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
―
―
凡
て
の
も
の
を
ば
ら
ば
ら
に
分
解
し
て
し
ま

う「
知
性
」と
は
は
っ
き
り
区
別
し
て—

—

対
象
の
真
髄
あ
る
い
は
生
命
と
一
つ
に
な
る
共
感
と
し
て
の「
直
観
」

を
一
般
に
実
在
把
握
の
方
法

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
主
張
し
た
点
か
ら
見
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
「
内
感
哲
学
」
の
大
成
者
で
あ

る
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

尤
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
直
面
し
た
右
の
課
題
は
、
決
し
て
単
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
だ
け
に
課
せ
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
一
般
に
時
代
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
当
時
の
思
想
家
た
ち
は
―
―

程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
―
―
何
れ
も
右
の
問
題
に
関
心
を
懐
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
時

代
の
課
題
と
如
何
に
取
り
組
み
・
如
何
に
解
決
の
道
を
打
開
し
て
行
く
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想

家
の
個
性
的
特
色
が
看
取
さ
れ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
一
般
的
に
い
え
ば
、
新
カ
ン
ト
派
に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る

ド
イ
ツ
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
に
対
し
て
歴
史
科
学
あ
る
い
は
文
化
科
学
は
―
―
自
然
科
学
の
方
法
と

ど
う
い
う
風
に
違
っ
た
・
そ
れ
固
有
の
方
法
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
科
学
と
し
て
の
そ
の
独
立
性
を
主
張
し

得
る
か
、
と
い
う
科
学
方
法
論
の
観
点
か
ら
問
題
が
い
わ
ば
形
式
的

0

0

0

に
処
理
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
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に
よ
っ
て
代
表
せ
ら
れ
る
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
に
お
い
て
は
、
数
学
あ
る
い
は
実
証
科
学
の
研
究
成
果
そ
の
も
の
を

哲
学
の
中
へ
採
り
入
れ
な
が
ら
、
科
学
の
対
象
と
し
て
の
「
物
質
」
と
哲
学
の
対
象
と
し
て
の
「
精
神
」
と
の
在

り
方
の
相
異
を
、
で
き
る
だ
け
内
容
的

0

0

0

に
究
明
し
よ
う
と
す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
。

ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
『
フ
ラ
ン
ス
科
学
』（La Science Française

）

※

の
中
で
、
哲
学
が
つ
ね
に
数
学
お
よ
び
実
証

科
学
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
指
摘
し
て
、
次
の
様
に
主
張
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
―
―
他
の
国
々
に
お
い
て
は
、哲
学
者
が
科
学
者
で
あ
り
科
学
者
が
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
は
、

い
わ
ば
例
外
で
あ
り
偶
然
で
あ
っ
た
。
哲
学
者
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

ottfried W
ilhelm

 Leibniz, 1646-1716

）
は

確
に
同
時
に
偉
大
な
数
学
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ド
イ
ツ
哲
学
の
主
要
な
発
展
す
な
わ
ち
十
九
世
紀
前
半
の
あ

の
輝
か
し
い
発
展
は
、
ま
ず
実
証
科
学
の
そ
と
で
実
現
せ
ら
れ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
著

し
い
対
照
を
な
し
て
、
科
学
に
根
拠
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
本
質
的
特
徴
で
あ
る
。

そ
の
祖
デ
カ
ル
ト
（R

ené D
escartes, 1596-1650

）
に
お
い
て
、
既
に
哲
学
と
数
学
と
の
結
合
が
極
め
て
密
接
で

あ
っ
て
、
彼
の
幾
何
学
が
彼
の
形
而
上
学
に
よ
っ
て
暗
示
せ
ら
れ
た
の
か
、
或
は
そ
れ
と
も
彼
の
形
而
上
学
が
彼

の
幾
何
学
の
発
展
な
の
か
、
そ
の
何
れ
で
あ
る
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。
次
い
で
パ
ス
カ
ル

（B
laise Pascal, 1623-1662

）
は
、
哲
学
者
で
あ
る
前
に
、
鋭
い
数
学
者
で
あ
り
・
独
創
的
な
物
理
学
者
で
あ
っ
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た
。
ま
た
十
八
世
紀
の
哲
学
者
ラ
・
メ
ト
リ
（Julien de La M

ettrie, 1709-1751

）
は
医
者
で
あ
り
、
ダ
ラ
ン
ベ

ー
ル
（Jean le R

ond d’A
lem

bert, 1717-1783

）
は
数
学
者
で
あ
り
、
ボ
ネ
（C

harles B
onnet, 1720-1790

）
は

博
物
学
者
、カ
バ
ニ
ス
（Pierre Jean G

eorges C
abanis, 1757-1808

）
は
医
学
者
で
あ
り
心
理
学
者
で
も
あ
っ
た
。

更
に
十
九
世
紀
に
入
っ
て
は
コ
ン
ト
（A

uguste C
om

te, 1798-1857

）
の
実
証
哲
学
が
数
学
・
天
文
学
・
物
理

学
・
化
学
・
生
物
学
を
包
含
す
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
く
、
ク
ー
ル
ノ
（A

ugustin C
ournot, 1801-1877

）
ル
ヌ

ー
ヴ
ィ
エ
（C

harles R
enouvier, 1815-1903

）
は
、
数
学
か
ら
哲
学
へ
進
ん
で
来
た
人
達
で
あ
っ
た
。
今
世
紀

に
お
い
て
も
ソ
レ
ル
（G

eorges Sorrel, 1847-1922

）
は
数
学
者
、
特
に
ポ
ア
ン
カ
レ
（H

enri Poincaré, 1854-

1912

）は
天
才
的
な
数
学
者
で
物
理
学
者
で
も
あ
り
、メ
イ
エ
ル
ソ
ン（Em

ile M
eyerson, 1859-1933

）は
化
学
者
、

ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
（Léon B

runschvicg, 1869-1944

）
は
そ
の
諸
著
に
お
い
て
数
学
な
ら
び
に
物
理
学
に

関
す
る
造
詣
の
深
さ
を
示
し
て
い
る
。
―
―
フ
ラ
ン
ス
哲
学
が
か
よ
う
な
伝
統
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
誇
り
と
し

て
い
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、
そ
の
四
大
主
著
の
執
筆
に
先
き
立
っ
て
何
れ
も
数
ヵ
年
宛
を
心
理
学
・
生
理
学
・
生
物

学
・
社
会
学
の
専
門
的
研
究
に
捧
げ
て
い
る
の
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

※　
『
フ
ラ
ン
ス
科
学
』【"La Science Française"

】
は
、
一
九
一
五
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
開
催
さ
れ
た
万
国
博
覧

会
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
文
部
省
が
出
品
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
学
問
の
凡
ゆ
る
分
野
に
亘
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス

の
学
術
研
究
が
今
日
に
至
る
迄
い
か
に
人
類
文
化
に
貢
献
し
て
来
た
か
、
又
そ
の
特
徴
は
奈
辺
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
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各
部
門
の
代
表
的
な
学
者
に
よ
っ
て
執
筆
さ
れ
た
多
く
の
概
観
的
な
論
文
（
主
要
文
献
を
含
む
）
を
集
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
術
文
化
を
一
眸
の
下
に
収
め
た
縮
図
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
科
学
研
究
は

日
進
月
歩
で
あ
る
か
ら
、『
フ
ラ
ン
ス
科
学
』
も
そ
れ
に
追
い
つ
い
て
行
く
た
め
に
、
一
九
三
四
年
に
増
補
新
版
を

出
し
て
い
る
。

か
よ
う
な
性
格
を
も
っ
た
書
物
の
中
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
哲
学
界
を
代
表
し
て
「
哲
学
」
の
項
目
を
担
当
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
右
に
紹
介
し
た
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
色
の
ほ
か
に
―
―
否
、
そ
れ
に
先
き
立
つ
第
一
の
特
色
と
し

て
、
―
―
「
表
現
形
式
の
単
純
な
こ
と
」
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
、
わ
が
国
の
哲
学
の
様
相
な
ど

と
も
思
い
合
わ
せ
て
、
十
分
注
目
・
翫
味
さ
れ
て
然
る
べ
き
事
柄
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
外
国
の
影
響
を
受
け
て
伝
統
的
な
明
晰
性
か
ら
離
れ
た
少
数
の
思
想
家
を
除
け
ば
、

一
般
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
は
次
の
様
に
考
え
る
。「
哲
学
思
想
は
そ
れ
が
如
何
に
深
い
も
の
或
は
如
何
に
鋭

い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
凡
て
の
人
の
用
い
る
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
は
な
く
、
ま
た
表
わ
さ
れ

て
い
け
な
い
も
の
は
な
い
、」
と
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
は
少
数
の
奥
義
に
通
じ
た
人
々
の
た
め
に
書
く
の
で

は
な
く
、
つ
ね
に
人
類
全
体
に
呼
び
か
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
彼
等
の
思
想
の
深
さ
を
十
分
理
解
す
る
た
め
に

は
学
者
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
教
養
の
あ
る
人
な
ら
ば
そ
こ
か
ら
必
ず
何
ら
か
の
精
神
の
糧
を
得

る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
は
、
新
ら
し
い
表
現
の
方
法
を
必
要
と
す
る
と
き
、
人
為

的
に
新
た
な
術
語
を
つ
く
る
代
り
に
、
む
し
ろ
日
常
普
通
の
言
葉
の
意
味
に
新
た
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
与
え
る
こ
と
に
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よ
っ
て
、
よ
り
鋭
く
・
よ
り
深
い
思
想
を
表
現
し
よ
う
と
努
力
す
る
。
か
く
し
て
、
デ
カ
ル
ト
、
パ
ス
カ
ル
、
ル
ソ

ー
の
よ
う
な
人
々
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
の
持
ち
味
を
大
い
に
発
達
さ
せ
た
ゆ
え
ん
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、
単
純
な
言
葉
で
自
分
の
考
え
を
十
分
に
表
現
す
る
た
め
に
は
、
心
の
中
で
思
っ
て
い
る
こ
と
を
徹

底
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
ま
た
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
た
ち
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、

皆
こ
の
心
理
分
析
へ
の
嗜
好
と
才
能
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
特
色
と
し
て
掲
げ
て
い
る

一
、
表
現
形
式
の
単
純
な
こ
と

二
、
哲
学
が
つ
ね
に
数
学
お
よ
び
実
証
科
学
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と

の
二
点
は
、
確
に
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
大
き
な
特
色
と
し
て
、
何
人
も
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
同
時
に
、
そ
れ

は
ま
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
が
ひ
そ
か
に
念
願
し
自
負
し
て
い
る
自
己
の
哲
学

0

0

0

0

0

の
具
現
す
べ
き
性
格
を
、
フ
ラ
ン
ス
哲

学
一
般
に
こ
と
よ
せ
て
表
明
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
か
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学

は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
代
表
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
様
に
、「
物
質
」
の
在
り
方
と
「
精
神
」
の
在
り
方
の
相
異
を
、
―
―
実
証
科
学
の
研
究
成
果
を

採
り
入
れ
な
が
ら
―
―
内
容
的
に
究
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
代
の
課
題
に
応
え
よ
う
と
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
が

明
か
に
し
た
こ
と
は
、
第
二
章
に
お
い
て
解
説
し
て
お
い
た
様
に
、「
物
質
」
が
外
面
的
な
量
的
多
様
を
形
づ
く
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る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
精
神
」は
内
面
的
な
質
的
多
様
を
形
づ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

物
質
の
世
界
は
同
質
的
な
る
も
の
が
た
だ
外
面
的
空
間
的
に
並
べ
ら
れ
て
単
な
る
繰
返
し

0

0

0

の
行
わ
れ
る
世
界
で
あ

り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
精
神
の
世
界
は
異
質
的
な
る
も
の
が
相
互
に
内
面
的
に
透
入
し
合
い
時
間
的
に
持
続
し
な

が
ら
創
造
0

0

の
行
わ
れ
る
世
界
と
し
て
、
両
者
の
対
照
が
き
わ
立
っ
た
形
で
浮
彫
に
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ば

か
り
で
な
く
、
第
一
の
主
著
に
お
い
て
は
、
延
長
的
な
る
も
の
と
非
延
長
的
な
る
も
の
、
分
量
と
性
質
と
の
間
に

は
全
く
接
触
点
は
な
い
、
と
さ
え
い
い
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
第
一
の
主
著
は
、
古
来
ひ
と
を
苦
し

め
て
来
た
哲
学
上
の
困
難
な
問
題
が
、
実
は
二
つ
の
全
く
異
な
る
も
の
の
同
一
視
、
す
な
わ
ち
決
し
て
空
間
を
占

め
る
筈
の
な
い
現
象
を
、
空
間
の
中
に
並
べ
よ
う
と
す
る
わ
れ
わ
れ
の
頑
固
な
習
癖
か
ら
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
自
由
の
問
題
を
と
り
め
ぐ
る
決
定
論
と

非
決
定
論
の
論
争
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
何
れ
の
側
に
も
「
持
続
」
と
「
同
時
性
」
と
の
混
同
が
含
ま
れ
て
い
る
こ

と
を
指
摘
し
て
、
此
の
「
本
来
拡
が
り
の
な
い
も
の
」
を
「
拡
が
り
の
あ
る
も
の
」
に
、「
質
」
を
「
量
」
に
翻

訳
し
よ
う
と
す
る
不
当
な
試
み
を
や
め
さ
え
す
れ
ば
、
自
己
本
来
の
姿
を
実
現
し
つ
つ
創
造
的
に
進
展
す
る
純
粋

持
続
が
そ
の
ま
ま
自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
、
或
る
意
味
に
お
い
て
自
由
の
問
題
そ
の
も
の
が
消
滅
す

る
ゆ
え
ん
を
示
そ
う
と
す
る
の
が
第
一
の
主
著
の
ね
ら
い
な
の
で
あ
る
か
ら
、
右
に
延
【
述
】
べ
た
様
に
「
非
延

長
的
な
る
も
の
と
延
長
的
な
る
も
の
、
性
質
と
分
量
と
の
間
に
は
接
触
点
は
な
い
」
と
い
う
風
に
、
二
つ
の
世
界
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を
峻
別
す
る
だ
け
で
事
足
り
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
二
の
主
著
に
お
い
て
「
身
体
の
精
神
に
対
す
る
関
係
」
を
主
題
的
に
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
た

だ
二
つ
の
存
在
秩
序
を
切
り
離
す
だ
け
で
は
す
ま
さ
れ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
「
身
体
」
を
も
っ

た
「
精
神
」
的
存
在
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
両
者
の
交
錯
す
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
人
間
的
な
「
関
係
」

が
成
り
立
つ
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。か
く
し
て『
物
質
と
記
憶
』に
お
い
て
は
、「
純
粋
知
覚
が
わ
れ
わ
れ
を
置
く
の
は
、

ま
こ
と
に
物
質
の
中
に
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
わ
れ
わ
れ
が
記
憶
と
共
に
入
り
込
ん
で
行
く
の
は
、
全
く
精
神
そ

の
も
の
の
中
へ
」
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
「
純
粋
な
知
覚
す
な
わ
ち
瞬
間
的
な
知
覚
は
、
実
は
一
つ
の
理
想
・
一

つ
の
極
限
に
す
ぎ
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
具
体
的
な
姿
に
お
い
て
は
「
凡
て
の
知
覚
は
持
続
の
一
定
の
厚

さ
を
占
有
し
、
過
去
を
現
在
に
延
長
し
、
か
く
し
て
記
憶
を
分
有
し
て
い
る
」
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的
に
主
張
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
精
神
が
そ
れ
自
身
の
世
界
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、
精
神

は
単
な
る
現
在
あ
る
い
は
単
な
る
過
去
を
超
え
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
単
な
る
現
在
に

生
き
る
こ
と
は
動
物
的
衝
動
だ
け
で
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
単
な
る
過
去
に
生
き
る
こ
と
は
要
す
る
に
夢
見
る
こ

と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
精
神
の
本
性
と
し
て
の
記
憶
は
、
決
し
て
単
に
過
去
的
な
も
の
で

は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
「
未
来
を
め
ざ
し
て
の
過
去
と
現
在
と
の
綜
合
」（une synthèse du passé et du présent 

en vue de l’avenir

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
質
の
諸
瞬
間
が
か
よ
う
な
記
憶
の
介
入
に
よ
っ
て
収
縮
せ
ら
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れ
る
と
き
、
ま
さ
に
そ
こ
に
精
神
と
物
質
と
を
合
体
せ
し
め
る
「
行
動
」
が
実
現
せ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
人
間
は
そ

の
本
来
の
「
持
続
」
の
中
に
生
き
得
る
途
が
ひ
ら
か
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
ひ
と
た
び
意
志
活
動
の
緊
張
が
弛

め
ば
、
自
己
は
分
散
し
て
空
間
の
方
向
へ
堕
す
る
こ
と
と
な
る
。
か
く
し
て
、
単
な
る
な
ま
の
物
質
と
完
全
に
発

達
し
た
精
神
と
の
間
に
は
、
記
憶
の
凡
ゆ
る
可
能
的
強
度
―
―
或
は
結
局
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
―
―
自
由
の
凡
ゆ

0

0

0

0

0

る
程
度

0

0

0

が
成
立
す
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
漸
次
的
緊
張
―
―
弛
緩
説
と
も
い
う
べ
き

も
の
と
、
先
き
に
述
べ
た
「
非
延
長
的
な
る
も
の
と
延
長
的
な
る
も
の
、
性
質
と
分
量
と
の
間
に
は
接
触
点
は
な

い
」
と
い
う
存
在
二
秩
序
説
と
は
、
如
何
に
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
並
存
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

精
神
的
秩
序
と
物
質
的
秩
序
と
が
若
し
共
に
二
つ
の
異
な
る
秩
序
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
原
理

0

0

0

0

0

を
有
す
る

も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
二
つ
の
秩
序
の
間
に
緊
張
か
ら
弛
緩
へ
の
凡
ゆ
る
漸
次
的
程
度
が
存
在
す
る
、

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
単
な
る
程
度
の
差
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も

の
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
ま
さ
に
独
自
性
を
主
張
し
得
る
ゆ
え
ん
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ

ろ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
二
つ
の
秩
序
は
、
そ
の
外
見
上
の
著
し
い
対
立
に
も
拘
ら
ず
、
二
つ
の
独
立
し
た
秩
序
と
は

い
い
難
い
面
を
も
同
時
に
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

尤
も
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
峻
別
す
る
時
間
の
秩
序
と
空
間
の
秩
序
と
は
、
確
に
そ
の
趣
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で

は
あ
る
。
時
間
と
空
間
の
関
係
を
、
流
れ
る

0

0

0

時
間
と
流
れ
た

0

0

0

時
間
と
の
関
係
に
置
き
か
え
て
も
、
こ
の
二
つ
の
時
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間
の
間
に
は
雲
泥
の
差
が
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
流
れ
た
時
間
は
時
計
で
測
る
こ
と
の
で
き

る
同
質
的
な
時
間
と
し
て
既
に
空
間
化
さ
れ
た
時
間
で
あ
り
、
畢
竟
空
間
の
第
四
次
元
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
二
種
類
の
時
間
の
著
し
い
性
格
の
相
異
と
同
時
に
、
わ
れ
わ
れ
の
見
逃
し
て
な
ら
な
い
こ
と

は
、
流
れ
る
時
間
の
流
れ
る
方
向

0

0

0

0

0

と
流
れ
た
時
間
の
流
れ
た
方
向

0

0

0

0

0

と
が
決
し
て
異
な
る
方
向
で
は
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
時
間
の
「
流
れ
る
」
の
も
「
流
れ
た
」
の
も
、
何
れ
も
過

去
か
ら
未
来
へ
の
方
向
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
の
同
一
性

0

0

0

0

0

0

の
故
に
こ
そ
、
精
神
の
緊
張
を
弛
め
る
こ

と
が
そ
の
ま
ま

0

0

0

0

物
質
へ
墜
ち
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
こ
の
精
神
か
ら
物
質
へ
堕
ち
る
方
向
に
対

し
て
、
逆
に
物
質
か
ら
精
神
の
方
向
へ
持
ち
上
げ
る
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
の
生
命
あ
る
い
は
意
志
の
努
力
を
見

る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
少
く
と
も
一
応
は
二
つ
の
相
反
す
る
方
向

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
流
れ
る
同
じ
方
向
の
中
で
の
・
い
わ
ば
上
下
の
二
つ
の
方
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か

も
、「
上
か
ら
下
へ
」
お
よ
び
「
下
か
ら
上
へ
」
の
運
動
が
何
れ
も
漸
次
的
な
程
度
の
差
を
示
し
な
が
ら
行
わ
れ

る
の
は
、
実
は
同
一
の
秩
序
の
内
部
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
が
故
に
、
出
来
上
っ
て
行
く
活
動
（action qui 

se fait

）
も
崩
れ
て
行
く
活
動
（action qui se défait
）
も
畢
竟
同
じ
種
類
の
も
の
（du m

êm
e genre

）
で
あ
り
、

か
く
し
て
心
の
眼
を
開
い
て
み
れ
ば
―
―
第
三
の
主
著
『
創
造
的
進
化
』
に
お
い
て
雄
渾
な
筆
致
を
以
て
描
か
れ

て
い
る
様
に
―
―
万
象
相
融
合
し
て
渾
然
た
る
一
つ
の
た
く
ま
し
い
前
進
運
動
を
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
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る
。
か
よ
う
に
観
て
来
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
に
二
つ
の
対
立
す
る
原
理
0

0

あ
る
い
は
実
体
0

0

が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
実
体
は
た
だ
一
つ
で
あ
り
、
た
だ
、
二
つ
の
反
対
の
運
動
0

0

あ
る
い
は
傾
向
0

0

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う

意
味
で
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ブ
ィ
ッ
チ
が
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
を
「
実
体
の
一
元
論
・
傾
向
の
二
元
論
」（un m

onism
e 

de la substance, un dualism
e de la tendance

）
と
い
う
風
に
規
定
し
て
い
る
の
は
、
一
家
の
見
た
る
こ
と
を
失

わ
な
い
で
あ
ろ
う
。（Jankélévitch: B

ergson, p. 244.

）

右
に
指
摘
し
た
よ
う
な
考
え
方
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
の
中
で
次
第
に
擡
頭
し
て
来
る
と
共
に
、
科
学
と
哲
学

と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
は
じ
め
の
頃
と
は
お
の
ず
か
ら
異
っ
た
思
想
が
積
極
的
に
主
張
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
、
こ
れ
ま
た
自
然
の
勢
で
あ
っ
た
。
既
に
『
形
而
上
学
入
門
』
の
解
説
に
お
い
て
比
較
的
詳
し
く
紹
介
し

て
お
い
た
様
に
、
初
期
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
は
―
―
科
学
の
分
析
的
方
法
に
対
し
て
―
―
哲
学
の
直
観
的
方
法
の

意
義
を
繰
返
し
力
説
し
て
、
実
在
の
真
相
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
直
観
」
の
み
で
あ
る
こ
と
を
、
ひ
た

す
ら
強
調
し
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
長
い
思
索
生
活
も
そ
の
後
半
に
入
っ
て
か
ら
は
、
す
な

わ
ち
『
思
想
と
動
く
も
の
』（1934

）
の
巻
頭
に
収
め
ら
れ
て
初
め
て
発
表
さ
れ
た
。“Introduction”

以
後
に
お

い
て
は
、
恐
ら
く
は
多
少
の
ゆ
と
り
を
以
て
実
在
の
全
貌

0

0

0

0

0

を
ふ
り
か
え
っ
て
眺
め
る
よ
う
に
な
っ
て
、
物
質
と
精

神
と
が
そ
れ
ぞ
れ
実
在
の
半
分

0

0

0

0

0

（la m
oitié de la réalité

）
を
形
づ
く
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
む
し
ろ
積
極
的
に

主
張
せ
ら
れ
、
そ
れ
と
共
に
、
先
き
に
は
実
在
の
真
相
を
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
の
は
、
哲
学
的
直
観
の
み
で
あ
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る
こ
と
が
特
に
強
調
せ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
今
は
科
学
と
形
而
上
学
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
い
て
・
す
な

わ
ち
異
る
方
法
を
以
て
、
何
れ
も
絶
対
的
な
る
も
の
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
正
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
こ
と
は
、
簡
単
に
は
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
展
開
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ベ
ル
グ

ソ
ン
は
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
は
形
而
上
学
に
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
対
象
・
主
と
し
て
精
神
を
そ
の
対
象
と
し
て
指

定
し
、
ま
た
一
種
特
別
な
方
法
・
す
な
わ
ち
何
よ
り
も
先
ず
直
観
を
あ
て
が
う
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
は
形
而
上
学
を
は
っ
き
り
科
学
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
又
、
わ
れ
わ

れ
は
科
学
と
形
而
上
学
と
に
同
じ
価
値
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
が
何
れ
も
実
在
0

0

の
根
底

0

0

0

（le fond de la réalité
）
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
る
。」（La Pensée de la M

ouvant, 27e éd., 

p. 33.

）

※※　

ベ
ル
グ
ソ
ン
は
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
の
哲
学
に
対
し
て
、
次
の
様
な
皮
肉
を
浴
せ
か
け
て
い
る
。「
カ
ン
ト
主
義

の
功
績
は
、
一
つ
の
自
然
的
な
錯
覚
を
、
そ
の
凡
ゆ
る
帰
結
に
お
い
て
詳
述
し
、
そ
の
最
も
体
系
的
な
形
式
の
下
に

呈
示
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
し
か
も
カ
ン
ト
主
義
は
、
こ
の
錯
覚
を
保
存
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
の
錯
覚
の
上
に
基

づ
い
て
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
錯
覚
を
は
ら
い
の
け
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
直
ち
に
―
―
科
学
と
形
而
上
学

と
に
よ
っ
て
―
―
絶
対
的
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
、
人
間
の
精
神
に
取
戻
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。」

（p. 69.

）
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す
な
わ
ち
後
期
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
考
え
に
よ
れ
ば
、科
学
と
形
而
上
学
と
の
間
に
は
方
法
の
相
異
は
あ
っ
て
も
、

価
値
の
相
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
何
れ
も
実
在
そ
の
も
の
に
届
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
半
分
だ
け
し
か
保
持
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
は
科
学
の
二
つ
の
小
区
分

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（deux subdivisions 
de la science

）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
ま
た
形
而
上
学
の
二
つ
の
部
門

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（deux départem
ents de la 

m
étaphysique

）
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。（p. 43.

）
か
よ
う
に
科
学
と
形
而
上
学
と
が
同

じ
水
準
（le m

êm
e niveau

）
に
あ
る
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、両
者
は
い
く
つ
も
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
検
証
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
反
対
に
若
し
両
者
の
間
に
品
位
の
差
異

を
確
立
し
、
し
か
も
同
じ
対
象
す
な
わ
ち
事
物
の
全
体
（l’ensem

ble des choses

）
を
指
定
し
て
、
一
方
は
こ
れ

を
下
か
ら
他
方
は
こ
れ
を
上
か
ら
眺
め
る
と
い
う
風
に
規
定
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
両
者
相
互
の
援
助
と
交
互
の

検
討
（l’aide m

ultuelle et le contrôle réciproque

）
を
排
除
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。（p. 44.

）
か
く
し

て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
欲
し
た
哲
学
は
、
科
学
の
検
討
に
服
す
る
も
の
で
あ
り
、
且
つ
又
、
科

学
を
進
歩
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
、」
と
。（p. 70.

）
し
か
も
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
心
理
学
・
神
経
学
・

病
理
学
・
生
物
学
な
ど
の
実
証
科
学
が
、
最
初
奇
怪
な
説
と
判
断
し
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
見
解
を
、
次
第
々
々
に
受

け
容
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
指
摘
し
て
、
右
に
掲
げ
た
企
図
に
成
功
し
た
こ
と
を
誇
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
九
二
二
年
一
月
に
書
き
終
え
ら
れ
た
右
の“Introduction”
か
ら
十
二
年
後
、
す
な
わ
ち
一
九
三
四
年
に
増
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補
訂
正
を
加
え
て
出
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
ス
科
学
』
の
新
版
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
一
般
の

特
質
を
論
じ
た
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
自
分
の
名
を
は
っ
き
り
出
し
て
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た

企
」
と
し
て
、
晩
年
の
考
え
を
一
層
は
っ
き
り
し
た
形
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

形
而
上
学
を
経
験
の
地
盤
の
上
へ
持
ち
来
た
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
形
而
上
学
的
実
証
主
義

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（le positivism
e 

m
étaphysique

）
と
も
い
う
べ
き
方
向
に
自
己
の
思
想
を
具
体
化
す
る
こ
と
。

す
な
わ
ち
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。「
一
つ
の
観
念
を
徹
底
的
に
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
た
や
す
い
。
難

事
は
む
し
ろ
必
要
な
と
こ
ろ
で
演
繹
を
と
ど
め
、
諸
特
殊
科
学
の
研
究
と
ま
た
絶
え
ず
実
在
と
接
触
を
保
つ
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
の
観
念
を
適
当
に
屈
曲
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
、」
と
。
か
く
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
、
単
に
一
般

的
理
論
を
提
供
す
る
の
み
な
ら
ず
、
特
殊
的
事
実
に
つ
い
て
も
具
体
的
な
説
明
を
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な

哲
学
を
構
成
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。「
か
か
る
意
味
に
お
い
て
の
哲
学
は
、
実
証
科
学
と
同
じ
精
密
さ
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
科
学
と
同
じ
様
に
、哲
学
は
ひ
と
た
び
獲
得
さ
れ
た
結
果
を
次
々
に
つ
け
加
え
つ
つ
、

絶
え
ま
な
く
進
歩
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
哲
学
は
か
く
し
て
―
―
決
し
て
諸
学
大
集
成
（une grande 

synthèse

）
で
あ
る
な
ど
と
主
張
す
る
わ
け
で
も
な
い
け
れ
ど
も
、
―
―
や
は
り
一
つ
の
大
き
な
綜
合
的
な
努
力

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（un grand effort synthètique

）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」（La Science Française, 2e édition, pp. 

19-20.

）
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會
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
哲
学
を
反
主
知
主
義

0

0

0

0

0

と
し
て
特
色
づ
け
よ
う
と
す
る
解
釈
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
恐
ら
く
、
共
感
（sym

pathie

）
と
し
て
の
「
直
観
」
を
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
哲
学
の
方
法
と
し
て
力
説
し
た
点

を
重
要
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
以
上
述
べ
来
た
っ
た
―
―
哲
学
と
科
学
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
―
―
ベ

ル
グ
ソ
ン
の
見
解
を
広
く
見
渡
す
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
解
釈
が
甚
だ
し
く
一
方
に
偏
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
事
実
ま
た
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
様
に
明
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
如
何
な
る
点

に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
知
性
の
値
打
ち
を
落
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
知
性
が
今
日
ま
で
占

め
て
来
た
如
何
な
る
場
所
か
ら
も
知
性
を
追
い
出
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
知
性
が
全
く
所
を
得
て
い
る
場
合

に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
近
世
哲
学
が
一
般
に
知
性
に
対
し
て
拒
も
う
と
し
た
能
力
を
、
知
性
に
認
め
る
の
で
あ
る
、」

と
。（La Pensée et le M

ouvant, pp. 85-86.
）
そ
の
能
力
と
は
、そ
れ
な
ら
ば
如
何
な
る
能
力
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
引
用
文
よ
り
少
し
前
の
と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
い
う
。「
知
性
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
る
か
。
人
間

の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
れ
は
―
―
本
能
が
蜜
蜂
に
与
え
ら
れ
た
よ
う
に
―
―
わ
れ
わ
れ
の
行
為
を
導
く
た
め
に

（pour diriger notre conduite

）
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
…
…
そ
し
て
知
性
の
正
常
な
発
展
は
、

科
学
と
技
術
の
方
向
に
お
い
て
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
、」
と
。（p. 84

）
こ
の
点
だ
け
を
と
り
上
げ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
明
か
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
は
決
し
て
、
単
な
る
プ
ラ
グ
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マ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
右
に
述
べ
た
よ
う
な
立
場
に
終
始
0

0

す
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
先
き
に
引
用
し

た
箇
所
、
す
な
わ
ち
「
如
何
な
る
点
に
お
い
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
知
性
の
値
打
ち
を
落
す
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。

云
々
、」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
直
ぐ
そ
れ
に
続
い
て
、「
た
だ
知
性
と
並
ん
で

0

0

0

0

0

0

、
わ
れ
わ
れ

は
別
の
種
類
の
認
識
を
も
つ
こ
と
の
で
き
る
・
も
う
一
つ
別
の
能
力

0

0

0

0

0

0

0

0

の
存
在
を
確
認
す
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ

は
、
一
方
で
は
純
粋
知
性
に
属
す
る
科
学
と
機
械
的
技
術
を
も
ち
、
他
方
で
は
直
観
に
訴
え
る
形
而
上
学
あ
る
い

は
哲
学
を
も
つ
こ
と
に
な
る
」
旨
を
、
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（p. 86.

）

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
思
想
体
系
の
中
で
の
知
性
の
占
め
る
位
置
、
或
は
知
性
と
そ
れ
以
外
の
能
力
と
の

関
係
は
、
と
う
て
い
一
義
的
に
は
決
め
ら
れ
な
い
よ
う
な
面
を
数
々
残
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン

自
身
、
知
性
と
い
う
言
葉
を
相
当
多
義
的
に
使
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ユ
ッ
ソ
ン
が
そ
の
詳
細
を
き
わ
め
た
註

釈
的
研
究
に
よ
っ
て
明
か
に
し
て
い
る
様
に
、
大
体
の
傾
向
と
し
て
は
、
比
較
的
初
期
の
著
作
に
お
い
て
は
「
知

性
」
が
認
識
の
高
次
の
機
能
を
総
括
的
に
指
し
示
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
が
、
漸
次
分
化
し
た
・
限
定

さ
れ
た
意
味
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。（Léon H

usson: L’Intellectualism
e de 

B
ergson, 1947.

）
本
書
第
一
章
の
註
に
お
い
て
可
な
り
詳
し
く
具
体
的
に
注
意
し
て
お
い
た
様
に
、
同
じ
『
形

而
上
学
入
門
』
で
も
一
九
〇
三
年
の
原
論
文
に
お
い
て
は
「
直
観
」
が
「
知
的
共
感
」
と
し
て
説
明
さ
れ
た
の
が
、
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一
九
三
四
年
の
論
文
集
に
収
め
ら
れ
る
に
際
し
て
は
そ
の
「
知
的
」
と
い
う
形
容
詞
が
削
除
さ
れ
た
り
、ま
た
「
知

的
聴
診
」
が
「
精
神
的
聴
診
」
と
い
う
風
に
言
い
改
め
ら
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
こ
の
間
の
消
息
を
物

語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
よ
う
に
「
知
性
」
と
い
う
言
葉
を
、
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
精
神
能
力
に
あ
て
は
め
る
よ
う
に
な
る
と
共
に
、

し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
い
ろ
ん
な
錯
綜
し
た
問
題
が
起
っ
て
来
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な

か
で
も
最
も
大
き
な
問
題
を
残
し
た
の
は
、
第
四
番
目
の
主
著
で
あ
り
晩
年
の
大
作
で
あ
る
『
道
徳
と
宗
教
の

二
源
泉
』
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
物
に
お
い
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
閉
じ
た
魂
と
開
い
た
魂
と
を
区
別
し
た
こ
と
は
、
既

に
本
省
第
五
章
に
お
い
て
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
ま
た
静
的
な
閉
じ
た
魂
を
知
性
以
下

0

0

0

0

（infra-
intellectuel

）
と
呼
ぶ
の
に
対
し
て
、
動
的
な
開
い
た
魂
を
知
性
以
上

0

0

0

0

（supra-intellectuel

）
と
呼
び
、
そ
の
中
間

に
あ
る
開
く
魂
を
知
性
0

0

と
同
一
視
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
の
知
性
は
―
―
初
期
以
来
繰
返
し
主
張
せ
ら
れ

た
よ
う
な
「
実
際
的
分
別
」（le discernem

ent pratique

）
の
能
力
と
し
て
積
極
的
な
役
割
を
果
す
も
の
と
は
う

っ
て
変
っ
て
、
―
―
き
わ
め
て
存
在
性
の
稀
薄
な
・
影
の
薄
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
恰
も
、
人

が
座
っ
て
動
か
な
い
状
態
か
ら
、
そ
の
同
じ
人
が
走
る
運
動
の
状
態
へ
移
る
際
に
認
め
ら
れ
る
起
き
上
る

0

0

0

0

姿
勢
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
過
渡
的
な
状
態
は
―
―
若
し
静
止
せ
る
人
が
一
挙
に
運
動
へ
飛
び
上
る
場
合

に
は
―
―
気
づ
か
れ
な
い
ま
ま
で
過
ぎ
去
る
性
質
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
風
に
中
間
的
な
状
態
の
積
極
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的
な
意
義
を
十
分
認
め
る
こ
と
な
く
、
た
だ
「
閉
じ
た
も
の
」
と
「
開
い
た
も
の
」
と
の
対
立
を
き
わ
立
た
せ
る

だ
け
で
、
果
し
て
社
会
的
現
実
の
実
体
を
正
し
く
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
―
―
こ
れ
が
ベ
ル
グ
ソ
ニ

ズ
ム
に
残
さ
れ
た
最
大
の
現
代
的
課
題
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ベ
イ
エ
は
先
ず
、
社
会
学
者
の
眼
に
と
っ
て
は
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
区
別
し
た
よ
う
な
道
徳
の
二
つ
の
形
式
の

相
異
は
存
在
し
な
い
、
と
明
言
す
る
。（A

lbert B
ayet: M

orale bergsonienne et sociologie. —
—

A
nnales 

sociologiques. 1935.
）
ベ
イ
エ
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
理
論
は
人
類
の
指
導
者
に
な
ろ
う
と
夢
見
て
い
る

人
達
に
と
っ
て
は
、
誠
に
都
合
の
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
夢
に
耽
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
達
・

い
な
耽
ろ
う
と
も
思
わ
な
い
人
達
に
と
っ
て
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
理
論
は
誠
に
悲
し
む
べ
き
理
論
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
そ
の
理
論
は
―
―
社
会
的
威
圧
の
前
に
身
を
屈
す
る
か
、
そ
れ
と
も
精
神
的
英
雄
の
呼
び
か
け
の
ま
ま

に
ひ
た
す
ら
服
従
す
る
か
―
―
こ
の
二
つ
よ
り
ほ
か
の
如
何
な
る
可
能
性
を
も
許
さ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ
ル

グ
ソ
ン
自
身
「
完
全
な
る
道
徳
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
門
戸
を
閉
鎖
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
―
―

ベ
イ
エ
に
よ
れ
ば
―
―
幸
に
し
て
わ
れ
わ
れ
が
直
面
し
て
い
る
道
徳
は
、
単
な
る
閉
じ
た
道
徳
で
も
な
け
れ
ば
単

な
る
開
い
た
道
徳
で
も
な
く
、
開
き
つ
つ
あ
る
道
徳

0

0

0

0

0

0

0

0

（une m
orale qui s’ouvre

）
で
あ
る
。
或
は
言
葉
を
換
え

て
い
え
ば
、
閉
じ
よ
う
と
す
る
道
徳
と
開
こ
う
と
す
る
道
徳
と
の
間
の
一
種
の
決
闘
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の
直
面
す

る
現
実
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
ベ
イ
エ
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ギ
ュ
ル
ウ
ィ
ッ
チ
は
更
に
積
極
的
に
、
社
会
的
現
実
の
真
の
姿
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
先
ず
従
来
の
狭
め
ら

れ
た
「
経
験
」
概
念
を
拡
大
し
、
よ
り
具
体
的
な
全
き
直
接
経
験

0

0

0

0

0

0

そ
の
も
の
へ
還
っ
て
、
感
覚
的
な
る
も
の
か
ら

精
神
的
な
る
も
の
へ
の
中
途
（m

i-chem
in

）
に
あ
る
も
の
を
、
そ
の
豊
か
な
直
接
所
与
の
ま
ま
に
捉
え
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
。
そ
し
て
現
実
に
わ
れ
わ
れ
の
直
面
す
る
人
間
社
会
が
、
決
し
て
単
に
閉
じ
た
社
会
で
も
な

け
れ
ば
、
ま
た
単
に
開
い
た
社
会
で
も
な
く
し
て
、
つ
ね
に
「
開
き
つ
つ
あ
る
社
会
」（la société qui s’ouvre

）

で
あ
る
こ
と
に
想
い
及
ぶ
な
ら
ば
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
説
く
質
的
時
間
と
量
的
時
間
の
二
つ
の
時
間
の
ほ
か
に
、
―

―
否
、
そ
の
間
に
―
―
質
的
且
つ
量
的
な
中
間
的
時
間
（un tem

ps interm
édiaire, qualitatif-quantitatif

）
を

加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
ギ
ュ
ル
ウ
ィ
ッ
チ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。（G

eorges D
avidovich 

G
urvitch: L’Expérience juridique, 1935.

）

確
に
ベ
イ
エ
お
よ
び
ギ
ュ
ル
ウ
ィ
ッ
チ
が
主
張
す
る
様
に
、
い
わ
ば
第
三
の
領
域
に
お
い
て
、
質
的
な
る
も
の

が
量
的
な
る
も
の
に
、
創
造
が
反
復
に
ぶ
っ
つ
か
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
こ
そ
生
き
た
社
会
的
現
実
の
動
的
性
格
が

成
り
立
つ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
実
証
科
学
と
哲
学
と
の
密
接
な
結
び
つ
き
を
強
調
す
る
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
、
若

し
経
済
学
・
法
律
学
・
政
治
学
な
ど
の
諸
領
域
に
ま
で
視
野
を
拡
大
す
る
だ
け
の
余
力
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
恐

ら
く
社
会
的
現
実
に
対
す
る
考
え
方
が
一
段
と
飛
躍
し
た
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
社
会
学
の
―
―
し
か
も
限
ら
れ

た
―
―
一
部
の
実
証
的
研
究
し
か
思
索
の
中
へ
採
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
前
世
紀
末
以
来
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四
十
年
以
上
に
亘
っ
て
精
魂
を
つ
く
し
て
来
た
老
哲
学
者
の
限
界
が
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
決
し
て
悔
い

な
い
で
あ
ろ
う
。
一
九
二
二
年
の“Introduction”

の
中
で
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
次
の
様
な
翫
味
す
べ
き
一
節
を
書

き
残
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
一
つ
の
哲
学
の
問
題
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
選
ん
だ
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
出
会
っ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
問
題
が
わ
れ
わ
れ
の
道
を
遮
っ
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
の
障
害
を
と
り
除
く
か
、
そ
れ
と

も
哲
学
を
や
め
る
か
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご
ま
か
し
は
絶
対
に
不
可
能
で
あ
る
。
注
意
を
眠
ら
せ
・

夢
の
中
で
進
ん
で
行
く
か
の
よ
う
な
錯
覚
を
与
え
る
弁
証
法
的
技
巧
に
は
「
さ
よ
な
ら
」
を
し
よ
う
。
困

難
は
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
問
題
は
そ
の
要
素
に
分
析
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
処
へ

連
れ
て
行
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
誰
も
そ
れ
は
判
ら
な
い
。
新
し
い
問
題
が
所
属
す
る
科
学
が
ど
れ
で

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
さ
え
も
誰
も
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
全
く
未
知
の
科
学
で
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。
ど
う
い
え
ば
、
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
科
学
と
知
り
合
い
に
な
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
し
、

そ
の
探
究
を
ず
っ
と
先
ま
で
推
し
進
め
る
だ
け
で
も
足
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
新
し
い

問
題
を
ひ
き
起
し
た
事
実
な
ら
び
に
理
由
に
則
り
な
が
ら
、
或
る
や
り
方
・
或
る
習
慣
・
或
る
理
論
を
改

め
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。
さ
よ
う
、
ひ
と
は
自
分
の
知
ら
な
い
科
学
に
入
門
し
て
そ
れ

を
深
く
究
め
、
必
要
と
あ
れ
ば
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
若
し
数
ヵ
月
あ
る
い
は
数
ヵ
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終章　ベルグソン哲学の時代的意義

年
か
か
っ
た
ら
？　

ひ
と
は
必
要
な
だ
け
の
時
間
を
、
そ
れ
に
か
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
若
し

一
生
か
か
っ
て
も
足
り
な
か
っ
た
ら
？　

何
代
も
か
か
れ
ば
、
行
き
つ
く
と
こ
ろ
へ
行
け
る
で
あ
ろ
う
。

ど
ん
な
哲
学
者
で
も
、
今
こ
こ
で
哲
学
を
す
っ
か
り
全
部
（toute la philosophie

）
つ
く
り
上
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
は
哲
学
者
に
向
っ
て
述
べ
、
ま
た
、
こ

う
い
う
方
法
を
哲
学
者
に
提
案
す
る
。
こ
の
方
法
は
、
哲
学
者
が—

—

た
と
え
い
く
つ
に
な
っ
て
い
て
も

—
—

つ
ね
に
再
び
学
生
（étudiant

）
に
な
る
覚
悟
で
い
る
こ
と
を
、
要
求
す
る
の
で
あ
る
。（La Pensée 

et le M
ouvant, pp. 72-73.

）

ベ
ル
グ
ソ
ン
の
右
の
提
案
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
哲
学
の
在
り
方
と
思
い
合
わ
せ
る
と
き
、
十
分
翫
味
さ
る
べ

き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
い
た
社
会
」
と
い
う
観
念
が
そ
の

中
に
多
く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
に
し
て
も
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
と
か
く
陥
り
が
ち
な
甘
さ
を
厳
し
く
戒
め
て

く
れ
た
点
に
お
い
て
、—

—

右
の
提
案
と
共
に—

—
大
き
な
現
代
的
意
義
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
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年
表

一
八
五
九　

パ
リ
に
生
る
（
十
月
十
八
日
）

一
八
六
八　

コ
ン
ド
ル
セ
高
等
中
学
校
に
学
ぶ

一
八
七
八　

エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
ペ
リ
ュ
ー
ル

に
入
学

一
八
八
一　

高
等
教
員
採
用
国
家
試
験
パ
ス

ア
ン
ジ
ュ
ー
高
等
中
学
校
教
師

一
八
八
二　

ア
ン
ジ
ェ
ー
高
等
女
学
校
教
師

一
八
八
三　

サ
リ
『
感
覚
と
柄
神
の
錯
覚
』（
翻
訳
）

『
ル
ク
レ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
の
抜
萃
』

プ
レ
イ
ズ
・
パ
ス
カ
ル
高
等
中
学
校
教
師

一
八
八
五　

ク
レ
ー
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
大
学
講
師

一
八
八
六　

教
育
功
労
勲
章
授
与

『
催
眠
状
態
に
お
け
る
無
意
識
の
真
似
に
つ
い
て
』

一
八
八
八　

ル
イ
・
ル
・
グ
ラ
ン
高
等
中
学
校
教
師

一
八
八
九　
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試

論
』（
学
位
論
文—

—

第
一
の
主
著
）

一
八
九
〇　

ア
ン
リ
四
世
高
等
中
学
校
教
師

一
八
九
一　

ル
イ
ズ
・
ニ
ュ
ー
ブ
ュ
ル
ジ
ュ
嬢
と
結
婚

一
八
九
六　
『
物
質
と
記
憶
、—

—

身
体
の
精
神
に
対
す
る
関

係
に
つ
い
て
の
試
論
』（
第
二
の
主
著
）

一
八
九
七　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
で
レ
ヴ
ェ
ー
ク

教
授
の
代
講
者
に
指
名
さ
る

一
八
九
八　

エ
コ
ー
ル
・
ノ
ル
マ
ー
ル
・
シ
ュ
ー
ペ
リ
ュ
ー
ル

講
師

一
九
〇
〇　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
教
授

『
笑
い
、—

—

お
か
し
み
の
意
義
に
つ
い
て
の
試

論
』

一
九
〇
三　
『
形
而
上
学
入
門
』

一
九
〇
七　
『
創
造
的
進
化
』（
第
三
の
主
著
）

一
九
一
一　

ロ
ン
ド
ン
大
学
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
へ
出

講

一
九
一
二　

コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
へ
出
講

一
九
二
二　

イ
ギ
リ
ス
心
霊
研
究
会
々
長
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一
九
一
四　

エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
大
学
へ
出
講

フ
ラ
ン
ス
学
士
院
会
員

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
か
ら
実
質
上
身

を
ひ
く

一
九
一
四

一
九
一
九
｝
第
一
次
欧
州
大
戦

一
九
一
五　

ス
ペ
イ
ン
へ
使
節
と
し
て
派
遣
さ
る

一
九
一
七　

ア
メ
リ
カ
へ
使
節
と
し
て
派
遣
さ
る

一
九
一
八　

再
び
ア
メ
リ
カ
へ
使
節
と
し
て
派
遣
さ
る

一
九
一
九　

レ
ジ
ョ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
三
等
勲
章
受
領

文
教
審
議
会
委
員

『
精
神
力
』（
論
文
集
第
一
巻
）

一
九
二
一　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
へ
正
式
に
辞
表

提
出

一
九
二
二　

コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
ゥ
・
フ
ラ
ン
ス
名
誉
教
授

知
的
協
力
に
関
す
る
国
際
委
員
会
（
国
際
連
盟
）

委
員
→
議
長

『
持
続
と
同
時
性
、—

—

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

理
論
に
つ
い
て
』

一
九
二
三　

レ
ジ
ョ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
二
等
勲
章
受
領

一
九
二
五　

リ
ュ
ー
マ
チ
の
最
初
の
発
作
に
見
舞
わ
る

知
的
協
力
に
関
す
る
国
際
委
員
会
か
ら
身
を
ひ
く

一
九
二
八　

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞

一
九
三
〇　

レ
ジ
ョ
ン
・
ド
ヌ
ー
ル
最
高
勲
章
受
領

一
九
三
二　
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（
第
四
の
主
著
）

一
九
三
四　
『
思
想
と
動
く
も
の
』（
論
文
集
第
二
巻
）

一
九
四
一　

パ
リ
の
自
宅
で
死
す
（
一
月
四
日
）
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巻
頭
に
飾
ら
れ
て
い
る—

—

ベ
ル
グ
ソ
ン
が
著
者
に
与
え
た—

—

手
紙
が
は
っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
様
に
、
こ
の



書
物
は
単
な
る
解
説
書
で
は
な
く
し
て
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
学
説
を
一
層
深
く
掘
り
下
げ
な
が
ら
、
一
緒
に
思
索
を

進
め
て
行
こ
う
と
し
た
独
創
的
な
研
究
書
で
あ
る
が
、
第
四
の
主
著
が
公
刊
さ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ

に
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
一
つ
の
大
き
な
限
界
が
あ
る
。

M
ossé-B

atide: B
ergson, éducateur, 1955.

教
育
者
と
し
て
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
面
影
を
彷
彿
と
さ
せ
な
が
ら
、
今
ま
で
一
般
に
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
生
涯
を
、
直
接
の
な
ま
な
ま
し
い
資
料
に
も
と
ず
い
て
、
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
う
え
巻

末
に
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
の
書
い
た
も
の
、
並
び
に
ベ
ル
グ
ソ
ン
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
が
細
大
洩
ら
さ
ず
、

実
に
九
十
頁
に
亘
っ
て
（pp. 359-448.

）、驚
く
べ
き
丹
念
さ
で
年
代
別
に
収
録
さ
れ
て
い
て
、誠
に
重
宝
で
あ
る
。
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