
新
哲
叢
書
第
五
編

社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学

淡
野
安
太
郎
著



凡
例

本
Ｐ
Ｄ
Ｆ
は
、
淡
野
安
太
郎
著
『
社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学
』（
弘
文
堂
刊
）
を
底
本
と
し
て
い
る
。

・
底
本
に
お
け
る
旧
漢
字
を
新
漢
字
に
置
き
換
え
た
。

・
底
本
は
概
ね
新
仮
名
遣
い
で
あ
る
が
、
一
部
分
旧
仮
名
遣
い
が
残
っ
て
い
た
、
そ
れ
ら
は
新
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。
ま
た
一
部
分
、

現
代
で
も
「
へ
」
と
表
記
す
る
と
こ
ろ
を
「
え
」
と
し
て
い
る
箇
所
は
そ
の
マ
マ
と
し
た
。

・
送
り
仮
名
を
次
の
よ
う
に
替
え
た
。「
明
か
に
」
→
「
明
ら
か
に
」、「
異
る
」
→
「
異
な
る
」、「
少
く
」
→
「
少
な
く
」、「
基
く
」

→
「
基
づ
く
」、「
定
っ
た
」
→
「
定
ま
っ
た
」、「
逞
ま
し
い
」
→
「
逞
し
い
」。

・
繰
り
返
し
記
号
「
ゝ
」・「
ゞ
」
は
解
消
し
た
。

・
ル
ビ
は
底
本
に
あ
る
も
の
以
外
に
、
一
個
所
「
狢む
じ
な」

を
追
加
し
た
。

・
明
ら
か
な
誤
植
、
か
す
れ
字
は
注
記
無
し
に
改
め
た
。

・
参
考
文
献
名
が
青
字
斜
体
で
あ
る
も
の
は
、
ネ
ッ
ト
に
公
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。

・【
】
及
び
ペ
ー
ジ
末
の
脚
注
は
、
す
べ
て
作
成
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

・
緒
言
は
目
次
前
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
目
次
の
次
に
廻
し
た
。
献
辞
も
一
頁
を
占
め
て
い
た
が
、
目
次
の
次
に
入
れ
た
。



目
次

緒
言

序
論　

具
体
的
哲
学
へ
の
途

第
一
節　

思
想
の
抽
象
性
と
具
体
性

第
二
節　

十
九
世
紀
精
神

第
三
節　

二
十
世
紀
精
神

第
四
節　

社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学

本
論第

一
章　

自
然
と
人
間

第
五
節　

人
は
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

第
六
節　
「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」

第
七
節　

存
在
連
関
（
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種
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個
）
と
意
味
連
関
（
普
遍
―
特
殊
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立

第
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始
原

第
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開
人
の
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性
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そ
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所
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「
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前
的
」
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義

第
十
節　

未
開
人
の
心
性
（
そ
の
二
）
―
―
融
即
と
拒
斥

第
三
章　

公
と
私
と
の
関
係

第
十
一
節　

公
私
未
分
―
―
身
分



第
十
二
節　

公
私
分
離
―
―
契
約

第
十
三
節　

公
私
協
働
―
―
職
分

第
四
章　

法
律
と
道
徳

第
十
四
節　

法
律
的
存
在

第
十
五
節　

法
律
的
行
為
と
道
徳
的
行
為

第
十
六
節　

社
会
と
国
家

此
の
書
を
西
田
・
田
邊
両
先
生
に
捧
ぐ
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緒
言

今
後
の
哲
学
は
も
は
や
―
―
従
来
の
哲
学
の
よ
う
に
―
―
一
人
々
々
が
積
ん
で
は
く
ず
し
積
ん
で
は
く
ず
し
す
る
賽
の
河
原

で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
哲
学
が
単
な
る
思
想
0

0

に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
学
問
0

0

で
あ
る
こ
と
を
標
榜
す
る
限
り
、
や
は
り
着
実
な
発

達
の
一
途
を
進
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
は
、
も
っ
と
も
っ
と
常
識
及

び
科
学
と
の
密
接
な
連
繋
を
具
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

人
が
い
や
し
く
も
「
考
え
る
葦
」
で
あ
る
限
り
、
凡
て
の
人
は
な
に
が
し
か
の
哲
学
を
も
つ
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
誠
に

結
構
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
哲
学
は
少
し
も
そ
の
縄
張
り

0

0

0

を
奪
う
必
要
は
な
い
。
同
じ
意
味
に
於
て
、
科
学
が
そ
の
進
歩
に
よ
っ

て
容
赦
な
く
哲
学
の
中
へ
進
入
し
て
来
る
な
ら
ば
、
哲
学
も
亦
遠
慮
な
く
科
学
の
中
へ
入
っ
て
行
け
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
む
し

ろ
、
か
く
し
て
こ
そ
科
学
も
哲
学
も
共
に
そ
の
健
全
さ
を
保
つ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
凡
て
の
人
に
親
し
ま
れ
ず
、
又

諸
々
の
科
学
と
相
互
に
滲
透
し
合
わ
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
哲
学
の
存
在
を
危
く
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
常
識
と
の
連
繋
は
、
哲
学
の
方
で
先
ず
心
を
空
し
う
し
て
聴
従
す
る
だ
け
の
謙
虚
さ
が
あ
れ
ば
お
の
ず
か
ら
保
た

れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
日
進
月
歩
の
―
―
広
汎
に
し
て
し
か
も
精
密
な
―
―
諸
科
学
に
洩
れ
な
く
通
暁
す
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
が
有
限
な
個
人
に
到
底
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
科
学
と
の
密
接
な
連
繋
を
保
つ
と
い
う
こ
と
に
は
―
―
少
な
く
と
も
一

人
々
々
の
個
人
に
と
っ
て
は
―
―
超
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
制
限
の
存
す
る
こ
と
は
、
勿
論
で
あ
る
。
即
ち
実
際
問
題
と
し
て

は
、
各
人
は
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
得
意
と
す
る
個
別
科
学
を
通
し
て
、
哲
学
と
科
学
と
の
連
繋
を
図
る
の
他
は
な
い
。
歴
史
学
の

得
意
な
人
は
歴
史
哲
学
の
形
に
於
て
、
経
済
学
の
得
意
な
人
は
経
済
哲
学
の
形
に
於
て
、
数
学
の
得
意
な
人
は
数
理
哲
学
の
形
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緒
言

に
於
て
、
‥
‥
‥
‥
‥
‥
。
し
か
し
、
此
の
個
人
に
と
っ
て
の
制
限
は
決
し
て
哲
学
そ
の
も
の
に
と
っ
て
の
制
限
で
は
な
い
0

0

こ

と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
各
人
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
得
意
と
す
る
一
つ
の

0

0

0

科
学
を
通
し
て
哲
学
的
思
索
を

進
め
て
行
く
と
い
う
こ
と
こ
そ
は
、
却
っ
て
多
く
の
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
方
面
か
ら
同
じ
高
嶺
を
め
ざ
し
て
相
提
携
し
相

協
力
す
る
途
を
ひ
ら
く
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
繰
返
し
て
言
う
、
今
後
の
哲
学
は
も
は
や
賽
の
河
原
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

組
織
に
よ
る
計
劃
的
建
設
が
現
代
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
哲
学
も
亦
そ
の
線
に
沿
う
て
組
織
的
協
力
に

よ
っ
て
一
歩
々
々
着
実
に
建
設
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
は
じ
め
て
、
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
は
現
代
に
堪
え
得
る
も
の
と
な

る
の
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
「
社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学
」
も
、
将
来
繰
り
展
げ
ら
る
べ
き
絢
爛
た
る
織
物
の
中
の
さ
さ

や
か
な
る
一
本
の
糸
た
る
こ
と
を
冀
望
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
三
年
春

東
京
・
駒
場
に
て

淡
野
安
太
郎
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第
一
節　

思
想
の
抽
象
性
と
具
体
性

序
論　

具
体
的
哲
学
へ
の
途

第
一
節　

思
想
の
抽
象
性
と
具
体
性

従
来
わ
が
国
の
思
想
は
抽
象
的
で
あ
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
批
難
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
単
に
曾
て
の
所

謂
精
神
主
義
派
の
思
想
に
の
み
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
し
て
、
一
般
に
わ
が
思
想
界
―
―
従
っ
て
わ
が
哲
学
界
に
対
し
て

も
提
出
せ
ら
れ
た
批
難
で
あ
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
わ
が
哲
学
思
想
は
、
し
か
ら
ば
、
い
か
な
る
意
味
に
於
て
抽
象
的
で
あ

る
と
批
難
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
か
る
批
難
に
対
し
て
哲
学
者
の
側
か
ら
先
ず
次
の
よ
う
な
弁
駁
が
試
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。「
常
識
の
立
場
で
具
体
的
と

考
え
ら
れ
る
も
の
は
、
も
の
の
本
質
を
考
究
す
る
哲
学
の
立
場
か
ら
観
れ
ば
却
っ
て
皮
層
面
に
漂
う
抽
象
的
な
も
の
で
あ
り
、

常
識
が
抽
象
的
と
し
て
批
難
す
る
思
想
こ
そ
実
在
の
真
の
姿
を
う
つ
し
た
も
の
、
そ
の
意
味
に
於
て
真
に
具
体
的
な
も
の
で
あ

る
、」
と
。
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
「
抽
象
的
」
と
「
具
体
的
」
と
が
、
常
識
の
立
場
上
哲
学
の
立
場
と
で
は
、
全
く
さ
か
さ
ま
に

な
る
こ
と
を
明
別
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、
し
か
し
な
が
ら
、
ひ
と
は
な
お
も
批
難
の
声
を
畳
み
か
け
て
来
る
で
あ
ろ
う
。「
哲
学
者
の

自
負
す
る
『
真
に
具
体
的
』
な
思
想
は
、
抽
象
的
と
解
せ
ら
れ
る
層
面
に
ま
で
実
現
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
は
じ
め

て
そ
の
具
体
性
を
誇
り
得
る
の
で
は
な
い
か
。
抽
象
的
な
も
の
は
非
本
来
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
故
を
以
て
そ
れ
に
背
を
向
け

0

0

0

0

て0

専
ら
た
だ
自
己
の
『
深
い
体
験
』
の
中
へ
沈
潜
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
瞬
間
す
で
に
そ
れ
自
身
抽
象
態
に
顛
落
し
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
苑
も
有
に
背
を
向
け
た
無
が
畢
竟
一
特
殊
的
有
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
。」

従
来
わ
が
国
の
哲
学
思
想
は
抽
象
的
で
あ
っ
た
と
い
う
批
難
が
右
の
よ
う
な
事
態
を
指
摘
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
哲
学
者
は
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序
論　

具
体
的
哲
学
へ
の
途

弁
駁
す
る
前
に
先
ず
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
思
想
の
抽
象
性
は
、
い
っ

た
い
何
処
よ
り
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
―
―
翻
っ
て
わ
が
国
古
来
の
思
想
生
活
を
顧
み
る
に
、
む
し
ろ
生
活
に
即

し
た
思
想
の
具
体
性
が
そ
の
特
色
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
抽
象
観
念
の
高
度
の
発
達
は
、
思
惟
生
活

を
独
占
す
る
少
数
優
越
者
の
生
ず
る
こ
と
を
条
件
と
す
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
る
に
わ
が
国
に
於
て
は
、
古
来
そ
う
い
う
条
件

が
そ
れ
程
顕
著
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
即
ち
、
言
語
に
よ
る
教
養
が
普
遍
的
に
社
会
の
上
下
に
行
わ
れ
そ
の
内
容
も
歴
史
や

伝
説
の
伝
誦
で
、
上
下
の
社
会
に
よ
っ
て
懸
隔
の
あ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
漢
学
渡
来
後
に
は
上
層
社
会
に
於
て
は
漢
学
の

教
養
が
伝
来
の
伝
誦
の
教
養
に
代
わ
っ
た
た
め
に
教
養
の
分
裂
を
生
じ
、
上
層
で
は
も
は
や
伝
誦
の
教
養
は
廃
た
れ
た
け
れ
ど

も
、
そ
れ
で
も
少
年
時
代
の
初
等
の
教
養
は
や
は
り
伝
来
の
も
の
で
あ
っ
た
と
称
せ
ら
れ
る
。
か
く
し
て
、
上
層
階
級
と
下
層

階
級
と
の
意
識
の
基
底
の
共
通
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
依
然
と
し
て
保
た
れ
た
。仮
名
文
字
が
発
明
さ
れ
た
の
も
そ
う
し
た
条
件
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
の
仮
名
文
字
に
よ
る
日
本
文
学
の
創
造
を
見
た
の
も
そ
う
し
た
地
盤
に
於
て
で
あ
っ
た
。
か
よ
う
に
し
て
生
れ
た
思
想
が
生

活
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
あ
る
筈
は
な
い
。
実
に
生
活
に
即
し
た
思
想
の
具
体
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

は
わ
が
国
の
著
し
い
特
色
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
茶
道
を
も
ち
華
道
を
も
つ
。
日
本
人
に
と
っ
て
は
日
常
茶
飯
事
も
決
し
て
思
想
と
無
縁

の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
禅
家
が
手
水
の
作
法
を
説
く
に
到
っ
て
は
、
思
想
の
具
体
性
も
実
に
極
ま
れ
り
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
る
に
、
か
よ
う
に
生
活
に
即
し
た
―
―
真
の
意
味
に
於
て
具
体
的
な
―
―
思
想
を
生
活
か
ら
遊
離
せ
し
め
、
以
て
現
実

に
対
し
て
全
く
抽
象
的
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
明
治
初
年
に
於
け
る
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
社
会
即
ち
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
の
急
激

な
導
入
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
わ
が
国
の
歴
史
に
は
未
だ
全
く
地
盤
の
な
か
っ
た
資
本
主
義
文
明
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
足
飛
び
に

と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
は
め
ざ
ま
し
い
躍
進
を
と
げ
た
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
「
国
運
の
隆
盛
」
な
る
名
が
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第
一
節　

思
想
の
抽
象
性
と
具
体
性

冠
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
人
々
は
い
つ
し
か
基
底
に
ひ
そ
む
生
活
の
二
元
性

0

0

0

0

0

0

を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
国
家

生
活
は
古
い
歴
史
を
も
つ
、
し
か
し
新
た
に
は
じ
ま
っ
た
近
代
社
会
生
活
に
は
歴
史
が
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
前
者
の
歴
史
を

以
て
後
者
を
蔽
い
得
る
か
の
如
く
思
い
込
ん
だ
と
こ
ろ
に
、
従
来
わ
が
国
に
於
て
国
家
生
活
に
対
し
て
社
会
生
活
を
軽
視
し
、

縦
の
道
徳
に
対
し
て
横
の
道
徳
と
も
い
う
べ
き
社
会
道
徳
を
育
成
す
る
努
力
を
欠
如
し
た
根
本
原
因
が
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

師
父
に
対
す
る
礼
に
於
て
は
一
点
の
申
し
分
の
な
い
敬
虔
な
弟
子
が
、
ひ
と
た
び
街
頭
に
出
て
見
識
ら
ぬ
市
民
の
群
に
伍
し

て
電
車
や
バ
ス
に
乗
ろ
う
と
す
る
と
き
、
忽
ち
相
貌
を
一
変
し
て
夜
叉
と
な
り
、
ひ
と
を
押
し
の
け
て
突
き
進
む
。
そ
し
て
順

序
を
無
視
し
て
ひ
と
よ
り
早
く
乗
込
む
こ
と
を
「
要
領
が
よ
い
」
と
さ
え
思
う
。
従
来
わ
が
国
に
於
て
は
、
か
か
る
態
度
の
分

裂
が
殆
ん
ど
異
と
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
多
少
問
題
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
社
会
共
同
生
活
の

運
営
上
重
大
な
妨
げ
と
な
っ
た
売
惜
み
・
買
溜
め
・
闇
相
場
の
横
行
な
ど
と
い
う
恥
ず
べ
き
現
象
と
交
通
道
徳
の
欠
如
と
の
間

に
一
脈
の
関
連
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
薄
々
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
社
会
道
徳

を
未
だ
充
分
体
得
し
な
い
日
本
人
は
、
社
会
生
活
に
於
て
屡
々
個
人
主
義
者
で
あ
る
。
而
し
て
個
人
主
義
者
の
多
い
社
会
生
活

が
健
全
に
営
ま
れ
る
筈
は
な
い
。
実
に
、
健
全
な
る
社
会
共
同
生
活
の
新
建
設
こ
そ
、
現
在
わ
が
国
民
に
課
せ
ら
れ
た
最
も
切

実
な
課
題
で
あ
る
。
此
の
現
実
に
直
面
し
て
何
の
指
導
性
を
も
有
ち
得
な
い
よ
う
な
思
想
は
、
宙
に
浮
い
た
・
い
の
ち
な
き
・

抽
象
的
な
思
想
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
思
想
は
社
会
と
相
互
に
限
定
さ
れ
限
定
し
つ
つ
共
に
生
き
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

は
じ
め
て
そ
の
具
体
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

わ
が
国
が
欧
米
の
文
化
を
と
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
世
界
の
舞
台
へ
出
た
の
は
、十
九
世
紀
の
後
半
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
に
世
界
史
の
一
環
と
し
て
の
近
代
日
本
の
成
長
過
程
と
そ
の
向
う
べ
き
方
向
は
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
へ
の
発
展
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序
論　

具
体
的
哲
学
へ
の
途

の
中
に
於
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
、
従
来
抽
象
的
で
あ
る
と
批
難
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
哲
学
は
、
い
か
な
る
方

向
に
そ
の
具
体
化
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
を
世
界
的
視
野

0

0

0

0

0

に
於
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。

第
二
節　

十
九
世
紀
精
神

十
九
世
紀
文
化
の
発
達
は
分
化
0

0

の
進
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
専
門
が
細
か
く
な
る
こ
と
が
直
ち
に
進
歩
を
物
語
る
も

の
と
考
え
ら
れ
、
学
芸
一
般
の
世
界
に
於
て
も
「
分
類
」
そ
れ
自
体
が
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
前
世
紀
末
か
ら
は
じ
ま
っ
た
国
際
書
誌
学
会
の
、
か
の
微
に
入
り
細
に
入
っ
た
「
十
進
分
類
法
」
作
成
の
努
力
は
、
―
―

図
書
整
理
と
い
う
実
際
的
な
目
的
の
た
め
で
あ
っ
た
と
は
い
え
―
―
そ
の
根
本
の
精
神
に
於
て
、
右
の
考
え
方
の
結
実
し
た

も
の
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。
三
冊
の
尨
大
な
書
物
と
な
っ
て
公
表
さ
れ
た
精
緻
を
き
わ
め
た
Ｃ
・
Ｄ
・
Ｕ
（C

lassification 

D
écim

ale U
niverselle

【U
niversal D

ecim
al C

lassification

国
際
十
進
分
類
法
】）
こ
そ
は
、
確
に
或
る
意
味
に
於
て
十
九
世
紀
文
化

の
総
決
算
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
分
化
は
物
か
ら
独
立
し
た
精
神
の
所
産
で
あ
る
。
物
そ
れ
自
体
に
は
分
化
は
な
い
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
専
門

の
研
究
業
績
が
日
と
共
に
そ
の
数
を
増
し
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
い
っ
こ
う
物
の
真
相
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
様
な
歎

声
が
ひ
そ
か
に
洩
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
精
神
の
物
か
ら
の
独
立
は
、
物
に
対
す
る
精
神
の
勝
利
で
あ
る
と
共
に
、
又
そ
の

悲
劇
で
も
あ
っ
た
。
し
か
ら
ば
、
十
九
世
紀
の
精
神
は
い
か
に
し
て
物
に
対
す
る
独
立
の
栄
誉
を
か
ち
得
、
又
そ
れ
は
い
か
に

し
て
悲
劇
に
終
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

十
九
世
紀
は
資
本
主
義
が
そ
の
大
道
を
驀
進
し
た
時
代
で
あ
る
。
資
本
主
義
の
発
達
は
、
農
業
及
び
工
業
な
ど
の
生
産
部
門
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第
二
節　

十
九
世
紀
精
神

に
対
す
る
商
業
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
招
来
す
る
。
而
し
て
商
業
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
と
は
、
金
が
物
か
ら
独
立
し
て
逆
に
物
を
支
配
す

る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
物
と
共
に
動
く
商
業
は
猶
幼
稚
な
商
業
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
未
だ
商
業
的
世
界
の
独
立
が
充
分

実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
物
か
ら
の
制
限
を
脱
し
、
時
と
処
を
超
越
し
て
自
由
に
取
引
を
行
う
と

こ
ろ
に
、
ま
さ
に
商
業
の
商
業
た
る
真
面
目
が
あ
る
。
そ
こ
に
於
て
は
凡
て
の
商
品
は
ペ
ー
パ
ー
化
せ
ら
れ
る
。
ペ
ー
パ
ー
は

勿
論
、
当
の
物
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
ペ
ー
パ
ー
に
よ
っ
て
取
引
の
行
わ
れ
る
世
界
は
、
そ
れ
故
に
決
し
て
単
な
る
事
実
0

0

の

世
界
で
は
な
く
し
て
、
事
実
か
ら
遊
離
し
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
人
間
特
有
の
約
束
0

0

の
世
界
で
あ
り
、
事
実
関
係
と
は
別
に
創

設
さ
れ
た
権
利
関
係
の
世
界
で
あ
る
。
時
と
処
に
束
縛
さ
れ
た
「
事
実
」
か
ら
離
れ
て
そ
れ
と
は
全
く
独
立
に
、
自
由
に
契
約

し
自
由
に
活
動
し
得
る
新
た
な
存
在
秩
序
を
創
設
し
た
こ
と
は
、
確
に
十
九
世
紀
の
成
し
遂
げ
た
世
界
史
的
偉
業
で
あ
る
、
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
反
面
に
は
、
絶
大
な
る
犠
牲
が
払
わ
れ
た
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即

ち
、
事
実
か
ら
遊
離
し
て
つ
く
ら
れ
た
機
構
が
生
き
た
人
間
を
置
き
去
り
に
し
て
夫
自
身
で
自
働
的
に
活
動
を
開
始
す
る
に
及

ん
で
、
そ
の
活
動
が
本
来
事
実
の
束
縛
か
ら
全
く
自
由
な
も
の
で
あ
る
だ
け
に
、
無
制
限
に
強
力
尨
大
な
も
の
に
ま
で
発
展
し
、

そ
の
機
構
を
つ
く
っ
た
筈
の
人
間
が
却
っ
て
逆
に
抗
す
べ
く
も
な
く
そ
れ
に
ひ
き
ず
ら
れ
、
遂
に
は
そ
の
生
活
を
す
ら
脅
か
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
金
権
支
配
の
社
会
が
い
か
な
る
世
相
を
呈
し
た
か
は
、
今
更
説
く
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し

て
人
間
精
神
は
、
物
か
ら
独
立
し
て
自
由
に
活
動
出
来
る
新
天
地
を
創
造
し
た
と
思
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
結
果
は
自
己

の
つ
く
っ
た
機
構
の
圧
制
下
に
呻
吟
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

思
想
の
学
的
自
覚
と
し
て
の
哲
学
の
世
界
に
於
て
も
、
同
じ
よ
う
な
歩
み
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
前
世
紀
後
半
に
於

け
る
自
然
科
学
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
は
、
未
知
の
領
域
を
次
々
に
開
拓
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
視
野
を
著
し
く
拡
大
す
る

と
共
に
、
何
人
も
最
早
そ
の
実
在
性
を
如
何
と
も
し
難
い
と
思
わ
し
め
る
程
に
自
然
の
世
界
・
物
の
世
界
を
大
き
な
も
の
に
し
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論　

具
体
的
哲
学
へ
の
途

て
し
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
人
間
が
パ
ン
の
み
に
て
生
き
る
も
の
で
な
い
限
り
、
や
は
り
物
に
脅
か
さ
れ
な
い
精
神

の
安
住
の
場
所
を
求
め
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
。
し
か
も
物
の
存
在
は
既
に
確
乎
と
し
て
抜
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
と

す
る
な
ら
ば
、
物
の
存
在
の
確
実
性
を
充
分
認
め
た
上
で
、
同
時
に
精
神
の
独
立
性
を
も
確
保
し
得
る
様
な
途
が
見
出
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
そ
の
手
引
を
与
え
る
も
の
は
、
恐
ら
く
カ
ン
ト
の
批
判
主
義
を
措
い
て
他
に
な
い
。
と
い
う
の
は
、

批
判
主
義
こ
そ
は
夫
々
の
領
域
を
限
界
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
限
界
内
に
於
け
る
そ
の
領
域
の
確
実
性
を
保
証
す
る
と

同
時
に
、
限
界
の
向
う
側
に
於
て
は
又
他
の
領
域
が
そ
れ
に
も
劣
ら
ぬ
確
実
性
を
以
て
成
立
し
得
る
可
能
性
を
用
意
す
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
カ
ン
ト
に
還
れ
！
」
の
標
語
を
か
か
げ
て
新
カ
ン
ト
派
が
華
々
し
く
登
場
し
て
、
自
然
の
世
界

に
対
す
る
文
化
の
世
界
の
確
実
性
を
確
立
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
価
値
0

0

の
世
界
が
存
在
0

0

の
世
界
か
ら
独
立
に
樹
立
さ
れ

る
と
共
に
、
お
の
ず
か
ら
精
神
が
物
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
前
世
紀
か
ら
今
世
紀
初
頭
に
か

け
て
理
想
主
義
の
衝
撃
が
そ
の
絢
爛
た
る
体
系
を
誇
示
し
た
そ
の
当
時
に
於
て
も
既
に
、「
生
か
ら
の
隔
り
」（Lebensferne!

）

の
不
満
の
声
が
放
た
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
存
在
か
ら
遊
離
し
た
価
値
の
世
界
は
、
生
き
た
人
間
に

と
っ
て
は
あ
ま
り
に
も
縁
遠
い
血
の
気
の
な
い
世
界
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、
人
間
精
神
は
自
然
の
世
界
か
ら
独
立
に
自
己
固

有
の
世
界
を
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
っ
た
の
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
世
界
は
意
外
に
も
人
間
自
身
を
置
去
り
に
し
て
遥
か

彼
方
に
離
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
間
を
置
去
り
に
し
た
精
神
文
化
は
、
所
詮
空
中
の
楼
閣
で
あ
っ
た
。
前

の
欧
洲
大
戦
【
第
一
次
世
界
大
戦
】
が
夥
し
い
破
壊
と
殺
戮
と
を
齎
し
た
と
き
、
人
々
の
心
は
も
は
や
宙
に
浮
い
た
理
想
主
義
に

よ
っ
て
は
満
た
さ
る
べ
く
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

物
か
ら
離
反
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
立
を
誇
っ
た
精
神
が
そ
の
罪
の
報
い
と
し
て
空
虚
さ
と
不
自
然
さ
と
に
悩
ん
で
い
る
状

態
―
―
そ
れ
が
二
十
世
紀
精
神
の
最
初
の
姿
で
あ
る
。
う
つ
ろ
に
な
っ
た
精
神
を
み
た
す
途
は
、
素
直
に
物
に
還
っ
て
そ
こ
か



13

第
二
節　

十
九
世
紀
精
神

ら
再
出
発
す
る
の
他
は
な
い
。「
事
物
そ
の
も
の
へ
」（Zur Sache selbst!

）
と
は
、
偽
ら
ざ
る
内
心
の
叫
び
で
あ
る
。
経
済
の

世
界
に
於
て
「
金
の
経
済
」
に
対
し
て
「
物
の
経
済
」
を
顧
み
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
様
に
、
学
問
の
世
界
に
於
て
も
―
―
存

在
か
ら
遊
離
し
た
理
論
の
体
系
を
樹
立
す
る
前
に
―
―
先
ず
事
物
そ
の
も
の
の
語
る
と
こ
ろ
に
聴
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

物
か
ら
独
立
し
た
十
九
世
紀
精
神
が
企
て
た
究
明
の
方
法
は
、
複
雑
な
事
象
を
分
析
し
て
出
来
る
だ
け
簡
単
な
要
素
に
還
元

し
、
も
は
や
そ
れ
以
上
分
割
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
即
ち
ア
ト
ム
を
み
つ
け
出
し
て
、
か
か
る
ア
ト
ム
の
結
合
に
よ
っ
て

複
雑
な
事
象
の
成
立
す
る
所
以
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
精
神
が
い
わ
ば
自
分
の
筆
で
画
い
た
事
物
の
姿
で
あ
り
、

或
る
場
合
に
は
そ
れ
は
畢
竟
単
な
る
想
像
図
以
上
の
何
も
の
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
か
る
原
子
論
的

0

0

0

0

な
考

え
方
に
対
し
て
先
ず
そ
の
限
界
を
さ
と
ら
し
め
た
も
の
は
、
物
質
現
象
と
は
趣
を
異
に
す
る
精
神
現
象
で
あ
っ
た
。
心
的
要
素

（psychische Elem
ente

）
を
摘
出
し
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
要
素
心
理
学
の
立
場
を
樹
立
し
よ
う
と
し
た
ヴ
ン
ト
も
、
複
雑

な
精
神
現
象
が
単
な
る
心
的
要
素
の
結
合
に
よ
っ
て
は
つ
く
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
儼
然
た
る
事
実
を
前
に
し
て
は
、

む
し
ろ
進
ん
で
物
質
現
象
と
精
神
現
象
と
の
相
異
を
積
極
的
に
主
張
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
物
質
現
象
の

場
合
に
は2

＋2

＝4

で
あ
る
け
れ
ど
も
、
精
神
現
象
の
場
合
に
は
二
と
二
と
の
結
合
は
決
し
て
単
な
る
四
で
は
な
く
し
て
、

二
つ
の
要
素
が
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
要
素
の
中
に
な
か
っ
た
も
の
が
全
く
新
た
に
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を

2

＋2

＝4

＋α

と
い
う
形
を
以
て
表
わ
し
、
之
を
創
造
的
綜
合
の
原
理
と
呼
ぶ
。
し
か
し
な
が
ら
、
要
素
心
理
学
の
立
場
に

於
て
か
か
る
創
造
的
結
合
の
原
理
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
原
子
論
的
な
考
え
方
そ
の
も
の
の
内
部
か
ら
の
崩
壊
を
物
語
る
も
の

に
他
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
は
決
し
て2

＋2
と
い
う
原
子
論
の
立
場
を
補
充
し
補
強
す
る
も
の
で
は

な
く
し
て
、
逆
に
精
神
現
象
を
も
や
は
り2

＋2

と
い
う
方
式
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
自
体
の
非
真
理
性
を
暴
露
す
る
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こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
要
素
と
要
素
と
の
結
合
に
よ
っ
て
一
層
複
雑
な
現
象
の
成
立
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
方
式
の

非
真
理
性
は
、
そ
れ
に
ア
ル
フ
ァ
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
決
し
て
救
わ
れ
ぬ
。
根
本
に
於
い
て
真
な
ら
ぬ
も
の
に
た

と
い
何
物
を
つ
け
加
え
よ
う
と
も
、
単
な
る
附
加
に
よ
っ
て
そ
れ
が
真
な
る
も
の
に
変
質
す
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
あ
り
得
な

い
か
ら
で
あ
る
。

問
題
解
決
の
根
本
は
、
先
ず
人
間
精
神
が
自
分
の
筆
で
勝
手
な
想
像
図
を
画
く
こ
と
を
断
念
す
る
に
あ
る
。
そ
し
て
虚
心
坦

懐
に
事
物
そ
の
も
の
の
語
る
と
こ
ろ
に
聴
従
す
る
な
ら
ば
、
何
等
作
為
を
弄
せ
ず
し
て
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
事
物
の
真
相
が
示

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ピ
ア
ノ
の
キ
イ
を
四
つ
た
た
い
て
或
る
リ
ズ
ム
を
被
験
者
に
聴
か
せ
、
次
に
そ
れ
ぞ
れ
少
し

宛
右
に
ず
っ
た
キ
イ
を
四
つ
た
た
い
て
そ
れ
を
聴
い
た
被
験
者
が
前
と
全
く
同
じ
リ
ズ
ム
で
あ
る
と
答
え
た
場
合
、
要
素
心
理

学
は
之
を
何
と
解
明
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
い
少
し
宛
で
も
キ
イ
が
違
っ
て
い
る
以
上
、
単
な
る
要
素
の
結
合
に
よ
っ
て
同

じ
も
の
が
つ
く
り
出
さ
れ
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
誤
の
根
本
は
、
ば
ら
ば
ら
の
要
素
を

根
元
に
想
定
す
る
に
あ
る
。
と
こ
ろ
が
真
実
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
本
当
に
根
元
的
な
も
の
は
、
一
つ
一
つ
ば
ら
ば
ら
の
も
の

で
は
な
く
し
て
、
既
に
一
定
の
形
を
具
え
た
全
体

0

0

0

0

0

0

0

（das gestaltete G
anze

）
で
あ
り
、
構
造
を
も
っ
た
場

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
こ
こ
に

想
い
到
る
な
ら
ば
、
異
な
る
キ
イ
を
た
た
い
て
同
じ
リ
ズ
ム
の
感
覚
が
成
立
し
て
も
、
何
の
不
思
議
も
な
い
。
実
に
「
形
を
具

え
た
全
体
」
或
は
「
構
造
を
も
っ
た
場
」
の
観
念
こ
そ
は
、
二
十
世
紀
精
神
の
誇
る
べ
き
創
見
で
あ
っ
て
、
か
か
る
観
点
に
立

つ
こ
と
に
よ
っ
て
凡
て
の
事
物
は
全
く
異
な
る
相
貌
を
以
て
現
わ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
十
九
世

紀
的
な
考
え
方
を
原
子
論
的
考
察
（atom

istische B
etrachtung

）
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
二
十
世
紀
的
な
考
え
方
は
全
体
性
的
考

察
（ganzheitliche B

etrachtung

）
な
る
名
を
似
て
特
色
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る（
一
）。

（
一
）　

こ
こ
で
い
う
全
体
性
的
考
察
と
所
謂
全
体
主
義
と
何
の
関
係
も
な
い
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
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二
十
世
紀
的
な
考
え
方
を
特
色
づ
け
る
全
体
性
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
物
理
現
象
が
―
―
離
れ
て
あ
る
―
―
物
と
物
と
の

間
の
0

0

作
用
で
は
な
く
し
て
「
場
」
の
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
様
に
、
従
来
知
る
も
の
と
知
ら
れ
る
も
の
と
の
間0

の0

作
用
と
考
え
ら
れ
た
認
識
も
亦
、
意
識
の
「
場
」
の
構
造
と
し
て
解
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
即
ち
フ
ッ
セ
ル
の
現
象
学

に
依
れ
ば
、
作
用
と
対
象
と
は
相
対
立
す
る
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
両
者
は
同
じ
意
識
の
構
造
内
に
於
け
る
作
用
的
側

面
た
る
ノ
エ
シ
ス
及
び
対
象
的
側
面
た
る
ノ
エ
マ
と
し
て
互
に
相
対
応
し
合
い
、
ノ
エ
マ
は
ノ
エ
シ
ス
を
制
約
し
ノ
エ
シ
ス
は

ノ
エ
マ
を
構
成
す
る
と
い
う
関
係
に
立
つ
。
か
く
し
て
純
粋
対
象
―
―
意
味
中
核
―
―
意
味
層
―
―
及
び
そ
れ
の
種
々
な
る
性

格
化
よ
り
成
る
ノ
エ
マ
面
の
構
造
に
対
応
し
て
ノ
エ
シ
ス
面
に
於
け
る
様
々
な
る
意
識
の
変
容
が
精
密
に
分
析
せ
ら
れ
て
、
全

き
ノ
エ
マ
・
ノ
エ
シ
ス
の
構
造
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
現
象
学
的
な
構
造
分
析
は
単
な
る
所
謂
「
純
粋

意
識
」
の
領
域
に
限
ら
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
、
更
に
文
化
の
諸
領
域
乃
至
歴
史
の
世
界
に
ま
で
及
ぶ
べ
き
筈
の
も
の
で
あ
る

が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
フ
ッ
セ
ル
に
於
て
は
未
だ
課
題
と
し
て
残
さ
れ
る
の
ほ
か
は
な
か
っ
た
。
而
し
て
フ
ッ
セ
ル
の
現
象
学

的
分
析
を
自
己
の
哲
学
の
方
法
と
し
て
採
り
あ
げ
、「
事
物
そ
の
も
の
へ
」
の
要
望
の
線
に
沿
う
て
一
層
具
体
的
な
存
在
そ
の

0

0

0

0

も
の
0

0

の
構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
現
象
学
的
存
在
論
或
は
基
礎
的
存
在
論
に
他
な
ら
ぬ
の

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
「
存
在
そ
の
も
の
」
が
―
―
古
代
の
哲
学
者
の
場
合
の
様
に
―
―
た
だ
客
観
的
に
向
う
側
に
あ
る
も
の

と
し
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
自
己
自
身
も
そ
の
た
だ
中
に
在
り
な
が
ら
凡
ゆ
る
存
在
の
中
で
ひ
と
り
自
己
の
存
在

を
よ
く
了
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
人
間
存
在
」
を
通
し
て
存
在
そ
の
も
の
の
真
相
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、

ひ
と
た
び
「
近
代
」
の
洗
礼
を
経
て
自
己
意
識
に
め
ざ
め
た
現
代
人
の
特
色
が
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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か
く
し
て
人
間
自
身
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
真
実
存
在
即
ち
実
存
（Existenz

）
を
基
本
的
な
も
の
と
考
え
る
と
い
う
意

味
に
於
て
現
代
の
哲
学
の
代
表
的
な
も
の
は
、
広
い
意
味
に
於
て
実
存
哲
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
場
合
に
も
実
存
の
現0

存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
か
、そ
れ
と
も
可
能
0

0

存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
か
に
従
っ
て
、

思
想
全
体
の
傾
向
に
相
当
大
き
な
差
異
を
生
ず
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。尤
も
人
間
が
自
覚
を
生
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、

無
自
覚
な
他
の
存
在
と
同
列
の
中
に
埋
没
し
去
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
か
ら
、
如
何
に
現0

存
在
に
重
点
を

お
く
人
々
と
雖
も
、
決
し
て
他
の
無
自
覚
的
存
在
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
人
間
の
姿
を
そ
の
ま
ま
真
実
存
在
で
あ
る

と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
状
態
か
ら
抜
け
出
る
こ
と
即
ち
超
越
す
る
と
こ
ろ
に
始
め
て
人
間
の
本
質
が
実
現
せ
ら
れ
る

こ
と
を
む
し
ろ
主
張
す
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
う
い
う
風
に
し
て
抜
け
出
た
状
態
0

0

を
人
間
本
来
の
姿

0

0

0

0

と
し
て

考
え
る
と
こ
ろ
に
、
人
間
の
現
存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
人
々
の
考
え
方
の
特
色
が
あ
る
。
勿
論
、
人
間
は
有
限
存
在
た
る

こ
と
が
そ
の
最
も
本
質
的
な
特
徴
な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
己
の
有
限
性
を
自
覚
す
る
以
上
も
は
や
瞬
時
た
り
と
も
安
住
す
る
こ

と
は
出
来
ず
常
に
不
安
に
駆
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
現0

存
在
を
人
間
本
来
の
在
り
方
と
観
念
す
る
人
達
の

考
え
方
に
於
て
は
、
成
程
人
間
は
た
え
ず
不
安
の
中
に
在
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
う
い
う
不
安
な
人
間
が
存
在
し
て

い
る
次
元
そ
の
も
の

0

0

0

0

0

0

は
比
較
的
安
定
し
て
い
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
次
元
か
ら

無
自
覚
的
な
存
在
の
仕
方
の
中
に
自
己
を
喪
失
す
る
こ
と
を
非
本
来
的
な
在
り
方
に
「
顛
落
」
す
る
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
が
有
限
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
真
の
意
味
は
、
決
し
て
比
較
的
安
定
し
た
次
元
の
上
に
於
て
不
安
に
直
面

す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
自
己
の
存
在
す
る
次
元
そ
の
も
の
が
少
し
も
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
そ
の
真

義
が
見
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
存
在
に
於
け
る
「
有
限
」
の
「
限
」
は
、「
制
限
」（Schranke

）
で
は
な
く
し
て
「
限

界
」（G

renze

）
で
あ
る
。
制
限
と
は
も
は
や
そ
れ
以
上
進
ん
で
行
く
こ
と
の
出
来
な
い
壁
で
あ
る
。
壁
で
あ
る
が
故
に
、
そ
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れ
に
つ
き
当
れ
ば
停
止
す
る
の
ほ
か
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
壁
の
向
う
に
何
が
あ
る
か
は
知
る
由
も
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
限
界
は
決
し
て
壁
で
は
な
い
。
限
界
は
そ
の
本
性
上
向
う
側
に
あ
る
も
の
を
予
想
し
、
こ
ち
ら
側
と
向
う
側
と
の
二
つ
の
領

域
の
境
界
と
し
て
成
立
す
る
。
そ
れ
は
境
界
で
あ
る
が
故
に
、
そ
れ
を
と
び
越
せ
ば
向
う
側
に
行
け
る
の
で
あ
る
。
人
間
が
自

覚
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
最
も
根
源
的
な
意
味
は
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の
限
界
を
自
覚
す
る
と
共
に
そ
れ
を
と
び
越
え

て
向
う
側
に
行
か
ず
に
は
お
れ
な
い
内
的
衝
動
を
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
否
、
一
層
厳
密
に
い
え
ば
、
そ
の
限
界
と
は
実
は

同
じ
平
面
（
次
元
）
の
上
に
あ
る
境
界
で
は
な
く
し
て
、
低
い
次
元
と
高
い
次
元
と
の
間
に
あ
る
境
界
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ

を
と
び
越
え
る
と
は
、
低
い
次
元
か
ら
高
い
次
元
へ
飛
躍
す
る
謂
に
他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
上
昇
し
得
る
可
能
性
は
当
然
、
下
降

す
る
可
能
性
と
相
表
裏
す
る
。
清
浄
な
る
境
地
に
ま
で
昇
華
し
得
る
人
間
は
、
同
時
に
醜
悪
な
る
罪
の
中
に
沈
溺
し
得
る
人
間

で
あ
る
。
む
し
ろ
、
罪
業
に
悩
む
人
間
な
れ
ば
こ
そ
、
救
済
へ
の
途
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
可
能
0

0

存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
の
深
い
意
味
は
、
茲
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
に
と
っ
て
単
な
る
現0

存
在
は
も
は

や
決
し
て
真
実
の
存
在
即
ち
実
存
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
人
間
は
更
に
そ
れ
を
超
え
て
第
二
の
飛
躍
を
、
或
は
第
二
の
超
越
を

敢
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ヤ
ス
ペ
ル
ス
の
形
而
上
学
の
世
界
は
、か
く
し
て
展
開
さ
れ
て
来
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
同
じ
く
実
存
を
基
本
的
な
る
も
の
と
考
え
る
場
合
に
も
、
実
存
の
現
存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
か
、

そ
れ
と
も
可
能
0

0

存
在
的
性
格
に
重
点
を
お
く
か
に
従
っ
て
相
当
大
き
な
差
異
を
生
ず
る
わ
け
で
あ
る
が
、
し
か
し
今
日
の
所
謂

実
存
哲
学
は
そ
れ
が
何
れ
も
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
の
思
想
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
真
に
現
代
的

0

0

0

た
る
こ
と
を
標
榜
す
る
哲
学
と
し
て
は
、
既
に
出
発
点
か
ら
一
つ
の
重
大
な
る
制
限
を
背
負
っ
て
い
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
―
―
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
に
と
っ
て
は
神
と
大
衆
と
の
間
に
立
つ
た
だ
ひ
と
り
の
人
（
単
独
者
）
と
し
て
の
ソ

ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
姿
が
、
つ
ね
に
彼
を
導
く
炬
火
で
あ
っ
た
。
し
か
も
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
以
上
に
人
々
か
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途

ら
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。「
人
々
は
、
彼
等
が
私
を
理
解
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
私
の
訴
え
を
さ
え
理
解
し
て
く
れ
な
い
ほ
ど
、

私
を
理
解
し
な
い
」
と
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
嘆
い
た
。
か
く
し
て
、
ひ
と
に
理
解
さ
れ
ず
に
た
だ
独
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
孤

独
感
―
―
単
独
者
の
意
識
は
、
お
の
ず
か
ら
深
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
大
衆
の
悪
意
あ
る
注
目
・
侮
辱
的
な
嘲
笑
を
浴
び

つ
つ
「
受
難
」
の
道
を
歩
み
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
其
の
道
徳
的
乃
至
宗
教
的
な
厳
粛
さ
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
キ

エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
単
独
者
」
は
い
よ
い
よ
一
般
大
衆
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
大
衆
は
非
真
理
（
虚

偽
）
で
あ
る
」
と
繰
返
し
言
い
放
ち
、
自
己
を
失
っ
て
大
衆
の
中
に
埋
没
し
た
人
間
を
動
物
と
ひ
と
し
く
な
っ
た
も
の
・
い
な

物
に
ま
で
非
人
格
化
さ
れ
た
も
の
と
思
い
込
ん
だ
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
は
、
そ
の
全
著
作
活
動
を
通
じ
て
人
々
を
し
て
そ
の
自
己

の
破
滅
に
め
ざ
め
し
め
以
て
本
来
の
自
己
に
立
ち
還
ら
せ
よ
う
と
、
不
断
の
努
力
を
つ
づ
け
て
已
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
所

謂
実
存
哲
学
に
於
て
、
何
故
に
大
衆
の
中
に
埋
没
す
る
平
均
的
存
在
が
非
本
来
的

0

0

0

0

存
在
と
呼
ば
れ
る
か
の
由
来
を
、
茲
に
は
っ

き
り
と
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
代
の
社
会
に
於
て
人
々
が
日
常
、
大
衆
の
中
に
入
っ
て
平
均
的
存
在
と
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
は
、
果
し
て
人

間
が
非
本
来
的
な
在
り
方
に
顛
落
し
て
い
る
姿
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
人
間
が
自
己
を
先
ず
平
均
的
存
在
と
し
て
客
体
化
す
る
こ

と
な
し
に
、
此
の
二
十
世
紀
の
社
会
に
於
て
果
し
て
公
共
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
自
給
自
足
の
素
朴
な
経

済
生
活
が
可
能
な
時
代
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
此
の
複
雑
広
汎
な
経
済
機
構
の
中
に
於
て
、
大
衆
を
馬
鹿
に
し
た
「
単
独
者
」
が

果
し
て
正
当
な
生
存
権
と
発
言
権
と
を
も
ち
得
る
で
あ
ろ
う
か
。「
単
独
者
」
た
る
こ
と
は
専
ら
精
神
的
な
意
味
で
あ
る
と
い

う
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
、
単
に
自
ら
独
り
を
潔
し
と
し
て
そ
の
「
深
さ
」
を
誇
る
独
我
論
は
、
畢
竟
精
神
的
貴
族
主
義
以
外

の
何
物
で
も
な
く
、
そ
れ
は
所
詮
個
人
の
趣
味
以
上
の
も
の
た
り
得
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
人
と
人
と
の
間
柄
の
中
に
生

き
る
こ
と
を
生
命
と
す
る
人
間
が
、
大
衆
か
ら
き
り
離
さ
れ
て
た
だ
独
り
で
本
当
に

0

0

0

救
わ
れ
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
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大
衆
を
馬
鹿
に
す
る
高
慢
な
心
を
そ
の
ま
ま
保
ち
な
が
ら
、
真
に
自
己
を
滅
し
自
己
に
死
す
る
、
と
い
う
様
な
こ
と
は
あ
り

得
な
い
。「
汝
」
か
ら
離
れ
て
「
私
」
が
あ
り
得
な
い
様
に
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
人
間
の
自
己
と
は
要
す
る
に
大
衆
の

中
の
自
己
で
あ
り
大
衆
に
対
す
る
自
己
で
あ
る
。
大
衆
の
中
に
自
己
を
滅
却
す
る
こ
と
が
従
っ
て
、
自
己
に
死
す
る
第
一
歩
で

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
真
に
自
己
が
死
し
て
生
き
る
途
が
ひ
ら
か
れ
る
の
で
あ
る
。
キ
エ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
が
亀

鑑
と
仰
い
だ
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
は
、
決
し
て
大
衆
を
馬
鹿
に
は
し
な
か
っ
た
。
ア
テ
ナ
イ
の
街
頭
に
出
て
誰
彼
の
差
別
な
く
共

に
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
話
の
中
か
ら
少
し
で
も
普
遍
的
な
真
理
に
近
ず
こ
う
と
努
力
す
る
こ
と
二
十
年
、
し
か

も
そ
の
結
果
は
眠
り
を
貪
る
馬
に
対
す
る
う
る
さ
い
虻
の
如
く
嫌
悪
せ
ら
れ
遂
に
は
死
刑
ま
で
宣
告
せ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で

も
な
お
年
来
の
主
張
た
る
「
普
遍
概
念
尊
重
」
の
精
神
に
従
い
、
そ
の
結
晶
と
し
て
の
国
法
の
命
の
ま
ま
に
、
従
容
と
し
て
毒

杯
を
あ
お
い
で
死
に
つ
い
た
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
も
っ
と
謙
虚
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
心
を
空
し
く
し
て
「
事
物
そ
の
も
の
」
の
語
る
と
こ
る
に
素
直
に

聴
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
真
理
と
は
決
し
て
宙
に
浮
い
た
観
念
的
な

も
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
生
活
に
於
て
実
際
的
な
効
果
（practical consequence

）
を
も
つ
も
の
、
従
っ
て
経

験
に
よ
っ
て
確
め
る
（verify

）
こ
と
の
出
来
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
内
容
を
な
す
も

の
は
、
決
し
て
普
通
考
え
ら
れ
る
様
に
ば
ら
ば
ら
の
個
々
の
事
実
の
み
で
は
な
い
。
従
来
観
念
論
は
、
一
般
に
経
験
の
内
容
は

単
に
多
様
な
無
統
一
な
も
の
で
あ
る
と
は
じ
め
か
ら
決
め
て
か
か
っ
た
が
故
に
、
そ
れ
を
統
一
す
る
も
の
と
し
て
経
験
を
超
え

た
所
謂
先
験
的
な
概
念
の
働
き
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
理
性
と
経
験
、
主
観
と
客
観
と
が
当
然
相
対
立

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
先
入
見
に
捉
わ
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
か
か
る
先
入
見
を
一
切
拭
い
去
っ
て
虚
心
坦
懐
に
最

も
直
接
的
な
純
粋
経
験

0

0

0

0

（pure experience

）
に
徹
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
単
に
多
様
な
る
事
実
0

0

の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
を
結
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具
体
的
哲
学
へ
の
途

び
つ
け
る
諸
々
の
関
係
0

0

も
亦
直
接
に
知
覚
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の
「
関
係
の
事
実
性
」

と
も
い
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
徹
底
的
経
験
論
（radical em

piricism

）
の
従
来
の
経
験
論
と
は

異
な
る
一
つ
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
そ
れ
が
徹
底
的

0

0

0

と
自
ら
称
す
る
所
以
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
最
も
直
接
的
な
る
経
験
は

そ
れ
自
身
既
に
統
一
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
自
足
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
所
謂
知
る
も
の
（know

er

）
と

知
ら
れ
る
も
の
（object know

n

）
と
の
間
に
成
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
「
認
識
」
も
、
経
験
の
外
に
あ
る
も
の
と
経
験
の
内
に

あ
る
も
の
と
の
間
の
関
係
で
は
な
く
、
実
は
何
れ
も
同
じ
経
験
の
内
に
あ
る
も
の
と
し
て
経
験
の
一
部
分
が
他
の
部
分
を
知
る

関
係
で
あ
る
と
い
う
風
に
、
凡
て
を
経
験
の
内
部
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

解
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
経
験

が
全
体
と
し
て
自
足
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
そ
れ
が
静
止
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は

な
ら
な
い
。事
物
の
真
相
は
ど
こ
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
の
行
動（doing or acting

）の
関
係
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

デ
ュ
ヰ
ー
に
依
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
知
る
者
（K

now
er

）
で
あ
る
前
に
先
ず
為
す
者
（D

oer

）
で
あ
る
。
従
っ
て
単
に
「
知

る
」
と
い
う
態
度
は
決
し
て
根
本
的
或
は
究
極
的
な
立
場
で
は
な
く
、
た
だ
行
き
詰
っ
た
状
態
の
打
開
を
考
案
す
る
場
合
に
暫0

く
立
ち
ど
ま
る

0

0

0

0

0

0

態
度
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
将
来
に
向
っ
て
展
開
す
る
器
具
或
は
道

具
（instrum

ent

）
と
し
て
役
立
つ
の
で
な
け
れ
ば
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
う
。
彼
の
所
謂
器
具
主
義
（Instrum

entalism

）
或

は
真
理
道
具
論
は
、
真
理
が
具
体
的
生
活
に
於
て
働
く
も
の

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
点
に
於
て
、
―
―
そ
れ

は
ア
メ
リ
カ
の
社
会
を
地
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
―
―
確
に
一
つ
の
卓
見
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。真

理
道
具
論
を
説
く
デ
ュ
ヰ
ー
は
、
実
在
の
問
題
に
つ
い
て
は
極
め
て
素
朴
的
で
あ
っ
て
、
学
問
的
考
察
を
全
然
用
い
な
い

常
人
の
世
界
が
そ
の
ま
ま
実
在
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
凡
ゆ
る
学
問
の
研
究
は
、
あ
ら
っ
ぽ
い
・
い
わ
ば
肉
眼
で
よ
く
見
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え
る
姿
の
経
験
に
立
戻
っ
て
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
立
場
に
立
て
ば
、
通
常
―
―
そ

の
本
性
上
個
性
的
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
―
―
共
同
研
究
な
ど
は
不
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
哲
学
の
分
野
に
於
て
も
、
共

同
研
究
が
充
分
可
能
に
な
る
。
而
し
て
此
の
可
能
性
を
事
実
上
誇
示
し
た
も
の
が
、
デ
ュ
ヰ
ー
を
も
含
め
て
八
人
の
学
者
の
共

著
「
創
造
的
知
性
」（“C

reative Intelligence”, 1917

）
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
先
き
既
に
一
九
一
〇
年
に
は
「
六
人
0

0

の
実
在

論
者
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
及
び
第
一
綱
領
」
が
発
表
さ
れ
、
次
い
で
そ
の
翌
々
年
そ
れ
ら
の
人
達
の
共
同
研
究
の
結
果
に
な
る
論
文

集
「
新
実
在
論
」（“N

ew
 Realism

,” 1912

）
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
そ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
七
人
0

0

の
批
判
的

実
在
論
者
達
の
共
同
著
作
「
批
判
的
実
在
論
に
関
す
る
論
文
集
」（“Essays in C

ritical Realism
,” 1920

）
が
公
に
さ
れ
る
に

及
ん
で
、
実
用
主
義
者
・
新
実
在
論
者
・
批
判
的
実
在
論
者
達
は
同
じ
経
験
論
の
立
場
に
立
っ
て
―
―
主
観
的
観
念
論
や
主
知

主
義
や
絶
対
主
義
を
そ
の
共
同
の
敵
と
し
な
が
ら
―
―
し
か
も
互
に
三
巴
に
な
っ
て
討
論
を
開
始
し
、
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
界
は

頓
に
活
気
を
呈
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

新
実
在
論
は
先
ず
、
形
而
上
学
（
哲
学
）
を
認
識
論
か
ら
解
放
せ
よ
、
と
主
張
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
物
の
性
質
は
決
し
て

知
識
の
性
質
の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
事
物
の
姿
を
主
観
的
な
観
点
か
ら
た
だ
直
観
的
に
描
こ
う

と
す
る
態
度
を
排
し
て
、
あ
り
の
ま
ま
を
分
析
し
て
簡
単
な
要
素
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
新
実
在
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
知0

る0

と
い
う
こ
と
も
亦
在
る
0

0

と
い
う
こ
と
の
中
に
起
る
も
の
と
し
て
、
空
間
と
か
数
と
か
物
理
的
性
質
と
か
い
う
も
の
と
全
く
同

列
に
な
っ
て
現
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
通
常
、
知
識
が
あ
れ
ば
そ
こ
に
は
知
る
も
の
（
主
観
）
と
そ
れ
に
対
す
る
知
ら
れ
る

も
の
（
客
観
）
と
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、そ
の
「
そ
こ
に
」
と
い
う
の
は
実
は
両
者
の
関
係
が
保
た
れ
る
「
野
」

（field

）
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
、
そ
の
「
野
」
に
於
て
あ
る
も
の
は
心
的
で
も
な
け
れ
ば
物
的
で
も
な
い
。
そ
れ
は
強
い
て

い
え
ば
「
中
性
的
有
」（neutral entities

）
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
森
羅
万
象
は
之
を
最
も
簡
単
な
要
素
に
ま
で
分
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具
体
的
哲
学
へ
の
途

析
す
れ
ば
、
凡
て
こ
れ
中
性
的
有
で
あ
る
。
凡
て
の
も
の
が
そ
の
根
柢
に
於
て
か
か
る
中
性
的
有
か
ら
成
り
立
つ
も
の
で
あ
れ

ば
こ
そ
、
所
謂
客
観
的
な
自
然
の
観
察
に
つ
い
て
は
勿
論
、
例
え
ば
快
苦
と
い
う
様
な
全
く
主
観
的
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ

い
て
も
、
共
に
語
り
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
互
に
同
感
し
同
情
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
無
機
界
・
有
機
界
・
人
間
界
を

通
じ
て
「
中
性
的
有
」
を
以
て
一
切
を
連
続
的
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
ホ
ル
ト
【Edw

in B
. H

olt, 1873-1946

】
の
中
性
的
一
元
論

と
は
、
か
く
し
て
成
立
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
様
に
、
新
実
在
論
は
一
名
「
汎
客
観
論
」
と
呼
ば
れ
る
位
で
、
知
る
0

0

こ
と
を
在
る
0

0

こ
と
の
一
部
分
に
帰
し
去
っ

て
そ
の
独
立
性
を
認
め
な
い
が
故
に
、
事
物
は
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
・
或
は
知
ら
れ
る
通
り
に
あ
る
と
い
う
の
他
は
な
く
、
か

く
て
は
見
違
い
・
聞
違
い
・
思
違
い
と
い
う
様
な
こ
と
が
説
明
の
し
よ
う
が
な
い
こ
と
に
な
っ
て
、
数
秒
前
の
雷
鳴
・
数
年
前

の
星
の
光
も
現
に
存
在
す
る
も
の
と
簡
単
に
見
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
か
か
る
素
朴
な
見
解
は
、
知
覚
に
与
え
ら
れ
る
も
の

を
性
急
に
そ
の
ま
ま
実
際
の
事
実
で
あ
る
と
き
め
て
し
ま
う
本
能
的
動
物
的
信
仰
に
満
足
を
与
え
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
真
の

知
見
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
が
、
批
判
的
実
在
論
の
出
発
点
で
あ
る
。
批
判
的
実
在
論
者
に
依
れ
ば
、
意

識
に
直
接
現
わ
れ
る
も
の
は
単
に
与
え
ら
れ
る
（given
）
或
は
気
付
か
れ
る
（aw

are

）
と
の
み
い
う
こ
と
の
出
来
る
対
象
で

あ
る
。
そ
の
対
象
は
存
立
（subsist

）
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
て
も
、
存
在
（exist

）
す
る
と
い
う
こ
と
は
出
来
ず
、
ま
し

て
そ
れ
自
身
に
於
て
真
で
あ
る
と
も
偽
で
あ
る
と
も
決
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
真
偽
は
実
用
主
義
的
方
法
に
訴
え
て

き
め
る
の
ほ
か
は
な
い
。
即
ち
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
挙
げ
て
い
る
例
を
か
り
て
い
え
ば
、
若
し
森
の
中
で
道
に
迷
っ
た
人
が
牝
牛
の

足
跡
を
見
出
し
、
そ
れ
を
辿
っ
て
行
け
ば
人
家
に
出
て
乳
を
飲
む
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、
そ
の
方
向
に
進
ん
で
行

っ
て
遂
に
望
を
達
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
考
は
「
人
家
」
と
い
う
有
用
な
事
実
に
ま
で
導
い
て
行
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
っ
て
、、

か
く
し
て
そ
の
考
の
真
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
、
と
に
か
く
一
応
値
打
の
あ
る
案
内
の
機
能

0

0

0

0

0

（the 
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十
世
紀
精
神

function of a leading that is a w
orth w

hile

）
の
中
に
真
理
の
実
体
を
見
出
そ
う
と
す
る
点
に
於
て
、
批
判
的
実
在
論
は
プ
ラ

グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
嫡
子
で
あ
る
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

新
実
在
論
は
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
め
よ
う
と
す
る
の
あ
ま
り
「
汎
客
観
論
」
に
偏
し
て
人
間
自
身
の
存
在
性
を
甚
だ
稀

薄
な
ら
し
め
る
結
果
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
批
判
的
実
在
論
は
一
切
を
わ
れ
わ
れ
の
「
行
動
」
と
の
関

係
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
点
に
於
て
具
体
的
な
人
間
生
活
の
次
元
を
開
拓
し
た
の
で
は
あ
る
が
、し
か
し
「
す
る
」

こ
と
が
予
想
通
り
成
功
し
て
わ
れ
わ
れ
を
満
足
せ
し
め
た
が
故
に
真
理
で
あ
り
、
そ
の
際
「
な
し
」
得
た
と
こ
ろ
に
即
ち
「
あ

る
」
世
界
が
容
認
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
果
し
て
真
理
の
厳
し
さ

0

0

0

と
実
在
の
深
さ
0

0

と
が
つ
く
さ
れ
る
か
ど

う
か
は
、
ま
た
別
問
題
で
あ
る
。
も
の
ご
と
が
実
際
的
な
効
果
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
様
な
世
界
が
、
人
間
精
神
の
生
き
る
唯
一

の
世
界
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間
に
と
っ
て
最
も
根
源
的
な
も
の
は
「
生
」
の
事
実
で
あ
る
。
従
っ
て
人
間
世
界
に
於
け
る

凡
て
の
も
の
は
―
―
哲
学
も
亦
―
―
「
生
」
か
ら
出
て
「
生
」
に
還
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
よ
う
に
「
生
」
の
根
源
性
乃
至
は
自

足
性
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
傾
向
の
思
想
を
広
く
総
称
し
て
「
生
の
哲
学
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
生
の
哲
学
は
確
に
実
存
哲
学
及

び
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と
共
に
、
二
十
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
な
ま
な
ま
し
い
哲
学
思
想
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

た
だ
し
か
し
、
生
の
哲
学
は
「
真
理
を
採
っ
て
生
命
を
捨
て
る
」
か
「
生
命
を
採
っ
て
真
理
を
捨
て
る
」
か
の
二
者
択
一
に

対
し
て
後
者
を
択
ん
だ
ニ
ー
チ
ェ
を
最
も
近
い
先
駆
者
と
す
る
も
の
と
し
て
、
一
般
に
非
学
問
的
で
あ
る
と
い
う
譏
り
を
免
れ

な
い
一
面
を
そ
な
え
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、根
源
的
な
る
生
は
単
に
表
象
の
み
な
ら
ず
衝
動
・

意
志･

感
情
を
も
統
一
し
た
全
体
的
な
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
を
自
然
科
学
的
認
識
の
方
法
に
よ
っ
て
把
捉
し
得
な
い
の
は
勿

論
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
客
観
的
な
表
現
を
―
―
デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
様
に
―
―
追
体
験
（nacherleben

）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
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具
体
的
哲
学
へ
の
途

了
解
（verstehen

）
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
結
局
「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら

0

0

0

0

0

0

0

0

0

了
解
す
る
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
場
合
の
「
了
解
」
の
実
体
を
明
確
に
規
定
す
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
に
生
の
哲
学
は
先
ず
方
法
的
見
地

か
ら
観
て
多
く
の
不
明
確
を
残
す
の
み
な
ら
ず
、
更
に
体
系
的
見
地
か
ら
観
る
な
ら
ば
、
自
然
科
学
の
対
象
界
に
対
し
て
精
神

科
学
の
対
象
界
の
独
立
性
を
主
張
し
前
者
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
後
者
の
構
造
連
関
を
分
析
し
て
之
を
類
型
的
に
記
述
す
る
こ

と
を
以
て
、
哲
学
の
仕
事
は
終
る
べ
き
で
は
な
い
。
哲
学
は
何
よ
り
も
先
ず
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
最
も
原
理
的

な
学
問
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
原
理
と
は
、
い
う
迄
も
な
く
諸
々
の
特
殊
的
な
る
も
の
の
根
柢
に
あ
っ
て
そ
の
核
心

と
し
て
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
。
特
殊
的
な
る
も
の
の
生
命
と
な
っ
て
は
た
ら
か
な
い
様
な
原
理
は
、
そ
れ
自
身
生
命
な
き
原

理
で
あ
り
原
理
に
し
て
原
理
で
は
な
い
。
従
っ
て
、生
き
た
原
理
が
そ
れ
だ
け
で
遊
離
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
、

あ
り
得
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
最
も
原
理
的
な
学
問
で
あ
る
べ
き
哲
学
は
、
そ
れ
だ
け
に
猶
更
却
っ
て
様
々
の
実

証
的
な
る
も
の
と
深
く
結
び
つ
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
若
し
哲
学
が
他
の
諸
々
の
実
証
科
学
の
研
究
と
全
く
無
関
係

に
、
単
な
る
「
生
」
の
世
界
・
精
神
の
世
界
に
の
み
沈
潜
し
て
た
だ
そ
の
深
さ
0

0

を
誇
っ
て
得
々
と
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

哲
学
が
―
―
少
な
く
と
も
学
問
と
し
て
は
―
―
自
ら
墓
穴
を
掘
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
此

の
点
に
於
て
、
前
世
紀
末
か
ら
今
世
紀
の
三
十
年
代
に
迄
及
ぶ
四
十
年
以
上
の
永
い
著
作
活
動
を
通
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
残
し

た
偉
大
な
る
足
跡
は
、
わ
れ
わ
れ
に
多
く
の
も
の
を
教
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
世
紀
後
半
の
め
ざ
ま
し
い
自
然
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
物
質
の
世
界
が
隅
々
ま
で
究
明
せ
ら
れ
そ
の
地
盤
が
い
よ
い
よ
拡

大
強
化
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
か
る
牢
固
た
る
「
物
質
」
に
対
し
て
「
精

神
」
が
如
何
に
し
て
そ
の
独
立
性
と
尊
貴
性
と
を
主
張
し
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
而
し
て
ベ
ル
グ
ソ
ン
が
―
―
凡

て
の
も
の
を
バ
ラ
バ
ラ
に
分
解
し
て
し
ま
う
「
悟
性
」
の
対
象
界
た
る
物
質
の
世
界
に
対
し
て
―
―
知
的
同
感
（sym

pathie 
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intellectualle

）
と
も
い
う
べ
き
「
直
観
」
の
対
象
界
た
る
純
粋
持
続
の
世
界
を
明
確
に
区
別
し
、
そ
れ
が
真
の
実
在
で
あ
る

所
以
を
力
説
し
て
右
の
課
題
に
答
え
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
二
つ
の
世
界
を
夫
々
の
原
理
に
よ
っ

て
成
立
つ
も
の
と
し
て
た
だ
併
立
的
に
提
示
す
る
だ
け
で
は
、
未
だ
問
題
は
解
決
せ
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
ベ

ル
グ
ソ
ン
に
と
っ
て
の
次
の
問
題
は
一
応
領
域
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
夫
々
の
独
立
性
が
認
め
ら
れ
た
物
質
と
精
神
と
が
、

如
何
に
相
互
に
交
渉
し
滲
透
し
合
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
、
高
く
樹
立
さ
れ
た
形
而
上
学
を
経
験
の
地
盤
の

上
へ
も
ち
来
す
こ
と（porter la m

étaphysique sur la terrain de l’expérience

）に
よ
っ
て
形
而
上
学
的
実
証
主
義（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
が
、
一
八
九
六
年
の
「
物
質
と
記
憶
」
に
つ
づ
き

二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
歩
ん
だ
途
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
仏
蘭
西
哲
学
一
般
の
特
色
を
述
べ
た
箇
所

で
い
っ
て
い
る
。「
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
。
そ
し
て
更
に
言
葉
を
続
け
て
い
う
。「
か
か
る
意
味
に
於
て
の
哲
学
は
実
証
科
学
と
同
じ
精
密
さ
を
も

つ
こ
と
が
出
来
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
出
来
る
で
あ
ら
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
は
な
い
け
れ
ど
も
―
―
や
は
り
一
つ
の
大
き
な
総
合
的
な
努
力
（un grand effort synthétique

）

な
の
で
あ
る
、」
と
。（“La Science française,” nouvelle édition, p. 19-20.

）

勿
論
、
綜
合
な
き
分
化
が
盲
目
で
あ
る
様
に
、
分
化
な
き
綜
合
は
空
虚
で
あ
る
。
真
の
綜
合
は
―
―
分
化
を
内
に
含
む
こ
と

に
よ
っ
て
―
―
分
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
そ
れ
だ
け
却
っ
て
そ
の
内
容
を
豊
か
な
ら
し
め
る
様
な
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

而
し
て
か
か
る
意
味
に
於
て
の
綜
合
的
精
神
こ
そ
、
ま
さ
に
二
十
世
紀
の
精
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
哲
学
の
一
環
と
し
て
の
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具
体
的
哲
学
へ
の
途

法
律
哲
学
も
亦
こ
の
線
に
沿
っ
て
哲
学
の
具
体
化
と
健
全
化
と
に
頁
献
し
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か

ら
ば
法
律
哲
学
は
従
来
わ
が
国
に
於
て
如
何
な
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
又
、
私
の
「
社
会
哲
学
と

し
て
の
法
律
哲
学
」
は
い
っ
た
い
何
を
め
ざ
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
四
節　

社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学

法
理
学
・
法
律
哲
学
・
法
哲
学
―
―
此
の
三
つ
の
言
葉
は
、
わ
が
国
に
於
け
る
法
律
哲
学
の
歴
史
の
三
つ
の
時
期

0

0

0

0

0

を
区
分
す

る
と
共
に
、
ま
た
法
律
哲
学
の
性
格
に
つ
い
て
の
三
つ
の
主
張

0

0

0

0

0

を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

即
ち
、
穂
積
陳
重
【1856-1926
】「
法
理
学
講
義
筆
記
」（
明
治
四
十
年
度
）
及
び
穂
積
重
遠
【1883-1951

】「
法
理
学
大
綱
」

（
大
正
六
年
）
が
明
治
か
ら
大
正
初
期
に
亙
る
わ
が
国
の
法
律
哲
学
を
代
表
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、高
柳
賢
三
【1887-1967

】「
法

律
哲
学
」（
昭
和
三
年
）
を
先
頭
と
し
て
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
続
々
現
わ
れ
た
数
々
の
「
法
律
哲
学
」
は
大
正
後
半
か
ら
昭
和

初
期
に
か
け
て
の
法
律
哲
学
の
結
実
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
尾
高
朝
雄
【1899-1956

】「
法
哲
学
」（
昭
和
十
二
年
）

は
現
代
の
清
新
な
る
法
律
哲
学
を
代
表
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

し
か
し
現
在
な
お
わ
が
国
の
大
学
に
は
「
法
理
学
」
の
講
義
が
あ
り
、
ま
た
書
名
と
し
て
も
「
法
理
学
」
の
名
は
決
し
て
全

然
棄
て
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
「
法
理
学
」
が
依
然
と
し
て
愛
称
さ
れ
て
い
る
事
実
の
底
に
は
、
法
律

哲
学
の
性
格
に
つ
い
て
の
一
種
の
主
張
が
潜
在
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
も
そ
も
「
法
理
学
」
な
る
名
は
穂

積
陳
重
博
士
の
創
唱
す
る
と
こ
ろ
、
―
―
即
ち
明
治
三
年
閏
十
月
の
大
学
南
校
規
則
に
「
法
科
理
論
」
と
な
っ
て
お
り
・
明
治

八
年
東
京
開
成
学
校
に
於
て
は
「
法
論
」
と
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
を
、
明
治
十
四
年
に
穂
積
陳
重
博
士
が
担
当
せ
ら
れ
る
に

至
っ
て
「
法
理
学
」
と
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
博
士
に
依
れ
ば
「R

echtsphilosophie

を
邦
訳
し
て
法
律
哲
学
と
し
よ
う
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か
と
も
思
っ
た
が
、
哲
学
と
い
う
と
世
間
に
は
往
々
い
わ
ゆ
る
形
而
上
学
に
限
ら
れ
て
い
る
様
に
も
思
っ
て
い
る
者
も
あ
る
か

ら
、
如
何
な
る
学
派
の
人
が
此
の
学
科
を
受
持
っ
て
も
差
支
無
い
名
称
を
選
ん
で
、
法
理
学
と
し
た
の
で
あ
る
」
が
（「
法
窓

夜
話
」
一
六
八
頁
）、
之
を
受
け
継
い
だ
穂
積
重
遠
教
授
は
更
に
一
歩
を
進
め
て
「
哲
学
な
る
名
称
は
実
験
科
学
と
形
而
上
学
と

を
全
然
別
物
視
せ
る
思
想
の
産
物
に
し
て
誤
解
の
虞
あ
り
」
と
な
し
（「
法
理
学
大
綱
」
五
頁
）、
経
験
に
基
づ
く
実
験
科
学
と

思
考
に
よ
る
形
而
上
学
の
分
界
は
畢
竟
過
渡
的
に
過
ぎ
ず
且
、
思
考
な
き
経
験
は
徒
労
で
あ
り
経
験
な
き
思
考
は
空
想
に
他
な

ら
ぬ
が
故
に
、
先
ず
現
実
的
具
体
的
法
律
現
象
の
研
究
よ
り
は
じ
め
て
次
第
に
法
律
そ
の
も
の
の
根
本
原
理
の
探
究
に
進
む
べ

き
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
を
含
め
て
、
敢
て
「
法
理
学
」
な
る
名
を
用
う
。
而
し
て
、
此
の
流
れ
を
汲
ん
で
今
日
な
お
法
理
学

0

0

0

な

る
名
称
を
―
―
単
に
習
慣
的
に
で
は
な
く
―
―
意
識
的
に
愛
用
す
る
人
々
は
大
体
、
実
定
法
の
研
究
を
基
礎
と
せ
ざ
る
法
律
哲

学
は
空
論
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
主
張
は
確
に
或
る
意
味
に

於
て
永
遠
の
真
理
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
定
法
の
研
究
に
あ
ま
り
に
捉

わ
れ
る
結
果
、
そ
れ
が
単
な
る
法
律
理
論

0

0

0

0

に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
人
々
の
哲
学
的
欲
求
を
満
た
す
こ
と
は
出
来

な
い
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
高
柳
賢
三
教
授
は
、
法
律
科
学
0

0

の
限
界
の
自
覚
の
下
に
、「
法
律
の
真
の
姿
は
法
律
哲
学
的
思
索
な
し
に
之
を
捕

捉
し
得
な
い
」
と
信
じ
て
法
律
哲
学

0

0

0

0

を
提
唱
さ
れ
（「
法
律
哲
学
」
は
し
が
き
三
頁
）、
更
に
三
谷
隆
正
教
授
【1889-1944

】
は

百
尺
竿
頭
一
歩
を
進
め
、
法
律
を
超
え
た
・
い
わ
ば
法
律
形
而
上
学

0

0

0

0

0

0

と
し
て
の
法
律
哲
学
を
さ
え
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
（「
法

律
哲
学
原
理
」
三
頁
）。
勿
論
、「
法
理
学
」
の
愛
好
者
も
「
法
律
哲
学
」
の
提
唱
者
も
、
夫
々
の
主
張
を
概
念
規
定
の
形
で
並

べ
て
比
較
す
れ
ば
、
精
々
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
の
仕
事
の
示
す
と
こ

ろ
は
、
法
理
学
者
が
実
定
法
か
ら
容
易
に
抜
け
出
な
い
の
に
対
し
て
、
法
律
形
而
上
学
者
が
根
本
原
理
へ
の
一
方
的
往
相

0

0

0

0

0

に
偏
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具
体
的
哲
学
へ
の
途

し
て
い
る
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
哲
学
は
一
般
に
、
現
実
よ
り
出
で
て
根

本
に
遡
る
と
共
に
、
又
再
び
現
実
へ
還
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
法
律
哲
学
も
亦
そ
の
例
外
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。尾

高
朝
雄
教
授
の
法
哲
学

0

0

0

な
る
言
葉
は
最
初
、G

esetz

の
「
法
律
」
に
対
しR

echt

を
「
法
」
に
統
一
し
よ
う
と
い
う
清
宮

四
郎
教
授
の
意
見
に
も
と
づ
き
、
更
に
憲
法
上
国
会
に
於
て
制
定
さ
れ
る
狭
い
意
味
の
「
法
律
」
と
の
紛
ら
し
さ
を
避
け
る
た

め
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
趣
味
の
問
題
で
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
は
や
は
り
法
律
哲
学
の
性
格

に
つ
い
て
の
主
張
と
深
慮
が
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
同
教
授
に
依
れ
ば
、
将
来
の
法
律
哲
学
は
も
っ
と
深
く
実
定
法

と
結
び
つ
い
て
民
法
・
刑
法
・
統
制
法
・
国
際
法
な
ど
の
特
殊
実
定
法
領
域
に
つ
い
て
夫
々
の
根
本
問
題
を
哲
学
的
に
省
察
し

て
行
く
必
要
が
あ
り
、
か
く
し
て
法
律
哲
学
が
各
論
0

0

を
も
っ
た
場
合
、
本
論
が
「
法
律
哲
学
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
各
論
は
「
民

法
律
哲
学
」「
刑
法
律
哲
学
」「
国
際
法
律
哲
学
」
と
い
う
よ
う
な
変
な
こ
と
に
な
る
か
ら
、各
論
を
「
民
法
哲
学
」「
刑
法
哲
学
」

「
国
際
法
哲
学
」
と
す
る
た
め
に
は
本
論
を
「
法
哲
学
」
と
し
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
か
、
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
（「
法
哲
学

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
」
―
―
「
法
律
時
報
」
第
十
一
巻
第
十
号
）。

私
は
先
ず
、
法
律
哲
学
の
性
格
に
関
す
る
尾
高
教
授
の
主
張
に
対
し
て
は
、
そ
の
根
本
に
於
て
満
腔
の
共
鳴
を
感
ず
る
こ
と

を
表
明
し
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
同
時
に
、
各
論
を
例
え
ば
「
民
法
哲
学
」
と
す
る
た
め
に
本
論
を
「
法
哲
学
」
と
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
必
然
性
に
つ
い
て
は
、
軽
い
疑
問
を
感
ず
る
こ
と
を
も
附
け
加
え
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
民
法0

哲
学
の
法0

は
民
法

の
法0

で
あ
っ
て
、
法0

哲
学
の
法0

で
は
な
い
。
即
ち
、「
民
法
哲
学
」
は
い
う
迄
も
な
く
「
民
法
の
哲
学
」
で
あ
っ
て
、「
民
の
法

哲
学
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
逆
に
、
本
論
が
た
と
い
「
法
律
哲
学
」
で
あ
っ
て
も
、
各
論
が
「
民
法
律
哲
学
」
と
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
い
わ
れ
は
な
い
。
法
律
と
い
う
言
葉
を
一
般
に
経
済
・
法
律
・
政
治
・
道
徳
な
ど
と
並
べ
る
場
合
の
如
く
極
め
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て
広
い
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、「
法
律
哲
学
」
を
本
論
と
し
て
そ
の
下
に
「
民
法
哲
学
」「
刑
法
哲
学
」「
国
際
法
哲
学
」
な

ど
の
各
論
を
包
括
せ
し
め
て
少
し
も
差
支
な
く
、
―
―
「
法
律
」
と
い
う
言
葉
を
国
会
で
制
定
さ
れ
た
狭
い
意
味
の
法
律
と
感

じ
る
の
は
、
却
っ
て
特
殊
な
感
じ
方
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
―
―
又
わ
が
国
の
名
称
が
通
例
二
字
の
漢
字
で
示
さ
れ
る
場
合

の
多
い
こ
と
を
思
う
と
き
、
経
済
哲
学
・
政
治
哲
学
・
国
家
哲
学
・
道
徳
哲
学
・
芸
術
哲
学
・
宗
教
哲
学
な
ど
と
共
に
む
し
ろ

法
律
哲
学

0

0

0

0

と
い
う
名
の
方
が
、
よ
り
自
然
な
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
此
の
問
題
は
結
局
慣
用
に

よ
っ
て
決
せ
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、私
も
尾
高
教
授
と
共
に「
暫
ら
く
そ
の
帰
趨
を
待
つ
こ
と
と
し
た
い
」と
思
う
。

と
こ
ろ
で
法
律
哲
学
が
そ
の
原
理
的
考
察
の
対
象
と
す
る
法
律
現
象
は
、
い
う
迄
も
な
く
い
わ
ゆ
る
社
会
的
現
実

0

0

0

0

0

の
一
部
分

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
一
部
分
で
あ
る
が
故
に
他
の
部
分
た
る
経
済
現
象
・
政
治
現
象
な
ど
か
ら
一
応
き
り
は
な
し
て
取
扱

う
の
が
当
然
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
法
律
学
の
独
立
性
の
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
、
従
来
な
い
で

は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
第
二
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た
様
に
、
十
九
世
紀
的
文
化
の
特
色
た
る
「
分
化
」
は
畢
竟
、
物

か
ら
遊
離
し
た
精
神
の
所
産
に
他
な
ら
ぬ
。
分
化
が
「
も
の
」
そ
の
も
の
に
存
在
す
る
か
の
如
く
妄
想
す
る
こ
と
は
、
単
に
法

律
学
を
他
の
社
会
科
学
か
ら
き
り
は
な
す
ば
か
り
で
な
く
、
ひ
い
て
は
法
律
現
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
更
に
本
質
と
仮
現
と

を
分
離
し
得
る
か
の
如
く
考
え
る
過
誤
を
犯
さ
し
め
る
。
一
般
に
、
現
実
の
具
体
的
形
態
に
於
け
る
変
化
を
―
―
本
質
と
は
大

し
て
か
か
わ
り
な
き
―
―
仮
現
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
観
、
本
質
的
な
る
も
の
は
そ
れ
と
は
別
に
純
粋
な
形
に
於
て

0

0

0

0

0

0

0

把
握
さ
る
べ
き

も
の
と
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
所
謂
「
純
粋
」
を
冠
せ
ら
れ
る
社
会
科
学
―
―
純
粋
経
済
学
・
純
粋
法
律
学
な
ど
―
―
の
抽
象
性

が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
凡
そ
、
具
体
的
形
態
に
於
け
る
変
化
を
単
に
移
り
ゆ
く
仮
現
に
過
ぎ
ぬ
も
の
と
観
る
こ
と
程
、

社
会
的
現
実
に
対
す
る
認
識
不
足
を
暴
露
す
る
も
の
は
な
い
。
社
会
的
現
実
の
根
本
生
命
は
、
そ
れ
が
歴
史
的

0

0

0

で
あ
る
点
に
存

す
る
。
歴
史
的
な
ら
ざ
る
社
会
的
現
実
は
、単
に
空
想
さ
れ
た
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
歴
史
に
は
単
な
る
仮
現
0

0

は
な
い
。
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具
体
的
哲
学
へ
の
途

従
っ
て
ま
た
遊
離
不
変
の
本
質
も
な
い
。
動
き
行
く
も
の
は
凡
て
こ
れ
文
字
通
り
実
現
0

0

で
あ
る
。
社
会
的
現
実
は
つ
ね
に
か
か

る
見
地
か
ら
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
の
み
、
社
会
科
学
は
そ
の
現
実
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
の
直
面
す
る
現
実
の
最
も
著
し
い
特
徴
は
、
そ
れ
が
単
に
お
の
ず
か
ら
動
き
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
し
て

力
強
く
動
か
さ
れ
0

0

つ
つ
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
曾
て
は
需
要
供
給
の
原
則
に
よ
っ
て
ひ
と
り
で
に
調
節
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

た
経
済
現
象
も
、
今
日
に
於
て
は
も
は
や
簡
単
に
自
律
性
を
も
つ
も
の
と
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
。
そ
の
反
面
、
曾
て
政
治
学
の

領
域
に
於
て
、
政
治
現
象
が
国
家
現
象
に
尽
き
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
換
言
す
れ
ば
国
家
の
ほ
か
に
な
お
政
治
現
象
と
呼

ば
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
ど
う
か
が
論
争
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
今
日
に
於
て
は
そ
の
論
争
自
体
が
既
に
過
去
の

も
の
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
の
観
点
そ
の
も
の
が
「
公
」
の
関
係
と
「
私
」
の
関

係
と
は
別
個
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
ロ
ー
マ
法
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
、
わ
れ
わ
れ
の
現
に
直
面
し
て
い
る
社
会

的
現
実
の
特
質
は
、
そ
こ
に
於
て
は
「
私
」
の
関
係
と
「
公
」
の
関
係
と
が
―
―
単
に
外
面
的
部
分
的
に
接
触
す
る
の
み
で
は

な
く
し
て
―
―
相
互
に
内
面
的
に
滲
透
し
合
う
点
に
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
い
ロ
ー
マ
法
的
な
観

点
に
於
て
私
的
関
係
の
公
的
関
係
化
（
例
え
ば
私
法
の
公
法
化
）
が
主
張
せ
ら
れ
た
に
し
て
も
、若
し
「
公
」
の
関
係
と
「
私
」

の
関
係
と
は
本
来
0

0

二
者
択
一
の
関
係
に
あ
る
べ
き
も
の
と
い
う
観
念
が
根
本
前
提
と
な
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
公
的
関
係
は
私
的

関
係
に
対
し
て
所
詮
一
時
0

0

・
仮
り
に

0

0

0

・
外
か
ら

0

0

0

制
限
を
加
え
得
る
に
と
ど
ま
る
の
ほ
か
な
く
、
か
く
て
は
今
日
の
「
生
き
た
法
」

の
精
神
を
き
わ
立
っ
て
具
現
す
る
社
会
法
特
に
労
働
法
の
特
質
な
ど
は
到
底
理
解
さ
る
べ
く
も
な
い
。
即
ち
、
ロ
ー
マ
法
的
世

界
の
姿
を
社
会
的
現
実
の
本
来
の
原
型

0

0

0

0

0

と
す
る
思
想
に
支
配
さ
れ
て
い
る
限
り
、
現
代
の
動
く
法
の
姿
即
ち
現
実
の
真
相
を
把

握
す
る
に
は
全
く
縁
遠
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
社
会
法
は
単
な
る
公
法
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
単
な
る
私

法
で
も
な
い
。
公
法
が
私
法
の
中
に
滲
透
し
・
私
法
が
公
法
の
中
に
滲
透
す
る
も
の
こ
そ
、
ま
さ
に
社
会
法
に
他
な
ら
ぬ
。
勿
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社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学

論
、「
社
会
法
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
と
っ
て
見
れ
ば
、
畢
竟
一
つ
の
特
別
法
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

し
か
し
一
般
法
は
社
会
の
推
移
に
従
い
常
に
特
別
法
の
形
を
以
て
分
解
し
、
そ
の
特
別
法
の
中
に
一
見
例
外
的

0

0

0

に
示
さ
れ
た
新

法
理
こ
そ
、
や
が
て
次
の
時
代
の
一
般
法
を
創
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
き
、
社
会
法
の
具
現
す
る
公
私
の
内
面
的
滲
透

0

0

0

0

0

0

0

0

の
究
明
こ
そ
、
社
会
的
現
実
を
対
象
と
す
る
現
代
の
学
問
に
と
っ
て
最
も
根
本
的
な
課
題
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く

し
て
法
律
哲
学
も
、
そ
れ
が
真
に
現
代
的
意
義
を
主
張
し
得
る
た
め
に
は
、
問
題
を
社
会
的
現
実
の
真
相
究
明
に
ま
で
掘
り
下

げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
即
ち
、
私
が
「
社
会
哲
学
と
し
て
の
法
律
哲
学
」
を
唱
え
る
所
以
で
あ
る
。
し
か

も
、
そ
れ
は
決
し
て
単
な
る
法
律
学
体
系
の
一
部
分
た
る
こ
と
を
以
て
甘
ん
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
社
会
の
姿
は
と
り
も
な
お

さ
ず
人
間
自
身
の
姿
に
他
な
ら
ず
、
社
会
的
現
実
の
真
相
を
究
明
す
る
こ
と
は
人
間
存
在
を
通
し
て
一
般
に
存
在
そ
の
も
の
の

真
相
の
究
明
へ
の
途
に
つ
な
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
意
味
に
於
て
、
此
の
貧
し
き
試
論
も
私
に
と
っ
て
は
哲
学
的
思
索
へ

の
首
途
た
ら
ん
こ
と
を
念
願
し
て
や
ま
な
い
の
で
あ
る
。
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人
は
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

人
は
自
然
の
子
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
人
が
単
に
自
然
に

0

0

0

生
れ
る
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自0

然
か
ら

0

0

0

生
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
自
然
に
生
れ
る
こ
と
」
に
自
然
の
中
に
於
て
生
れ
る
こ
と

と
し
て
実
は
単
に
「
成
る
こ
と
」
の
別
名
に
す
ぎ
ず
、
そ
こ
に
は
た
だ
自
然
の
部
分
的
変
形
が
見
出
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
人

は
た
だ
一
度
此
の
世
に
生
れ
て
来
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
確
に
出
生
も
死
亡
も
た
だ
一
回
限
り
の
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
一
回
性
と
い
う
こ
と
も
、
そ
の
底
に
種
の
連
続
性
が
横
た
わ
っ
て
い
る
限
り
、
そ

こ
に
は
少
し
も
独
自
性
と
い
う
意
味
は
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
直
線
的
連
続
的
時
間
上
の
一
時
点
に
出
現
し
、
そ
れ
か
ら
或
る
間

隔
を
お
い
て
他
の
時
点
に
消
滅
す
る
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。
畢
竟
そ
れ
は
自
然
の
中
の
一
つ
の
小
さ
な
移
り
変
り
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
る
。
自
然
の
成
り
行
き
に
ま
か
せ
る
限
り
、
そ
こ
に
は
未
だ
勝
義
の
人
間
は
生
れ
な
い
の
で
あ
る
。

自
然
の
中
に
埋
没
す
る
生
物
体
と
し
て
の
人
の
ほ
か
に
人
間
と
し
て
の
人
が
誕
生
す
る
た
め
に
は
、
人
は
自
然
か
ら
0

0

生
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
自
然
か
ら
生
れ
る
と
は
、
自
然
か
ら
離
れ
自
然
に
背
く
こ
と
で
あ
る
。
既
に
人
間
が
四
つ
の
脚
を
以
て
地
面
を
這

う
こ
と
を
や
め
て
後
脚
の
み
を
以
て
地
上
に
立
ち
上
っ
た
と
き
、
人
間
は
も
は
や
大
地
に
背
く
も
の
自
然
の
叛
逆
者
た
る
べ
き

運
命
を
背
負
わ
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
自
然
に
背
く
こ
と
は
決
し
て
自
然
か
ら
絶
縁
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
、

自
然
に
そ
む
き
自
然
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
然
と
い
う
も
の
が
識
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
宛
も
山
中
に
あ
る
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人
は
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ

も
の
は
そ
の
山
を
識
ら
ず
、
山
を
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
全
貌
が
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
自
然
は
自
然
を

出
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
識
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。「
母
な
る
自
然
」
に
そ
む
く
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
そ
の
大
い
な
る
力
と

深
い
愛
と
を
体
験
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
確
に
人
間
に
の
み
与
え
ら
れ
た
尊
い
特
権
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

所
謂
自
然
主
義
と
雖
も
そ
れ
が
一
つ
の
主
義
と
し
て
自
覚
的
に
主
張
せ
ら
れ
る
限
り
、
ひ
と
た
び
は
必
ず
自
然
か
ら
離
れ
て

先
ず
自
己
と
自
然
と
を
一
応
対
立
せ
し
め
、
―
―
外
見
上
は
自
己
を
自
然
の
一
部
と
し
て
自
然
の
中
に
没
入
せ
し
め
る
が
如
き

貌
を
呈
し
な
が
ら
―
―
実
は
却
っ
て
自
然
を
、
し
か
も
そ
れ
を
他
の
も
の
と
の
生
き
た
連
関

0

0

0

0

0

（
一
）
か
ら
ひ
き
は
な
し
て
、
我
が

物
と
し
て
簒
奪
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
此
の
意
味
に
於
て
自
然
主
義
こ
そ
最
も
自
然
を
殺
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
自
然
を
完
全
に
纂
奪
し
た
と
思
う
と
き
、
人
は
即
ち
自
己
を
自
然
化
し
従
っ
て
自
己
を
完
全
に

殺
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
然
を
何
等
か
の
意
味
に
於
て
生
か
す
こ
と
な
く
し
て
、
人
は
自
己
を
生
か
す
こ
と
は
出
来
ぬ
。
自

然
を
生
か
す
そ
の
「
深
さ
」
だ
け
、
そ
れ
だ
け
人
は
自
己
を
生
か
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
自
然
主
義
と
は
反

対
に
、
自
然
か
ら
ひ
き
は
な
さ
れ
た
所
謂
「
価
値
」
の
み
を
力
説
す
る
当
為
主
義（
二
）に

対
し
て
も
、「
生
か
ら
の
隔
り
」
の
不
満

の
声
が
放
た
れ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

（
一
）
此
の
「
生
き
た
連
関
」
と
は
勝
義
の
「
現
実
」
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
次
節
に

於
て
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
当
為
主
義
と
い
う
言
葉
は
異
様
に
響
く
か
も
知
れ
ぬ
。
私
は
一
般
に
凡
そ
「
主
義
」
と
い
う
も
の
は
、
部
分
を
全
体
と
し
て
、

主
張
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
卑
近
な
例
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
野
菜
料
理
は
副
食
物
の
一
部
分
を
な
す

も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
以
て
副
食
物
の
全
部
と
な
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
所
謂
菜
食
主
義
が
成
り
立
つ
。
更
に
又
、「
認
識
」
が

心
理
的
側
面
と
論
理
的
側
面
と
を
包
含
す
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
、
そ
の
心
理
的
側
面
の
究
明
の
み
を
以
て
認
識
の
問
題
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を
解
決
し
得
た
も
の
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
、
認
識
論
上
の
心
理
主
義
が
成
り
立
つ
。
同
様
に
、
当
為
が
「
現
実
」
の
一
契
機
を
な

す
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
当
為
を
以
て
「
現
実
」
の
全
般
を
蔽
わ
し
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
主
張

に
対
し
て
当
為
主
義
な
る
名
を
冠
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
理
で
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
自
然
の
奴
隷
と
も
な
ら
ず
、
し
か
も
自
然
か
ら
遊
離
も
せ
ず
し
て
、
人
間
を
自
然
と
共
に
生
か
す
途
と
し
て
は
、

何
よ
り
も
先
ず
実
践
に
よ
る
自
然
の
止
揚
が
挙
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
自
然
的
な
る
も
の
（
過
去
的
限
定
）
と
当
為
的

な
る
も
の
（
未
来
的
限
定
）
と
の
板
挟
み
の
た
だ
中
に
身
を
置
き
な
が
ら
、
し
か
も
無
限
の
深
さ
よ
り
湧
き
出
ず
る
決
断
力
に

よ
っ
て
両
者
の
飛
躍
的
統
一
を
実
現
す
る
「
行
為
」
に
於
て
こ
そ
、
真
に
生
き
た
個
性
自
覚
的
な
人
間
が
生
れ
る
と
共
に
、
自

然
的
な
る
も
の
も
単
な
る
そ
の
過
去
性
を
脱
し
て
現
在
に
そ
の
生
命
力
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
得
る
も
の
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ

る
。
誠
に
個
性
的
な
る
も
の
に
於
て
こ
そ
、
衝
動
的
な
る
自
然
と
自
覚
的
な
る
人
間
と
が
矛
盾
即
統
一
的
に
一
体
を
な
す
も
の

と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
於
て
は
死
ぬ
こ
と
は
生
き
る
こ
と
で
あ
り
、
生
き
る
こ
と
は
死
ぬ
こ
と
で
あ
る
。

此
の
生
死
一
如
の
瞬
間
現
在
に
於
て
こ
そ
、
非
連
続
即
連
続
の
人
生
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
神
と
獣
と
の
中
間

に
位
す
る
人
間
が
有
限
相
対
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
無
限
絶
対
を
憧
れ
て
精
進
す
る
姿
に
他
な
ら
ぬ
。
個
性
的
な
る
も

の
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
他
の
も
の
に
よ
っ
て
は
お
き
替
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
非
通
約
的
な
る
も
の
の
創
造
を
そ
の
生
命
と

す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
当
然
他
者
と
の
悲
劇
的
な
対
立
を
形
づ
く
る
運
命
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
否
、
個
性
自
覚
的

な
る
も
の
は
根
源
的
に
は
自
己
自
身
の
中
に
最
も
激
し
い
対
立
を
以
て
迫
る
他
者
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
創
造
は
そ
れ
故
に
つ

ね
に
苦
悩
と
相
即
す
る
。
し
か
し
苦
悩
と
相
即
す
る
故
に
こ
そ
、
人
は
却
っ
て
深
い
喜
び
を
見
出
し
生
き
甲
斐
を
感
じ
得
る
の

で
あ
ろ
う
。
か
か
る
個
性
的
創
造
の
行
わ
れ
る
世
界
が
先
ず
真
実
在
の
世
界
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
来
自
覚
的
な
る
人
間

に
と
っ
て
は
或
る
意
味
に
於
て
必
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。



35

第
六
節　
「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」

し
か
し
翻
っ
て
虚
心
坦
懐
に
現
実
を
直
視
す
る
に
、
か
く
の
如
く
全
く
異
質
的
な
る
も
の
が
動
的
に
交
錯
す
る
劇
的
な
場
面

が
、
決
し
て
人
間
の
住
む
唯
一
つ
の
世
界
な
の
で
は
な
い
。
一
方
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
個
人
差
を
機
構
的
連
関
の
中
に
吸
収
し

て
「
平
均
人
」
と
し
て
行
動
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
方
に
於
て
は
恩
讐
の
彼
方
に
無
我
の
境
地
を
体
験
し
得
る
場
合
も
全
然

無
い
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
前
者
は
単
な
る
日
常
性
の
世
界
で
あ
り
後
者
は
稀
に
恵
ま
れ
る
瞬
間
で
あ
る

と
し
て
そ
の
実
在
性
を
稀
薄
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
現
実
に
忠
な
る
所
以
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
若
し
真
実
在
と

い
う
言
葉
を
「
最
も
強
く
はウ
ィ
ル
ク
リ
ッ
ヒ

た
ら
く
も
の
【w

irklich

】」
と
い
う
意
味
に
解
す
る
な
ら
ば
、
恐
ら
く
目
的
主
義
者
は
目
的
の
実

現
に
最
も
役
立
つ
も
の
を
、
人
格
主
義
者
は
個
性
自
覚
的
な
人
格
を
、
信
仰
生
活
者
は
絶
対
愛
の
境
地
を
、
そ
れ
ぞ
れ
真
実
在

と
呼
ぶ
の
に
躊
躇
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
先
ず
率
直
に
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
若
し
、
真
実

在
を
「
最
も
具
体
的
な
る
も
の
」
―
―
即
ち
凡
て
の
も
の
を
契
機
と
し
て
内
に
包
含
統
一
す
る
も
の
―
―
の
意
味
に
解
す
る
な

ら
ば
、
信
仰
生
活
者
の
説
く
絶
対
愛
の
境
地
こ
そ
正
に
真
実
在
の
名
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
前
二
者
の
主
張
す
る
も
の
は
何

れ
も
そ
の
契
機
の
一
つ
を
形
づ
く
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
か
か
る
契
機
を
凡
て
包
含
統
一
す

る
最
も
具
体
的
な
真
実
在
は
、
凡
て
の
も
の
を
夫
々
固
有
の
位
置
に
於
て
在
ら
し
め
る
最
高
の
実
在
と
し
て
、
自
然
か
ら
生
れ

た
人
間
の
当
然
帰
り
行
く
べ
き
魂
の
故
郷

0

0

0

0

で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
ら
ば
再
び
最
初
に
還
っ
て
、
そ
も
そ
も
人
が
自
然
に
生

れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
に
そ
む
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
事
態

を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
六
節
　「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」

人
は
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
と
き
、
一
応
は
、
人
が
自
然
か
ら
脱
け
出
て
人
の
世
と
し
て
の
世
界
に
入
ら
ね
ば
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自
然
と
人
間

な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
自
然
0

0

と
世
界
0

0

な
る
出
来
上
っ
た
二
つ
の
領
域
的
な

る
も
の
が
先
ず
在
っ
て
、
而
し
て
後
に
一
方
か
ら
他
方
へ
人
が
移
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
な
ら
ぬ
。
世
界
を
は
な
れ
て
人
が
あ

り
得
な
い
よ
う
に
、
人
を
は
な
れ
て
世
界
が
そ
れ
自
体
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
―
―
普
通
よ
く
い
わ
れ
る
よ
う
に
―

―
「
人
は
歴
史
的
世
界
の
中
へ
産
み
落
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
、
そ
の
歴
史
的
世
界
を
予
め
与
え
ら
れ
た
一
つ
の

場
面
の
如
き
も
の
と
考
え
て
は
な
ら
ぬ
。
歴
史
的
世
界
は
決
し
て
人
間
に
と
っ
て
単
な
る
所
与
で
は
な
い
。
所
謂
「
自
然
界
」

と
い
う
も
の
は
何
処
に
も
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、「
歴
史
的
世
界
」
も
亦
何
処
に
も
与
え
ら
れ

て
は
い
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
は
決
し
て
手
を
拱
い
て
歴
史
的
世
界
の
中
へ
入
っ
て
行
く
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

自
然
界
の
所
与
性
を
無
自
覚
的
に
前
提
す
る
こ
と
が
自
然
主
義
的
立
場
の
臆
断
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
全
く
同
じ
意

味
に
於
て
、
歴
史
的
世
界
を
人
が
そ
の
中
で
生
れ
そ
の
中
で
は
た
ら
き
そ
の
中
で
死
ん
で
行
く
既
成
の
場
面
で
あ
る
か
の
如
く

主
張
す
る
の
は
、
歴
史
主
義
的
立
場
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
臆
断
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
む
し
ろ
、
そ
の
存
在
す
る
場

面
と
し
て
一
定
の
も
の
を
も
た
ず
従
っ
て
そ
の
在
り
方
が
一
定
し
な
い
と
こ
ろ
に
、
人
間
存
在
の
根
本
特
質
が
見
究
め
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
今
、
人
は
決
し
て
手
を
拱
い
て
歴
史
的
世
界
の
中
へ
入
っ
て
行
く
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
人
が
単
な
る
成
り
行
き
に
身
を
委
せ
る
の
み
で
は
、
未
だ
歴
史
的
に
生
き
る
も
の
に
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
生
き
る
た
め
に
は
、
人
は
「
成
り
行
き
」
か
ら
一
応
身
を
断
ち
き
っ
て
何
等

か
の
意
味
に
於
て
主
体
的
に
は
た
ら
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
否
、
厳
密
に
い
え
ば
、「
成
り
行
き
」
か
ら
身
を
断
ち
き
っ
て
而
し
て

0

0

0

後
に
0

0

主
体
的
に
は
た
ら
く
の
で
は
な
い
。
主
体
的
に
は
た
ら
く
こ
と
を
は
な
れ
て
、
成
り
行
き
か
ら
身
を
脱
す
る
術
は
な
い
。

従
っ
て
主
体
的
に
は
た
ら
く
こ
と
と
成
り
行
き
か
ら
脱
け
出
る
こ
と
と
は
即
ち
同
時
で
あ
る
。
此
の
主
体
的
な
は
た
ら
き
の
原
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初
的
な
形
態
を
通
念
に
従
っ
て
「
つ
く
る
こ
と
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
は
つ
く
る
こ
と
に
於
て
自
然
か
ら
0

0

生
れ
て
歴
史
的
に
生

き
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
か
く
い
う
こ
と
は
決
し
て
、
人
間
を
所
謂
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
【hom

o faber

工
作
人
】
と

し
て
観
念
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
マ
ク
ス
・
シ
ェ
ー
ラ
ー
に
依
れ
ば
、
西
洋
の
文
化
圏
内
に
於
け
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ホ
モ
・
フ

ァ
ベ
ル
の
思
想
は
、
―
―
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
思
想
が
人
間
と
動
物
と
を
峻
別
す
る
の
と
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
―
―
、

人
間
を
「
た
だ
特
殊
な
動
物
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
も
の
」
と
観
る
自
然
主
義
的
な
立
場
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
此

の
立
場
に
於
て
は
他
の
凡
て
の
動
物
と
全
く
同
一
の
要
素
・
力
及
び
法
則
が
、
人
間
の
場
合
に
は
た
だ
一
層
複
雑
な
結
果
を
伴

っ
て
、
は
た
ら
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る（
一
）。
し
か
し
か
く
の
如
く
人
間
を
「
た
だ
特
に
高
度
に
発
達
せ
る
生
物
」

と
把
握
す
る
こ
と
は
、
人
間
を
未
だ
人
間
な
ら
ざ
る
状
態
に
於
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
未
だ
勝

義
の
人
間
を
把
握
せ
ざ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
単
な
る
衝
動
的
生
命（
二
）の
立
場
に
と
ど
ま
る
限
り
、
人
間
は
自
己
を
特
に

他
の
も
の
か
ら
区
別
す
べ
き
何
も
の
を
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
そ
の
「
物
質
と
記
憶
」
に
於

て
、
実
生
活
に
完
全
に
適
合
し
た
行
動
の
人

0

0

0

0

を
、
単
に
刺
戟
に
対
し
て
直
接
的
反
作
用
を
以
て
応
ず
る
衝
動
の
人

0

0

0

0

か
ら
区
別
し
、

且
後
者
を
下
等
動
物
と
同
一
視
し
て
い
る（
三
）。

直
接
的
反
作
用
た
る
衝
動
が
外
的
刺
戟
の
単
な
る
延
長
に
過
ぎ
な
い
以
上
、
衝
動

の
人
と
下
等
動
物
と
の
間
に
何
の
区
別
も
認
め
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
人
間
と
し
て
の
独

自
性
を
主
張
し
得
る
た
め
に
は
、
単
な
る
動
物
的
生
命
に
は
還
元
し
つ
く
す
こ
と
の
出
来
な
い
何
物
か
が
つ
け
加
わ
ら
ね
ば
な

ら
ぬ
。
か
く
し
て
、
凡
て
の
も
の
を
受
動
的
な
素
材
と
能
動
的
な
形
相
と
に
分
け
て
考
え
る
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
か
か
る
人
間
独

特
の
形
相
を
も
と
め
て
「
理
性
」
を
発
見
し
た
。
誠
に
理
性
は
凡
ゆ
る
民
族
凡
ゆ
る
階
級
の
相
異
を
超
越
す
る
も
の
と
し
て
、

ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
思
想
は
永
く
西
洋
文
化
の
主
流
的
伝
統
を
形
づ
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
理
性
が
民
族

と
階
級
と
を
超
越
し
て
全
人
類
を
包
越
し
得
る
か
の
如
く
見
え
る
の
は
、
個
々
の
人
間
の
中
に
は
た
ら
く
理
性
が
―
―
カ
オ
ス
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自
然
と
人
間

を
コ
ス
モ
ス
に
ま
で
形
成
す
る
―
―
全
宇
宙
的
な
理
性
と
原
理
上
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
見
做
さ
れ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
人
間
を
超
時
間
的
な
永
遠
の
世
界
へ
昇
華
せ
し
め
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
思
想
は

人
間
を
動
物
か
ら
区
別
す
る
と
共
に
、
人
間
固
有
の
世
界
を
素
通
り
し
て

0

0

0

0

0

、
遥
か
彼
方
の
永
遠
の
世
界
に
ま
で
連
れ
去
る
の
で

あ
る
。
勿
論
「
理
性
」
的
永
遠
の
世
界
に
も
―
―
単
な
る
静
止
し
た
秩
序
ば
か
り
で
な
く
―
―
運
動
が
あ
る
こ
と
は
あ
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
永
遠
の
運
動
は
実
は
無
限
の
循
環
に
す
ぎ
ず
、
一
層
広
い
範
囲
に
於
て
之
を
観
ず
る
な
ら
ば
畢
竟
静
止
に
他
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
本
性
上
、
理
性
の
世
界
に
人
間
の
歴
史
は
之
を
索
む
べ
く
も
な
い
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
永
い
思

想
史
的
伝
統
に
於
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
は
じ
め
て
「
発
展
」
の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
歴
史
を
ひ
ら
い
た
と
い

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
所
謂
「
自
由
の
意
識
に
於
け
る
進
歩
」
が
目
的
論
的
発
展
で
あ
る
限
り
「
一
切
は
既
に
与
え
ら
れ
て
い

る（
四
）」
の
で
あ
り
、
人
間
は
た
だ
定
ま
っ
た
筋
書
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
演
ず
る
操
人
形
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
時

に
は
そ
の
筋
書
か
ら
は
ず
れ
た
場
面
が
演
出
さ
れ
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
畢
竟
「
理

性
の
狡
智
」
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
歴
史
は
理
性
の
歴
史
で
は
あ
っ
て
も

人
間
の
歴
史
で
は
な
い
。
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
が
歴
史
以
前
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
歴
史
を
見

失
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
の
も
と
め
る
「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の
人
間
は
、
か
か
る
歴
史
以
前
の
も
の

で
も
、
ま
た
歴
史
を
見
失
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
）M

ax Scheler: Philosophische W
eltanschauung, S. 19ff.

（
二
）
ホ
モ
・
フ
ァ
ベ
ル
の
思
想
一
言
で
つ
く
せ
ば
、
人
間
をTriebw

esen
【
欲
求
存
在
】
と
観
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。vgl. 

Scheler: ibid., S. 28.

（
三
）H

enri B
ergson: M

atière et M
ém

oire, p. 168.

【『
物
質
と
記
憶
』】
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る
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の
」
と
「
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も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」

（
四
）
ベ
ル
グ
ソ
ン
は
目
的
論
を
批
評
し
て
い
う
。「
目
的
論
は
―
―
例
え
ば
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
於
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
―
―
極
端
な

形
に
於
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
う
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
‥
‥
‥
機
械
論
的
仮
説
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
目
的
論
に
於
て
も
亦“ tout est donné”

【
す

べ
て
は
与
え
ら
れ
て
い
る
】
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
於
て
の
目
的
論
は
畢
竟
さ
か
さ
ま

に
さ
れ
た
機
械
論
（m

écanism
e à rebours

）
に
他
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
全
く
同
じ
要
請
の
下
に
立
つ
。
両
者
の
異
な
る
点
は
、
わ
れ

わ
れ
の
有
限
な
る
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
知
性
の
光
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
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
導
こ
う
と
す
る
点
に
相
違
が
あ
る
だ
け

で
あ
る
」（L’Evolution C

réatrice, p. 42-43.

）【『
創
造
的
進
化
』】。

し
か
ら
ば
、
人
が
つ
く
る
こ
と
に
於
て
自
然
か
ら
生
れ
て
歴
史
的
に
生
き
る
も
の
と
な
る
と
い
う
の
は
、
如
何
な
る
こ
と
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
動
物
も
亦
巣
を
つ
く
っ
て
生
活
を
営
ん
で
お
り
、
そ
の
器
用
さ
は
屡
々
驚
嘆
に
値
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
は

あ
る
ま
い
か
。
動
物
が
生
活
を
営
む
こ
と
と
人
間
が
生
活
を
営
む
こ
と
と
は
、
い
っ
た
い
何
処
に
本
質
的
な
相
異
が
あ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

動
物
は
直
接
0

0

食
慾
を
そ
そ
る
餌
を
巧
妙
に
捕
捉
し
、
直
接
0

0

生
命
を
脅
か
す
敵
を
敏
捷
に
回
避
す
る
で
あ
ろ
う
。
動
物
の
行
動

を
決
定
す
る
も
の
は
、
つ
ね
に
直
接
的
原
因
で
あ
る
。
成
程
、
動
物
の
中
に
も
遠
き
将
来
を
慮
っ
て
先
ず
巣
を
つ
く
り
次
い
で

食
糧
を
貯
蔵
す
る
か
の
如
く
見
え
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
が
人
間
の
立
場
か
ら
附
与
す
る

解
釈
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
に
も
動
物
は
た
だ
直
接
0

0

本
能
的
に
動
い
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
本
能
の
本

能
た
る
所
以
は
そ
れ
が
終
始
、
有
機
体
の
一
部
分
た
る
器
官
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
従
っ
て
本
能
的
行

動
と
は
畢
竟
単
な
る
有
機
体
の
活
動
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
高
等
動
物
の
中
に
は
本
能
的
活
動
の
ほ
か
に
、
明
ら
か
に
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自
然
と
人
間

或
る
程
度
の
智
能
の
発
達
を
物
語
る
よ
う
な
動
作
を
示
す
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
猿
が
踏
台
様
の
も
の
を
用
い
て

自
己
の
身
長
を
高
く
し
、
更
に
棒
切
れ
を
以
て
そ
の
手
を
一
層
長
く
す
る
場
合
な
ど
。
し
か
し
そ
の
場
合
に
も
踏
台
は
自
然
的

器
官
と
し
て
の
足
の
単
な
る
補
い
で
あ
り
、
棒
切
れ
は
同
じ
く
自
然
的
器
官
と
し
て
の
手
の
単
な
る
延
長
で
あ
る
こ
と
が
見
逃

さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
自
然
的
器
官
の
単
な
る
延
長
に
す
ぎ
な
い
も
の
を
用
い
る
智
能
は
実
は
そ
れ
自
身
、
自
然
的
器
官
と
密
接

に
結
び
つ
い
た
本
能
の
単
な
る
延
長
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
本
能
の
線
を
い
か
に
延
長
し
て
も
、
そ
こ
に
異
質
的
な
る
も
の

が
出
現
す
る
筈
は
な
い
。
単
な
る
自
然
的
有
機
的
連
関
の
中
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
未
だ
勝
義
の
人
間
の
世
界
は
ひ

ら
け
て
来
な
い
の
で
あ
る
。

単
な
る
自
然
的
有
機
的
連
関
の
中
に
と
ど
ま
る
以
上
、
自
己
と
距
離
を
お
い
て

0

0

0

0

0

0

対
立
す
る
何
物
も
な
い
。
動
物
に
と
っ
て
環

境
は
直
接
生
命
を
養
う
環
境
で
あ
り
、
ま
た
直
接
生
命
を
脅
す
環
境
で
あ
る
。
直
接
性
は
動
物
的
環
境
の
根
本
特
質
を
な
す
も

の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。動
物
は
自
己
と
距
離
を
お
い
て
対
立
す
る「
客
体
」を
未
だ
識
ら
な
い
の
で
あ
る
。そ
れ
は
所
謂「
客
体
」

が
決
し
て
自
然
に
在
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
手
を
拱
い
て
成
り
行
き
に
身
を
ま
か
せ
る
限
り
、
そ
こ
に

は
主
体
も
な
け
れ
ば
客
体
も
な
い
。
主
体
的
な
は
た
ら
き
―
―
そ
の
原
初
的
な
形
態
と
し
て
の
「
つ
く
る
こ
と
」
に
於
て
、
は

じ
め
て
「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の
主
体
と
同
時
に
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
客
体
が
成
立
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
「
つ
く
る
」
は
た
ら
き
は
単
に
成
り
行
き
の
方
向
に
沿
う
た
は
た
ら
き
で
あ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
勿

論
、
人
は
自
然
を
無
視
し
て
何
事
も
な
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
写
真
が
う
つ
る

0

0

0

の
は
光
線
と
い
う
自
然
力

に
由
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
光
線
が
写
真
0

0

を
う
つ
す
の
で
は
な
い
。
写
真
が
う
つ
る
た
め
に
は
、
光
線
は
適
当
に

屈
折
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
光
線
の
屈
折
は
、
自
然
に
従
い
つ
つ
し
か
も
自
然
の
方
向
と
は
逆
の
方
向
か
ら
の
限
定
を
加

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
写
真
器
が
自
然
的
器
官
（instrum

ent naturel

）
か
ら
区
別
せ
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六
節　
「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」

ら
れ
て
人
工
的
機
関
（instrum

ent fabriqué

）
と
呼
ば
れ
る
場
合
、
そ
の
「
自
然
」
と
「
人
工
」
と
の
相
異
は
ま
さ
に
此
の
限

定
の
方
向
が
逆
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
一
般
に
、
成
る
が
ま
ま
の
も
の
で
は
な
く
、
も
の
の
あ
る
べ
き
姿
・
形
を
イ
デ
ア

と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
人
は
つ
く
る
こ
と
に
於
て
イ
デ
ア
を
見
、
イ
デ
ア
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
つ
く
る
は
た
ら
き
へ
駆
り
立

て
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
つ
く
る
こ
と
と
見
る
こ
と
と
の
相
即
は
イ
デ
ア
が
未
来
か
ら

0

0

0

0

語
り
か
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
基
づ
く
の
で
あ
る
。
単
に
過
去
か
ら

0

0

0

0

一
方
的
に
限
定
す
る
自
然
的
限
定
は
、
た
だ
「
推
し
進
め
る
」
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ

ろ
う
。
未
来
か
ら
語
り
か
け
る
も
の
に
し
て
は
じ
め
て
一
歩
々
々
つ
く
る
こ
と
に
於
て
つ
ね
に
あ
ら
た
な
姿
・
形
を
見
究
め
さ

せ
、
あ
ら
た
な
姿
・
形
を
見
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
更
に
あ
ら
た
な
つ
く
る
は
た
ら
き
へ
駆
り
立
て
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

人
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
は
、
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

も
の
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
―
―
過
去
的
自
然
的
限
定
に
対
す
る
逆
限
定
と

し
て
の
―
―
未
来
的
イ
デ
ア
的
限
定
を
体
現
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
質
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（
一
）。

（
一
）
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
も
は
や
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
未
来
的
イ
デ
ア
的
限
定
を
体
現
し
な
く
な
っ
た
場
合
、そ
れ
は
既
に
「
つ

く
ら
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
性
格
を
喪
失
し
て
、
単
な
る
自
然
物
の
一
つ
に
顛
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
般
に
単
な
る

0

0

0

過
去
性
へ
の
顛
落
は
、
自
然
性
へ
の
顛
落
に
他
な
ら
ぬ
。

も
の
を
つ
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
然
的
限
定
と
は
逆
の
方
向
よ
り
イ
デ
ア
的
限
定
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
再

構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
連
続
性
を
特
質
と
す
る
自
然
的
有
機
的
連
関
の
中
へ
最
初
の
非
連
続
性

0

0

0

0

0

0

0

が
齎
ら
さ
れ
る
。

客
体
と
し
て
の
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
が
主
体
と
し
て
の
「
つ
く
る
も
の
」
か
ら
距
離
を
お
い
て
対
立
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。

つ
く
る
と
い
う
こ
と
が
逆
の
方
向
よ
り
限
定
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
デ
ア
的
限
定
に
さ
か

ら
う
自
然
は
そ
の
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
と
し
て
の
性
格
を
は
じ
め
て

0

0

0

0

（
一
）
鮮
明
に
際
立
た
せ
て
来
る
の
で
あ
る
。
つ
く

る
は
た
ら
き
が
な
さ
れ
る
以
前
の
自
然
―
―
即
ち
原
自
然

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
も
の
は
、
未
だ
如
何
な
る
明
確
な
輪
郭
を
も
有
た
な
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一
章　

自
然
と
人
間

い
も
の
な
の
で
あ
る
。「
古
事
記
」
に
「
夫
れ
混
元
既
に
凝
り
て
、
気
象
未
だ
効あ
ら

わ
れ
ず
、
名
も
な
く
為わ
ざ

も
無
し
、
誰
か
そ
の

形
を
知
ら
む
」
と
い
わ
れ
、
或
は
又
「
旧
約
聖
書
」
に
「
地
は
定か
た
ち形
な
く
曠む
な
し空
く
し
て
黒や

み暗
淵わ
だ

の
面
に
あ
り
」【
旧
約
第
一
章
】

と
語
ら
れ
る
な
ど
、
何
れ
も
宇
宙
発
生
物
語
（K

osm
ogonie

）
の
形
に
於
て
原
自
然
の
姿
を
述
べ
た
も
の
と
観
る
こ
と
が
出

来
る
で
あ
ろ
う
。
更
に
宇
宙
発
生
物
語
か
ら
宇
宙
理
論
（K

osm
ologie

）
の
方
向
へ
深
く
分
け
入
っ
た
プ
ラ
ト
ー
ン
は
か
か
る

原
自
然
を
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
或
は
「
コ
ー
ラ
」
の
か
た
ち
に
於
て
観
念
し（
二
）之

を
「
彷
徨
う
原
因
」
と
呼
ぶ
。
而
し
て
「
凡
て
生
誕

は
暗
黒
よ
り
光
明
へ
の
生
誕
で
あ
る
」
と
考
え
る
シ
ェ
リ
ン
ク
は
、
此
の
プ
ラ
ト
ー
ン
の
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
を
「
波
立
ち
沸
き
か

え
る
海
原
」
に
比
し
て
い
る
の
で
あ
る（
三
）。

人
間
が
つ
く
る
こ
と
に
於
て
生
れ
る
以
前
の
原
自
然
の
姿
を
、
こ
れ
よ
り
一
層
適
切

に
表
現
す
る
こ
と
は
恐
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
自
然
は
し
か
し
、
か
か
る
原
自
然
の
姿
の
ま
ま
で
い
つ
ま
で
も
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
原
自
然
の
状
態
に
と
ど
ま
る
限
り
、
歴
史
は
永
久
に
は
じ
ま
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
そ
れ
と
共
に
原
自
然
が

ま
さ
に
原
自
然
た
る
所
以
も
そ
の
意
味
を
喪
失
す
る
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
凡
そ
歴
史
が
生
み
出
さ
れ
る
限
り
、
そ
し
て
原

自
然
が
そ
の
歴
史
の
形
成
に
重
要
な
る
一
役
を
演
ず
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
自
然
は
そ
の
性
格
を
一
新
し
て
歴
史
の
舞
台
へ
登

場
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。「
ヒ
ュ
レ
ー
」
を
「
彷
徨
う
原
因
」
と
呼
ぶ
プ
ラ
ト
ー
ン
は
又
、
此
の
世
界
が
「
必
然
と
理

性
が
一
緒
に
は
た
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
」
生
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
し
か
も
そ
れ
は
「
必
然
が
理
性
の
説
得
に
服
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
」
な
の
で
あ
る（
四
）。

わ
れ
わ
れ
は
此
の
場
合
、
理
性
に
よ
っ
て
説
得
さ
れ
る
も
の
が
「
彷
徨
う
原
因
」
で
は
な

く
し
て
「
必
然
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
イ
デ
ア
的
限
定
に
さ
か
ら
う
も
の
は
、
も
は
や
暗
黒
の
中

に
無
方
向
に
荒
れ
狂
う
梅
原
の
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
或
る
一
定
の
方
向
か
ら
の
一
種
の
必
然
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
そ

れ
は
未
だ
近
世
的
な
意
味
に
於
て
の
合
法
則
的
必
然
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
合
法
則
的
必
然
は
所
謂
対
象
的
自
然
の
特

性
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
、
遥
か
に
後
に
現
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
対
象
的
自
然
の
現
わ
れ
る
前
に
、
自
然
は
歴
史
の
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第
六
節　
「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」

基
体
を
な
す
基
体
的
自
然
と
し
て
そ
の
姿
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
合
法
則
的
必
然
と
し
て
限
定
さ
れ
る
以
前
に
、
イ
デ
ア
的
限

定
に
さ
か
ら
う
も
の
と
し
て
の
基
体
的
自
然
は
、
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
を
以
て
い
え
ば
、
最
も
適
当
に
―
―
或
る
力
を
以
て
迫
る

―
―
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
と
呼
ば
れ
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
か
く
し
て
「
つ
く
る
」
と
い
う
同
一
の
は
た
ら
き
に

於
て
、
主
体
と
し
て
の
「
つ
く
る
も
の
」
と
客
体
と
し
て
の
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
が
距
離
を
お
い
て
対
立
す
る
ば
か
り
で

な
く
、
同
時
に
又
基
体
と
し
て
の
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
が
そ
の
姿
を
鮮
明
に
示
す
こ
と
と
な
る
。
而
し
て
此
の
主
体
と

客
体
と
基
体
、
即
ち
「
つ
く
る
も
の
」
と
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
と
の
三
つ
の
も
の
の
動
的
連

関
こ
そ
所
謂
「
現
実
」
の
内
容
を
形
づ
く
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
か
か
る
現
実
は
い
っ
た
い
如
何
な
る

論
理
的
連
関
を
も
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）
原
自
然
か
ら
人
間
の
世
界
が
誕
生
す
る
系
図
を
形
而
上
的
歴
史
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
か
か
る
形
而
上
的
歴
史
そ
の
も
の
が
人
間
の

世
界
と
共
に
は
じ
め
て

0

0

0

0

誕
生
す
る
の
で
あ
る
。か
り
に
人
間
の
世
界
と
何
の
関
わ
り
も
な
き
単
な
る
自
然
が
想
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
単
な
る
瞬
間
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
歴
史
的
世
界
に
先
立
つ
如
何
な
る
世
界
も
な
い
。
し
か
も
歴
史

的
世
界
は
刻
々
原
自
然
か
ら
誕
生
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
プ
ラ
ト
ー
ン
が
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」
の
中
で
素
材
と
場
所
と
を
同
じ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
と
述
べ
て

い
る
（Phys. IV. 209b

）。

（
三
）Schelling: D

as W
esen der m

enschlichen Freiheit, Phil. B
ibl. B

d. 197, S. 31f.

【Philosophische U
ntersuchungen über das 

W
esen der m

enschlichen Freiheit und die dam
it zusam

m
enhängenden G

egenstände

】

（
四
）Platon: Tim

aios, St. 48.

【
プ
ラ
ト
ン
全
集
１
２
（
岩
波
書
店1975
）】

プ
ラ
ト
ー
ン
が
こ
こ
で
主
題
的
に
論
じ
て
い
る
の
は
、
い
う
迄
も
な
く
宇
宙
の
成
り
立
ち
で
あ
っ
て
、
人
間
の
歴
史
の
成
り
立
ち
で
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自
然
と
人
間

は
な
い
。
此
の
人
間
の
歴
史
を
も
宇
宙
の
歴
史
の
中
へ
含
ま
し
め
て
考
え
る
ギ
リ
シ
ャ
的
思
想
の
制
限
は
、
勿
論
充
分
自
覚
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。

第
七
節
　
存
在
連
関
（
類
―
種
―
個
）
と
意
味
連
関
（
普
遍
―
特
殊
）

一
般
に
存
在
は
判
断
の
形
に
於
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
判
断
の
最
も
純
粋
な
形
式
は
包
摂
判
断
で
あ
る
が
故

に
、
包
む
普
遍
と
包
ま
れ
る
特
殊
と
の
関
係
が
存
在
の
論
理
的
構
造
を
形
づ
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
普
遍
―
特
殊
の
包
摂

関
係
は
確
に
意
味
の
連
関
を
示
す
も
の
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
果
し
て
現
実
の
存
在
構
造
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
個
人
と
国
家
と
は
、
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
普
遍
―
特
殊
の
包
摂
論
理
の
立
場
よ
り
之
を

観
れ
ば
、
個
人
と
は
特
殊
の
特
殊
化
の
極
限
で
あ
り
普
遍
に
対
す
る
限
定
が
特
殊
を
経
て
そ
の
極
個
人
に
至
る
と
考
え
ら
れ
る

と
同
時
に
、
個
人
よ
り
出
発
す
れ
ば
特
殊
も
亦
一
つ
の
普
遍
で
あ
り
そ
の
普
遍
化
の
極
が
人
類
全
体
に
他
な
ら
な
い
が
故
に
、

現
実
の
国
家
が
多
数
の
特
殊
国
家
に
分
か
れ
て
い
る
の
は
単
な
る
消
極
的
制
限
に
と
ど
ま
り
、
本
質
的
に
は
人
類
全
的
を
包
容

す
る
人
類
国
家
を
形
成
す
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
考
え
方
に
於
て
は
特
殊
は
類
と
個
と
に
対
し
、
単
に

類
よ
り
は
特
殊
的
で
あ
っ
て
個
よ
り
は
普
遍
的
な
中
間
者
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
特
殊
の
特
殊
た
る
独
自
性
は
見
失
わ
れ
る
の

他
は
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
、
一
般
に
分
類
に
於
て
類
と
種
と
個
の
形
づ
く
る
階
層
的
系
統
を
そ
の
ま
ま
人
類
と
特
殊
国
家
と
個

人
と
の
関
係
に
あ
て
は
め
よ
う
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
て
は
凡
て
特
殊
的
な
る
も
の
は
単
な
る
過
渡

性
以
上
の
何
物
を
も
主
張
し
得
な
い
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
単
な
る
過
渡
点
と
し
て
の
多
く
の
特
殊
的
な
る
も
の

を
経
て
全
体
と
個
体
と
が
連
続
的
に
つ
な
が
る

0

0

0

0

0

0

0

0

結
果
は
、
個
体
が
全
体
の
特
殊
的
限
定
の
極
限
と
考
え
ら
れ
逆
に
又
全
体
が
個

体
の
普
遍
的
拡
充
の
制
限
と
見
做
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
個
人
主
義
的
原
子
観
が
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
此
の
個
人
主
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義
的
原
子
観
と
は
畢
竟
、
近
世
市
民
社
会
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
核
心
を
な
す
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
理
想
型
化
さ
れ
た
市
民
社
会

は
か
く
の
如
き
構
造
を
も
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
単
に
観
念
的
に
つ
く
ら
れ
た
市
民
社
会
は
、

生
き
た
人
間
社
会
の
抽
象
的
一
面
以
上
の
何
も
の
で
も
な
く
、
力
と
力
と
が
相
対
抗
す
る
関
係
を
抜
き
に
し
て
、
生
き
た
人
間

の
社
会
が
現
実
に
あ
り
得
る
筈
は
な
い
。
し
か
も
力
と
力
と
の
対
抗
関
係
が
単
な
る
包
摂
論
理
の
よ
く
把
握
し
得
る
と
こ
ろ
で

な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

生
き
た
現
実
は
決
し
て
単
な
る
包
む
も
の
と
包
ま
れ
る
も
の
と
の
包
摂
的
関
係
の
み
に
よ
っ
て
成
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
単

な
る
意
味
の
連
関
は
確
に
包
摂
の
関
係
と
し
て
把
握
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
包
摂
論
理
を
以
て
直
ち
に
生
き
た
現
実
の

構
造
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
意
味
連
関
の
論
理
と
存
在
連
関
の
論
理
と
を
無
雑
作
に
混
同
せ
る
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
か
か
る
混
同
の
由
っ
て
来
る
と
こ
ろ
は
、
普
遍
―
特
殊
の
連
関
が
判
断
の
全
称
・
特
称
・
単
称
の
三
種
類

に
対
応
し
て
一
般
―
特
殊
―
単
一
の
連
関
と
し
て
観
念
さ
れ
、
而
し
て
そ
れ
と
類
―
種
―
個
の
連
関
と
が
単
な
る
形
の
上
の
類

似
に
よ
っ
て
同
一
視
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
個
が
単
一
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
種
は
単
な
る
特
殊
で
は

な
く
又
類
は
単
な
る
一
般
で
は
な
い
。
否
、
厳
格
に
い
え
ば
、「
単
一
」
に
何
も
の
か
が
加
わ
っ
て
「
個
」
と
な
り
「
特
殊
」

に
何
も
の
か
が
加
わ
っ
て
「
種
」
と
な
り
「
一
般
」
に
何
も
の
か
が
加
わ
っ
て
「
類
」
と
な
る
の
で
は
な
く
し
て
、
二
つ
の
連

関
は
一
応
0

0

全
然
そ
の
在
り
方
を
異
に
す
る
も
の
と
し
て
、
夫
々
の
特
質
が
先
ず
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即

ち
、
一
般
―
特
殊
―
単
一
の
連
関
が
そ
れ
自
体
と
し
て
は
外
延
的
包
摂
の
静
態
的
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
類
―
種
―
個
の

連
関
は
そ
れ
自
体
が
既
に
存
在
構
造
に
於
け
る
力
的
対
立
の
動
態
的
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
力
的

対
立
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
て
類
と
種
と
個
の
三
肢
0

0

の
連
関
が
成
立
つ
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
動
か
ず
し
て
静

止
す
る
類
と
種
と
個
の
三
肢
的
連
関
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
静
止
す
る
も
の
は
死
せ
る
も
の
で
あ
り
、
死
せ
る
類
は
類
に
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し
て
類
に
あ
ら
ず
、
種
に
し
て
種
に
あ
ら
ず
、
個
に
し
て
個
で
は
な
い
。
静
止
せ
る
も
の
の
間
に
は
、
正
当
な
る
意
味
に
於
け

る
三
肢
0

0

の
連
関
は
成
り
立
た
ぬ
。
そ
こ
に
は
包
む
も
の
と
包
ま
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
而
し
て
包
む
も
の

を
普
遍
と
い
い
包
ま
れ
る
も
の
を
特
殊
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
静
態
的
連
関
は
実
は
普
遍
―
特
殊
の
関
係
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

所
謂
「
一
般
―
特
殊
―
単
一
」
の
連
関
に
於
け
る
「
特
殊
」
の
内
実
は
「
多
数
の
単
一
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、又
「
単
一
」

は
「
一
特
殊
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
か
く
し
て
特
殊
―
単
一
の
関
係
が
比
較
的
狭
い
範
囲
に
於
て
の
普
遍
―
特
殊
の
関

係
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
一
般
―
特
殊
―
単
一
は
決
し
て
夫
々
独
自
性
を
も
っ
た
三
肢
の
対
立
関
係
で
は
な
く
し
て
、
た
だ

程
度
を
異
に
し
て
つ
な
が
る
普
遍
―
特
殊
の
関
係
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
凡
そ
「
意
味
」
と
称

せ
ら
れ
る
も
の
は
、
特
殊
が
普
遍
の
中
へ
包
摂
せ
ら
れ
、
普
遍
が
特
殊
に
自
己
を
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
単
な
る
特

殊
、
単
な
る
普
遍
は
何
も
の
を
も
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
殊
と
普
遍
の
結
び
つ
き
に
「
意
味
」
が
成
り
立
つ
。
こ
れ
即
ち

わ
れ
わ
れ
が
普
遍
―
特
殊
の
連
関
を
意
味
の
連
関
と
呼
び
、
そ
れ
を
類
―
種
―
個
の
存
在
構
造
の
連
関
か
ら
一
応
区
別
す
る
所

以
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
「
現
実
」
は
単
な
る
存
在
で
は
な
く
し
て
同
時
に
意
味
を
も
つ
。
所
謂
「
無
意
味
」
な
現
実
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、

実
は
そ
こ
に
期
待
さ
れ
た
意
味
・
意
欲
さ
れ
た
意
味
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
般
に
如

何
な
る
意
味
も
含
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
期
待
さ
れ
た
意
味
が
実
現
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
に

そ
う
い
う
意
味
が
実
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
現
実
」
な
る
も
の
は
存
在

構
造
の
連
関
の
中
へ
意
味
の
連
関
が
内
含
さ
れ
実
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
成
り
立
つ
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

存
在
構
造
の
連
関
は
類
―
種
―
個
の
動
的
連
関
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
、
類
と
い
う
も
の
、
種
と
い
う
も
の
、
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個
と
い
う
も
の
が
先
ず
存
在
し
て
、
而
し
て
後
に
相
互
に
連
関
を
形
づ
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
実
が
成
り
立
つ
前
に
、

類
や
種
や
個
が
夫
々
独
立
し
て
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
之
を
逆
に
い
え
ば
、
現
実
は
決
し

て
現
実
以
前
の
も
の
即
ち
現
実
な
ら
ぬ
も
の
の
結
合
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。「
歴
史
は
た
だ
歴
史

か
ら
」「
社
会
は
た
だ
社
会
か
ら
」
と
称
せ
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。
そ
れ
は
宛
も
い
の
ち
な
き
も
の
を
如
何
に
結
合
し
て
も
い

の
ち
あ
る
も
の
が
成
り
立
た
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
い
の
ち
あ
る
も
の
は
一
挙
に
生
れ
一
挙
に
死
ぬ
の
ほ
か
は
な
い
。
生
物

的
生
命
か
ら
人
間
的
生
命
へ
の
飛
躍
に
つ
い
て
も
事
情
は
全
く
同
様
で
あ
る
。
生
物
的
生
命
が
い
か
に
複
雑
に
な
り
い
か
に
精

妙
に
な
っ
て
も
、
そ
の
方
向
線
上
を
歩
む
限
り
永
劫
に
人
間
に
達
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
人
間
は
瞬
間
毎
に
生
れ
る
可
能
性
を

も
つ
と
共
に
、
又
瞬
間
毎
に
死
ぬ
可
能
性
を
も
つ
。
か
か
る
危
機
の
上
に
人
間
存
在
が
成
り
立
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ

の
歴
史
的
社
会
的
現
実
も
亦
創
造
と
消
滅
へ
の
危
機
の
上
に
成
り
立
つ
。
従
っ
て
厳
密
に
は
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
が
あ
る
0

0

と

い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
。
現
実
は
あ
ら
し
め
ら
れ
る
か
然
ら
ず
ん
ば
消
滅
す
る
か
の
何
れ
か
で
あ
っ
て
、
あ
ら
し
め
る
「
は
た
ら

き
」
の
な
い
と
こ
ろ
即
ち
姿
を
消
す
の
ほ
か
は
な
い
か
ら
で
あ
る（
一
）。

わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
「
つ
く
る
」
と
い
う
同
一
の
は
た
ら

き
に
於
て
主
体
と
し
て
の
「
つ
く
る
も
の
」
と
客
体
と
し
て
の
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
と
基
体
と
し
て
の
「
お
の
ず
か
ら
成
る

も
の
」
と
が
同
時
に
分
明
と
な
り
、
し
か
も
此
の
三
つ
の
も
の
の
動
的
連
関
こ
そ
所
謂
「
現
実
」
の
内
容
を
形
づ
く
る
も
の
に

他
な
ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
も
つ
く
る
は
た
ら
き
以
前
の
も
の
は
、「
彷
徨
う
原
因
」
と
呼
ば
れ
「
波
立
ち
沸
き
か
え
る

海
原
」
に
比
せ
ら
れ
る
の
ほ
か
な
き
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
現
実
は
右
の
主
体
と
客
体
と
基
体
の
動
的
連
関
と
同
時
に
成
立

し
、
此
の
三
つ
の
も
の
は
現
実
と
同
時
に
そ
の
内
容
た
る
動
的
連
関
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
。
か
く
し
て
主
体
と

客
体
と
基
体
の
三
つ
の
も
の
は
現
実
の
三
契
機

0

0

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
存
在

構
造
の
連
関
は
類
―
種
―
個
の
動
的
連
関
で
あ
り
、そ
の
中
に
実
現
さ
る
べ
き
意
味
の
連
関
は
普
遍
―
特
殊
の
連
関
で
あ
っ
た
。
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此
の
二
種
の
連
関
と
現
実
の
三
契
機
た
る
主
体
と
客
体
と
基
体
と
は
、
し
か
ら
ば
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）
私
が
第
六
節
に
於
て
「
自
然
界
の
所
与
性
を
無
自
覚
的
に
前
提
す
る
こ
と
が
自
然
主
義
的
立
場
の
臆
断
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
と
全
く
同
じ
意
味
に
於
て
、
歴
史
的
世
界
を
人
が
そ
の
中
で
生
れ
そ
の
中
で
は
た
ら
き
そ
の
中
で
死
ん
で
行
く
既
成
の

0

0

0

場
所
で
あ

る
か
の
如
く
主
張
す
る
の
は
歴
史
主
義
的
立
場
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
臆
断
で
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。

先
ず
最
初
に
見
失
わ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
つ
く
る
主
体
と
つ
く
ら
れ
た
客
体
と
お
の
ず
か
ら
成
る
基
体
と
が
決
し
て
平

面
に
静
止
し
た
包
摂
的
連
関
を
な
す
も
の
で
は
な
く
し
て
、
力
的
対
立
の
動
的
連
関
を
形
づ
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

も
そ
の
三
肢
の
連
関
は
決
し
て
無
限
に
め
ぐ
る
単
な
る
三
つ
巴
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
人
が
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
こ
と
を
述
べ
た
。
即
ち
、
人
が
自
然
か
ら
生
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
が
人
か
ら
生
れ
る
の
で
は
な
い
。
何
人
も
否
神
す

ら
も
此
の
順
序
を
逆
転
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
そ
れ
を
、
三
肢
な
る
が
故
に
三
つ
巴
の
無
限
の
廻
転
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
か
の
如
く
考
え
る
の
は
、
現
実
に
は
た
ら
く
こ
と
か
ら
身
を
ひ
い
て
、
単
に
描
か
れ
た
構
造
を
眺
め
て
い
る
か
ら
に
他
な

ら
ぬ
。
繰
返
し
て
い
う
、
人
は
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
場
合
、
つ
く
る
こ
と
に
於
て
生
れ
る
主
体
が
「
個
」
と
呼

ば
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
母
胎
た
る
基
体
は
当
然
「
種
」
と
名
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
主
体
と

し
て
の
つ
く
る
も
の
が「
現
実
」の
個
的
契
機
で
あ
る
の
に
対
し
て
、基
体
と
し
て
の
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
は
同
じ
く「
現
実
」

の
種
的
契
機
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
く
し
て
残
る
客
体
と
し
て
の
つ
く
ら
れ
た
も
の
が
現
実
の
類
的
契
機
を
形
づ
く
る
と

い
う
こ
と
は
、
如
何
に
し
て
い
い
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
は
イ
デ
ア
的
限
定

を
体
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
現
実
」
の
中
に
は
た
ら
く
類
的
な
る
も
の
は
、
そ
れ
以
外
に
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
は
観
念
と
し
て
描
か
れ
た
単
な
る
普
遍
と
、
現
実
に
は
た
ら
く
類
的
契
機
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
。
つ
く
る
は
た
ら
き
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に
即
し
て
基
体
か
ら
主
体
と
同
時
に
生
れ
る
客
体
、
し
か
も
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
し
て
絶
え
ず
主
体
と
一
定
の
距
離
を
お
い
て

つ
く
る
も
の
と
し
て
の
主
体
に
喚
び
か
け
る
客
体
、
―
―
か
か
る
客
体
よ
り
ほ
か
に
現
実
の
一
契
機
と
し
て
は
た
ら
く
類
的
な

る
も
の
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
現
実
の
個
的
契
機
は
主
体
と
し
て
の
つ
く
る
も
の
で
あ
り
、
種
的
契
機
は
基
体

と
し
て
の
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
類
的
契
機
は
客
体
と
し
て
の
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
現
実
は
つ
ね
に
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
り
、
無
意
味
な
現
実
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
実
は
既
に
そ
う

い
う
意
味
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
現
実
か
ら
遊
離
し
た
意
味
は
あ
っ
て
も
（
例
え
ば
論
理
及
び
数
理
の
領
域
）、
意
味
を

も
た
な
い
現
実
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
ら
ば
普
遍
―
特
殊
の
意
味
の
連
関
は
、
右
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
現
実
の
構

造
の
中
へ
如
何
な
る
形
に
於
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ら
う
か
。

歴
史
的
社
会
的
現
実
は
つ
ね
に
特
殊
的
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
歴
史
的
社
会
的
現
実
と
呼
ば

れ
る
も
の
が
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
一
定
の
位
置
づ
け
か
ら
離
れ
て
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
き
る
も
の
で
は
な
く

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
実
が
そ
れ
ぞ
れ
特
殊
の
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
所

謂
「
非
本
来
的
」
と
称
せ
ら
れ
る
日
常
生
活
の
世
界
も
、
決
し
て
意
味
の
稀
薄
な
も
の
で
は
な
く
、
況
ん
や
無
意
味
な
も
の
で

は
な
い
。
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
均
一
の
料
金
で
市
電
或
は
市
バ
ス
を
自
由
に
利
用
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
均
一
の
コ
ス
ト
で

自
由
に
濶
歩
出
来
る
領
域
が
自
然
界
の
何
処
に
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
又
、
左
側
通
行
が
励
行
さ
れ
て
い
る
限
り
、
人
と

人
或
は
乗
物
と
乗
物
と
が
衝
突
す
る
よ
う
な
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
得
な
い
。
か
か
る
秩
序
を
わ
れ
わ
れ
は
自
然
の
何
処
に
見
出

し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
「
日
常
性
」
の
名
の
下
に
徒
ら
に
卑
下
し
て
は
な
ら
ぬ
。
日
常
性
の
世
界
の
中
に
あ
る

こ
と
は
決
し
て
単
な
る
自
然
的
存
在
に
堕
す
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
客
体
的
普
遍

0

0

0

0

0

の
中
に
摂
せ
ら
れ
る
所
謂
日
常
生
活

の
世
界
こ
そ
、
先
ず
人
間
の
誇
る
べ
き
偉
大
な
る
創
作
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。（
此
の
場
合
「
客
体
的
」
が
「
対
象
的
」
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自
然
と
人
間

と
同
義
で
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。）客
体
的
普
遍
の
中
へ
自
己
を
失
う
こ
と
を
極
度
に
卑
し
み
、た
だ
空
な
る「
創

造
」
の
美
名
の
下
に
自
己
陶
酔
に
陥
れ
る
エ
ゴ
イ
ス
ト
の
中
に
、
い
か
に
多
く
の
な
ま
の

0

0

0

自
然
性
が
醜
く
目
に
立
つ
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
個
性
の
発
揮
を
冀
望
す
る
前
に
、
先
ず
自
己
を
客
体
的
普
遍
の
中
へ
失
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

尤
も
客
体
的
普
遍
の
中
へ
自
己
を
失
う
一
特
殊
と
し
て
の
在
り
方
そ
の
も
の
は
、
い
う
迄
も
な
く
、
本
来
自
覚
的
た
る
こ
と

を
生
命
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
窮
極
の
在
り
方
で
は
あ
り
得
な
い
。
つ
く
ら
れ
た
客
体
の
中
に
実
現
さ
れ
た
普
遍
は
、
個
性
自

覚
的
な
実
践
に
よ
っ
て
、
つ
く
る
も
の
と
し
て
の
主
体
の
方
へ
戦
い
と
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
実
現
さ
れ
た
主
体
的
普

0

0

0

0

遍0

の
世
界
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
のR

eich der Zw
ecke

【
目
的
の
王
国
】
の
如
く
単
に
複
数
のZw

ecke

が
相
並
立
す

る
状
態
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
が
自
己
の
個
性
を
自
覚
す
れ
ば
す
る
程
、
人
と
人
と
を
結
び
つ
け
る
有

の
媒
介
は
次
第
に
そ
の
影
を
ひ
そ
め
て
、
人
は
自
己
の
立
つ
地
盤
が
無
限
に
狭
ま
っ
て
行
く
の
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
そ

れ
は
無
数
に
多
く
の
絶
対
他
者
が
相
互
に
無
限
の
深
淵
を
距
て
て
対
峙
す
る
世
界
で
す
ら
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
極
、
各
自
が

立
つ
べ
き
地
盤
を
全
く
失
い
足
下
に
横
た
わ
る
絶
対
の
無
に
直
面
す
る
と
き
、主
体
的
普
遍
の
世
界
が
姿
を
か
き
消
す
と
共
に
、

人
は
再
び
母
な
る
自
然
の
懐
の
中
へ
抱
き
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
単
に
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
と
し
て
の
基
体
的
自
然
は
、
イ

デ
ア
的
限
定
に
さ
か
ら
う
も
の
と
し
て
、
む
し
ろ
無
数
の
種
差
を
生
む
も
の
で
あ
ろ
う
。
お
の
ず
か
ら
成
る
世
界
は
誠
に
千
差

万
別
の
世
界
で
あ
る
。
今
や
主
体
的
精
進
の
途
を
行
き
つ
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
を
完
全
に
撥
無
し
去
っ
た
と
き
、
忽
然
と

し
て
呼
び
還
え
さ
れ
る
―
―
高
次
の
基
体
の
も
つ
普
遍
と
し
て
の
―
―
基
体
的
普
遍

0

0

0

0

0

の
世
界
に
於
て
は
、
人
間
は
一
様
に
―
―

無
を
媒
介
と
す
る
―
―
「
は
ら
か
ら
」
と
し
て
凡
ゆ
る
差
別
と
恩
讐
を
超
越
し
て
、最
も
根
源
的
に
愛
し
合
う
こ
と
が
出
来
る
。

自
然
は
人
間
に
差
別
を
与
え
人
間
を
ひ
き
離
す
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
又
最
も
深
く
人
間
を
結
び
つ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

客
体
的
普
遍
の
世
界
か
ら
主
体
的
普
遍
の
世
界
へ
、
而
し
て
最
後
に
基
体
的
普
遍
の
世
界
へ
、
―
―
人
間
は
低
き
自
然
か
ら
生
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れ
て
高
き
自
然
へ
還
っ
て
行
く
べ
き
運
命
を
、
否
使
命
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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始
原

人
は
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
人
は
独
り
で
生
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
は
人
の
間
へ
生
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て「
人

間
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
又
、
そ
の
「
人
の
間
」
な
る
も
の
も
決
し
て
既
に
出
来
上
っ
た
も
の
と
し
て
予
め
そ
こ
に
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
。
人
は
「
人
の
間
」
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
人
の
間
」
へ
生
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ

て
若
し
人
の
間
の
全
体
を
社
会
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
社
会
0

0

と
人
間
0

0

と
い
う
二
つ
の
も
の
が
別
々
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
又
そ
の
先

後
が
問
わ
る
べ
き
で
は
な
く
し
て
社
会
の
誕
生
と
人
間
の
誕
生
と
は
相
即
同
時
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
意
味
に
於

て
、
人
間
は
本
来
「
社
会
的
存
在
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
面
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
足
が
地
面
を
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
身
体
を
媒
介
と
し
て
自
然
物

と
も
密
接
不
可
分
の
関
係
を
も
つ
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
物
を
は
な
れ
て
は
成
立
た
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
「
人
の
間
」
の

世
界
も「
自
然
物
」の
世
界
か
ら
遊
離
し
て
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
勿
論
、自
然
物
の
中
に
埋
没
し
て
し
ま
っ
て
い
る
限
り
、

未
だ
固
有
の
意
味
に
於
て
の
人
間
の
誕
生
は
な
い
。
人
は
む
し
ろ
自
然
に
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の

場
合
自
然
に
背
く
と
い
う
の
は
、
実
は
自
然
に
背
を
向
け
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
一
応
自
然
と
対
立
し
且
つ
自
然
に
従
い
つ

つ
却
っ
て
自
然
を
従
わ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
「
も
の
を
つ
く
る
」
は
た
ら
き
に
於
て
の
み
、
人
間
が
生
れ
る

こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
も
の
を
つ
く
る
は
た
ら
き
に
於
て
人
間
は
生
れ
、
人
の
間
を
つ
く
る
こ
と
に
於
て
人
間
と
な
る

―
―
そ
の
「
も
の
を
つ
く
る
こ
と
」
と
「
人
の
間
を
つ
く
る
こ
と
」
と
は
、
相
互
に
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
物
を
媒
介
と
し
て
の
人
と
人
と
の
関
係
・
或
は
人
と
人
と
の
関
係
を
予
想
し
た
上
で
の
人
と
物
と
の
交
渉
を
は
な
れ
て
、
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始
原

凡
そ
人
間
の
生
活
な
る
も
の
は
あ
り
得
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、そ
れ
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

人
間
は
「
道
具
を
使
う
動
物
」
で
あ
る
と
か
「
道
具
を
つ
く
る
動
物
」
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
使
わ
れ
る
道
具

は
勿
論
つ
く
ら
れ
た
道
具
で
あ
り
、
つ
く
ら
れ
る
道
具
は
使
わ
れ
ん
が
た
め
の
道
具
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
そ
れ

に
も
拘
ら
ず
使
わ
れ
る
道
具
が
つ
く
ら
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
の
方
が
よ
り
根
本
的
で
あ
る
点
に
注
意
が
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

ぬ
。
―
―
そ
も
そ
も
道
具
の
濫
觴
は
石
器
で
あ
り
、
最
初
原
人
の
手
が
単
純
な
打
欠
を
施
し
た
不
整
形
の
槌
石
を
握
っ
た
瞬
間

に
人
の
手
は
猿
の
手
か
ら
区
別
せ
ら
れ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
槌
石
を
使
う
こ
と
が
有
り
合
わ
せ
の
石
塊
を
使
う
の
と
本
質
的
に

違
う
所
以
は
、
槌
石
が
と
に
か
く
一
定
の
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
猿
が
有
り
合

わ
せ
の
棒
切
れ
を
手
に
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
手
を
一
層
長
く
す
る
場
合
と
は
根
本
的
に
異
な
る
の
で
あ
る
。
自
然
的
器
官

を
い
か
に
延
長
し
て
も
単
に
そ
れ
の
み
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
自
然
で
あ
っ
て
未
だ
「
人
の
手
」
は
生
れ

出
て
来
な
い
。
一
定
の
目
的
の
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
道
具
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
然
的
器
官
と
し
て
の
手

が
「
人
の
手
」
に
質
的
に
飛
躍
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
手
に
す
る
道
具
が
単
に
自
然
の
恣
意
な
る
贈
物
と
し
て
の
石
や
木

に
加
工
し
た
も
の
か
ら
、
材
料
そ
の
も
の
の
内
的
性
質
ま
で
も
変
え
る
熔
解
合
金
術
の
産
み
出
し
た
金
属
の
道
具
を
用
い
る
に

到
っ
て
、
人
間
は
そ
の
「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
得
た
の
で
あ
り
、
原
理
上
全
自
然
を
自
ら
の

中
に
包
含
す
る
「
歴
史
」
の
世
界
が
輝
し
く
ひ
ら
け
て
来
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
間
は
「
道
具
を
つ
く
る

動
物
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
勝
義
の
「
道
具
を
使
う
動
物
」
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
つ
く
る
こ
と
は
使
う
こ
と
よ
り
も
一
層

根
本
的
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
人
の
手
は
一
人
の
手
で
は
な
い
。
一
人
は
未
だ
人
で
は
な
い
。
か
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
物
語
は
、
予
め
既
に
文
明
社

会
に
於
て
人
と
な
っ
た
人
間
が
偶
然
無
人
島
に
漂
流
し
て
、
潜
在
的
に
蓄
積
さ
れ
て
い
た
社
会
的
生
産
力
を
徐
々
に
発
揮
し
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て
行
く
物
語
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
手
は
実
は
社
会
の
手

0

0

0

0

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
と
い
原
人
の
群
落
（H

orde

）

が
―
―
中
央
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
普
通
四
五
十
人
の
人
員
を
包
容
す
る
と
こ
ろ
の
―
―
現
在
最
も
未
開
な
土
人
の
群
落
よ
り
も

も
っ
と
小
さ
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
単
に
孤
立
的
に
夫
婦
だ
け
で
生
活
し
て
い
る
原
人
が
有
節
言
語
を
つ
く
り
出
し
、

そ
の
非
常
に
簡
単
な
武
器
を
以
て
し
て
氷
河
時
代
の
巨
獣
と
の
闘
争
に
勝
ち
得
た
と
は
、
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
な
い
。
多
数

の
人
間
が
力
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
打
ち
倒
し
得
る
か
か
る
巨
獣
の
存
在
は
、
既
に
そ
れ
だ
け
で
―
―
原
人
に
社
会

本
能
な
る
も
の
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
―
―
共
同
的
結
合
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
大
抵
の
古
洪
積
層
紀
及
び

中
洪
積
層
紀
の
出
土
箇
所
に
於
て
は
、
明
ら
か
に
相
当
大
き
な
人
間
共
同
体
が
屯
在
し
て
い
た
筈
で
あ
る
と
思
わ
し
め
る
だ
け

の
量
の
石
器
の
発
見
が
報
告
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
古
語
に
於
て
多
く
の
場
合
、
道
具
と
武
器
と
が
区
別
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
は
、
当
時
生
き
る
こ
と
は
生
命
を
賭
し
て
闘
う
こ
と
で
あ
り
、
文
字
通
り
運
命
を
共
に
す
る
も
の
と
し
て
の
み
、

人
間
が
生
存
し
得
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
人
の
手

0

0

0

は
本
来
社
会
の
手

0

0

0

0

で
あ
っ
た
。
人
は
決
し
て
一
人
で
物
に
は
た
ら
き
か
け
た
の
で
は
な
く
、
社
会
を
形

成
す
る
も
の
と
し
て
自
然
物
と
交
渉
し
た
の
で
あ
り
、
又
逆
に
、
共
同
し
て
物
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
社

会
を
つ
く
り
上
げ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
古
来
人
間
の
生
活
を
調
整
し
来
っ
た
も
の
は
―
―
物
理
的
時
間
と
は
明
確
に
区
別
さ

る
べ
き
―
―
「
暦
」
で
あ
る
が
、
そ
の
暦
は
実
は
集
団
的
活
動
の
リ
ズ
ム
を
表
わ
す
も
の
と
し
て
既
に
そ
れ
は
一
つ
の
社
会
制

度
で
あ
っ
た（
一
）。
動
物
は
未
だ
「
暦
」
を
知
ら
な
い
。
又
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
情
的
価
値
（valeurs affectives différentes

）
を
も

っ
た
「
方
位
」
も
知
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
社
会
的
時
間

0

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
「
暦
」
及
び
社
会
的
空
間

0

0

0

0

0

と
も
い
う
べ
き
「
方
位
」
を

も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
は
じ
め
て
「
人
間
」
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
―
―
か
よ
う
に
暦
は
社
会
的
時
間
で
あ

り
方
位
は
社
会
的
空
間
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
し
か
し
決
し
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
範
疇
が
自
然
か
ら
き
り
は
な
さ
れ
た
単
な
る
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社
会
の
状
態
の
み
を
示
す
も
の
と
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
若
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
範
疇
が
如
何
に
し
て
自
然
に

適
用
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
集
団
的
活
動
が
有
効
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
自
然
的
条
件
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
自

然
を
無
視
し
て
蒔
か
れ
た
種
が
豊
か
な
収
穫
を
齎
す
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
自
然
的
条
件
を
無
視
し
て
設
け
ら
れ
た

住
居
は
、
到
底
生
活
を
支
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
生
き
た
具
体
的
な
社
会
生
活
の
奏
で
る
リ
ズ
ム
は
、

自
然
と
人
為
と
の
合
奏

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
人
間
社
会
そ
の
も
の
が
、
自
然
と
人
為
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て

の
み
成
立
ち
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
一
）D

urkheim
: Les form

es élém
entaires de la vie religieuse, p. 15.

而
し
て
自
然
と
人
為
と
の
結
び
つ
き
を
、
神
々
の
手
を
通
し
て
渾
然
た
る
融
合
の
姿
に
於
て
示
す
も
の
が
一
般
に
神
話
・
伝

説
の
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
、
ロ
ー
マ
の
伝
説
が
そ
の
反
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
い
か
に
も

ロ
ー
マ
の
伝
説
に
於
て
は
一
つ
と
し
て
お
の
ず
か
ら
生
成
し
た
も
の
は
な
く
、
凡
て
が
意
図
を
以
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
と
し
て

語
ら
れ
て
い
る
。
国
家
も
法
律
も
宗
教
も
凡
て
ロ
ー
マ
が
自
分
自
身
の
中
か
ら
つ
く
り
出
す
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
自
然
の
ま

ま
の
野
蛮
状
態
・
個
々
人
の
ア
ト
ム
的
並
存
か
ら
、
民
族
と
国
家
が
形
成
さ
れ
文
化
と
宗
教
を
も
つ
に
到
る
ま
で
の
過
程
が
は

じ
め
か
ら
辿
ら
れ
る
。
―
―
ロ
ー
マ
が
そ
の
始
め
の
仕
度
と
し
て
も
つ
も
の
は
、
逞
し
い
腕
力
を
も
っ
て
歴
史
の
発
端
に
立
つ

男
達
・
道
徳
的
に
は
丸
裸
の
ま
ま
で
岸
辺
に
う
ち
あ
げ
ら
れ
た
難
船
者
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
者
は
過
去
と
い
う
も
の
を
も

た
な
い
四
方
八
方
か
ら
の
寄
集
り
で
あ
り
、
従
っ
て
何
等
共
通
の
法
律
・
共
通
の
神
々
を
伴
わ
ず
、
そ
こ
に
は
恣
意
と
暴
力
の

支
配
が
見
ら
れ
た
の
み
で
あ
っ
た
。ロ
ー
マ
の
発
生
物
語
に
於
け
る
か
か
る
第
一
の
場
面
に
続
い
て
現
わ
れ
る
第
二
の
場
面
は
、

共
同
体
の
成
立
で
あ
る
。
そ
れ
は
最
初
掠
奪
を
目
的
と
し
た
結
合
で
は
あ
る
が
、
軍
隊
の
力
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
も
の
と
し

て
、
既
に
国
家
の
始
ま
り
を
そ
こ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
や
が
て
そ
れ
に
王
位
が
確
立
さ
れ
他
民
族
と
の
結
合
も
加
わ
っ
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社
会
の
成
立

て
来
て
、
ロ
ー
マ
第
二
代
の
王N

um
a Pom

pilius

に
至
っ
て
、
は
じ
め
て
宗
教
と
道
徳
が
現
わ
れ
る
。
ヌ
マ
王
の
精
神
は
そ

の
先
代R

om
ulus

の
好
戦
的
性
格
と
著
し
い
対
照
を
な
し
て
飽
く
ま
で
平
和
的
で
あ
り
、
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ノ
モ
ス
か
ら
由
来

す
る
そ
の
名
の
如
く
、
法
的
組
織
の
時
代
を
象
徴
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
即
ち
、
外
に
対
し
て
は
平
和
の
状
態
が
確
保
さ

れ
内
に
於
て
は
秩
序
あ
る
生
活
の
諸
条
件
が
保
証
せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
、
民
族
の
教
化
が
始
め
ら
れ
る
時
期
が
到
来
し
た
の
で

あ
る
。
尤
も
第
三
代
目
の
王Tullus H

ostilius

の
時
に
今
一
度
昔
の
野
蛮
状
態
が
再
び
よ
み
が
え
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ

れ
は
外
へ
向
っ
て
の
戦
争
に
於
て
で
あ
っ
て
、
彼
の
後
継
者A

ncus M
artius

は
諸
々
の
地
方
の
住
民
を
ロ
ー
マ
に
合
体
さ
せ
、

そ
れ
に
法
的
形
態
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
際
法
の
代
表
者
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ロ
ー
マ
の
創
世
紀
は
そ
こ
で
終
っ
て
い
る
。
此
の
創
世
紀
は
そ
れ
が
全
世
界
を
無
或
は
混
沌
の
中
か
ら
短
い
時
間
の
中
に
生

成
せ
し
め
、
し
か
も
世
界
の
一
つ
一
つ
の
部
分
を
順
序
を
追
う
て
別
々
に
実
現
さ
せ
て
い
る
点
に
於
て
、
旧
約
の
創
世
紀
と
或

る
種
の
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
の
順
序
に
特
異
な
も
の
の
あ
る
こ
と

が
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
が
混
沌
・
す
な
わ
ち
か
の
個
人
的
衝
動
と
恣
意
の
支
配
す
る
状
態
か
ら
は
じ
ま
っ
て
国
際

法
に
終
っ
て
い
る
点
は
全
く
定
石
通
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
「
法
律
は
は
じ
め
に
宗
教
的
性
格
を
も
ち
後
に
始
め
て
世
俗
的

性
格
を
お
び
る
」
と
い
う
歴
史
の
常
則
は
、
こ
こ
で
は
全
く
顛
倒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
本
来
行
動

力
に
富
む
ロ
ー
マ
人
の
世
界
観
の
一
つ
の
著
し
い
特
色
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
イ
エ
ー
リ
ン
ク
【R

udolf von 

Jhering, 1818-92

】
は
「
ロ
ー
マ
の
伝
説
は
ロ
ー
マ
後
代
の
偉
大
さ
を
対
照
的
に
一
層
栄
え
あ
る
も
の
と
せ
ん
が
た
め
に
、
ロ
ー

マ
の
始
り
を
出
来
る
だ
け
見
す
ぼ
ら
し
い
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
、
原
住
民
を
何
の
結
合
も
も
た
な
い
個
々
人
の
寄
集
り
と
し

て
叙
述
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
ロ
ー
マ
の
伝
説
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
非
真
実
性
を
剔
抉
し
て
い
る（
一
）。

（
一
）Jhering: G

eist des röm
ischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entw

icklung, Erster Theil, S. 99.
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い
っ
た
い
全
く
裸
の
原
始
人
が
ロ
ー
マ
を
建
設
し
た
と
い
う
様
な
こ
と
が
、
果
し
て
考
え
ら
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ロ
ー
マ

の
建
設
に
協
力
し
た
者
は
、
実
は
い
ず
れ
も
或
る
組
織
さ
れ
た
団
体
に
属
し
て
い
た
も
の
と
し
て
、
既
に
一
種
の
歴
史
的
な
仕

度
を
整
え
て
来
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
れ
と
も
彼
等
は
難
船
し
て
岸
辺
に
打
ち
あ
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
伝
来
の
神
々
や

法
律
の
諸
観
念
や
凡
ゆ
る
道
徳
的
教
養
を
一
切
投
げ
す
て
て
、
再
び
野
獣
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
し
て
、

か
か
る
強
盗
や
人
殺
し
の
中
か
ら
極
め
て
短
時
間
の
あ
い
だ
に
法
律
と
い
う
も
の
が
出
来
上
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
そ
れ

と
も
、
ロ
ー
マ
第
一
代
の
王R

om
ulus

が
勝
手
に
一
つ
の
法
律
を
つ
く
り
、
し
か
も
そ
の
法
律
は
元
来
ば
ら
ば
ら
で
放
埒
な

住
民
の
間
に
た
ち
ど
こ
ろ
に
し
て
、
父
祖
伝
来
の
法
律
に
し
て
は
じ
め
て
も
ち
得
る
よ
う
な
影
響
力
を
及
ぼ
し
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
イ
エ
ー
リ
ン
ク
は
、
―
―
他
の
点
に
於
て
は
ロ
ー
マ
の
精
神
を
正
し
く
把
え
て
い
る
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
が
ロ
ー
マ
を
「
本
来

つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
何
等
根
源
的
で
な
い
も
の
」（etw

as von H
ause aus G

em
achtes, nichts U

rsprüngliches

）
と
観

る
こ
と
を
非
難
し
、
か
く
て
は
法
律
は
い
わ
ば
手
に
負
え
ぬ
野
獣
に
か
け
ら
れ
た
手
綱
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
し
、
国

家
は
―
―
野
獣
が
獣
使
い
の
監
視
の
下
に
近
隣
を
荒
し
廻
る
時
だ
け
そ
れ
か
ら
出
し
て
貰
え
る
―
―
檻
の
様
な
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
。

（
一
）ibid., S. 100.

ロ
ー
マ
の
伝
説
は
ロ
ー
マ
人
の
た
め
に
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
凡
て
の
も
の
を
自
分
自
身
の
中
か
ら
つ
く
り
出

し
た
と
い
う
栄
誉
を
要
求
し
よ
う
と
す
る
。
し
か
し
イ
エ
ー
リ
ン
ク
に
依
れ
ば
ロ
ー
マ
の
建
設
者
達
は
、
彼
等
が
故
郷
に
於
て

経
験
し
て
い
た
共
同
体
的
生
活
を
そ
の
ま
ま
―
―
家
族
・
財
産
・
宗
教
・
制
度
と
共
に
―
―
携
え
て
他
の
所
で
続
け
て
行
く
移0

住
者
0

0

に
比
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
事
態
の
真
相
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、
個
々
別
々
に
ロ
ー
マ
に
赴
い
た
者

も
沢
山
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
ロ
ー
マ
が
犯
罪
者
の
遠
く
か
ら
身
を
寄
せ
る
避
難
所
で
あ
っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
何
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
住
民
の
確
た
る
中
核
を
な
す
種
族
が
存
在
し
て
い
て
、
か
の
ア
ト
ム
的
な
構
成
分
子
は
そ

れ
に
後
か
ら
加
わ
り
同
化
し
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
の
中
核
た
る
種
族
は
祖
先
伝
来
の
諸
制
度
の
担
い
手
と

し
て
、
国
家
と
そ
の
諸
制
度
に
対
し
本
来
の
堅
固
さ
を
確
保
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
ロ
ー
マ
に
於
け
る
法
律
と
国
家
の

形
成
は
第
一
次
的
の
も
の
で
は
な
く
し
て
第
二
次
的
の
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
そ
れ
は
既
に
形
成
さ
れ
て
あ
る
も
の
を
基
礎
と

し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
ロ
ー
マ
は
始
め
か
ら
歴
史
的
持
参
金

0

0

0

0

0

0

を
携
え
て
い
た
の
で
あ
る
、
と
イ
エ
ー
リ
ン
ク
は

い
う
。
か
く
し
て
、
ロ
ー
マ
の
社
会
も
決
し
て
何
も
な
い
と
こ
ろ
に
全
く
新
た
に
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
ら
ば
一
般
に
、
人
間
社
会
の
根
原
と
な
る
も
の
は
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
九
節　

未
開
人
の
心
性
（
そ
の
一
）
―
―
所
謂
「
論
理
以
前
的
」
の
意
義

「
未
開
」
は
も
ち
ろ
ん
直
ち
に
「
原
始
」
で
は
な
い
。
現
在
開
化
が
未
だ
充
分
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
直
ち

に
歴
史
的
に
最
初
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
現
在
に
到
る
ま
で
に
は
、
未
開
人
も
亦
そ
れ
ぞ

れ
長
い
歴
史
を
も
っ
て
い
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
索
め
る
の
は
人
間
社
会
の
原
始
的
状
態
で
は
な
く
し

て
、
む
し
ろ
そ
の
始
原
的
或
は
根
源
的
形
態
で
あ
る
が
故
に
、
未
開
人
の
心
性
を
手
懸
り
と
し
て
探
求
の
途
に
上
る
こ
と
も
一

応
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
未
開
人
の
考
え
方
が
文
明
人
の
法
則
科
学
的
思
惟
と
全
然
種
類
を
異
に
す
る
所
謂
「
論
理
以
前
的
」
な
る
も
の

で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
相
異
は
本
来
同
一
軌
道
上
の
進
行
距
離
の
差
即
ち
異
な
る
程
度
の
差
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る

か
、
に
つ
い
て
論
争
の
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
現
代
文
化
の
意
義
を
一
層
際
立
た
せ
、
併
せ
て
そ
の
由
緒
を
何
か

知
ら
神
秘
的
な
る
も
の
に
も
と
め
た
い
気
持
は
、
無
条
件
に
「
論
理
以
前
」
論
に
魅
力
を
感
ず
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
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未
開
人
の
心
性
（
そ
の
一
）
―
―
所
謂
「
論
理
以
前
的
」
の
意
義

は
、
現
在
の
一
夫
一
婦
制
を
特
に
権
威
づ
け
る
た
め
に
乱
婚
或
は
群
婚
が
一
般
に
原
始
人
の
間
に
、
否
今
日
猶
一
部
未
開
人
の

間
に
行
わ
れ
て
い
る
か
の
如
く
主
張
す
る
の
と
全
く
同
じ
現
代
人
の
気
持
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か（
一
）。

（
一
）
未
開
社
会
に
於
て
も
一
夫
一
婦
婚
が
普
遍
的
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
岡
田
謙
氏
が
そ
の
著
「
原
始
社
会
」（
六
―
二
〇
頁
）

の
中
で
明
快
に
論
述
せ
ら
れ
て
い
る
。

レ
ヴ
ィ･
ブ
リ
ュ
ー
ル
【1857-1939

】
は
い
う
。「
わ
れ
わ
れ
の
日
常
の
活
動
は
、
最
も
些
細
な
事
柄
に
い
た
る
ま
で
、
自

然
法
則
の
不
変
性
に
対
す
る
安
心
し
き
っ
た
全
き
信
頼
を
含
ん
で
い
る
。
‥
‥
未
開
人
の
精
神
の
態
度
は
そ
れ
と
は
遥
か
に
違

っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
‥
‥
彼
等
に
と
っ
て
は
自
然
は
全
く
異
な
る
姿
を
以
て
現
わ
れ
、
凡
て
の
事
物
凡
て
の
生
物
は
そ
こ
で

は
神
秘
的
な
融
即
（participation
）i i

と
拒
斥
（exclusion

）
の
混
交
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と（
一
）。
こ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
グ
ソ

ン
は
主
張
す
る（
二
）。
未
開
人
に
つ
い
て
も
亦
、彼
等
の
日
常
の
活
動
は
自
然
法
則
の
不
変
性
に
対
す
る
全
き
信
頼
を
含
ん
で
い
る
、

と
い
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
信
頼
な
し
に
は
、
未
開
人
は
そ
の
独
木
舟
を
運
ぶ
た
め
に
川
の
流
れ
を
当
て
に
し
、
そ

の
矢
を
飛
ば
す
た
め
に
弓
の
張
力
を
当
て
に
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
未
開
人
は
自
然
因
果
性
と
い
う
様
な
も
の
を
明
瞭

に
は
表
象
し
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
は
未
開
人
が
物
理
学
者
で
も
哲
学
者
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
、
と（
三
）。

（
一
）Lévy-B

ruhl: La m
entalité prim

itive, p. 17-18.

（
二
）
デ
ュ
ル
ケ
ム
【Ém

ile D
urkheim

, 1858-1917

】
も
亦
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
に
反
対
し
て
、
未
開
人
の
心
性
或
は
論
理
が
わ
れ

わ
れ
の
心
性
或
は
論
理
と
何
等
性
質
的
に
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、
両
者
の
相
異
は
単
な
る
発
達
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
（Les form

es élém
entaires de la vie religieuse, p. 340-342.

）。

（
三
）B

ergson: Les deux sources de la m
orale et de la religion, p. 151-152.

i　

loi de participation

融
即
の
法
則
：
日
常
の
思
考
と
は
別
に
、
祭
儀
な
ど
の
集
団
的
状
況
に
於
い
て
は
、
感
情
的
負
荷
を
帯
び
た
非
経
験
的
な

力
や
影
響
を
信
奉
す
る
。
そ
こ
で
は
日
常
的
思
考
が
停
止
さ
れ
る
、
或
い
は
日
常
的
合
理
性
に
反
す
る
思
考
が
支
配
的
に
な
る
事
を
指
す
。
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右
の
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
批
評
に
対
し
て
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
恐
ら
く
次
の
如
く
答
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
―
―
未
開
人

と
雖
も
若
し
彼
が
集
団
表
象
か
ら
独
立
に
考
え
独
立
に
行
動
す
る
場
合
が
あ
る
な
ら
ば
、
個
人
と
し
て
観
ら
れ
る
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
彼
も

亦
大
概
は
わ
れ
わ
れ
が
そ
う
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
様
な
仕
方
で
感
じ
・
判
断
し
・
行
動
す
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
二
羽
の

鳥
を
撃
ち
落
し
て
し
か
も
一
羽
し
か
拾
え
な
い
と
き
、
彼
は
他
の
一
羽
は
ど
う
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
思
い
、
そ
れ
を
捜
す

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
集
団
的
で
あ
る
限
り

0

0

0

0

0

0

0

0

未
開
人
の
考
え
方
は
、
わ
れ
わ
れ
と
は
全
然
違
っ
た
―
―
そ
れ
固
有
の
―
―
法
則
を

も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と（
一
）。

（
一
）Lévy-B

ruhl: Les fonctions m
entales dans les sociétés inférieures, p. 79-80.

 

即
ち
、
未
開
人
の
考
え
方
は
そ
の
表
象
の
内
容
0

0

か
ら
い
え
ば
神
秘
的

0

0

0

で
あ
り
、
そ
の
表
象
の
結
び
つ
き
方

0

0

0

0

0

か
ら
い
え
ば
論0

理
以
前
的

0

0

0

0

で
あ
る
、
と
レ
ブ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
い
う
。
し
か
ら
ば
先
ず
、
神
秘
的
な
内
容
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
如
何
な

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
未
開
人
達
は
嵐
の
最
中
一
人
の
男
が
、
飛
び
来
っ
た
岩
の
破
片
の
た
め
に
頭
蓋
骨
を
砕
か
れ
て
死
ぬ
の

を
見
る
と
、
そ
れ
は
疑
も
な
く
怒
り
狂
っ
た
霊
が
そ
の
男
を
殺
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
。
か
く
の
如
く
一
般
に
未
開
人
が
所
謂

「
超
自
然
的
な
神
秘
的
原
因
」
に
訴
え
る
こ
と
は
、
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
眼
に
見
え
る
世
界
の
出
来
事

例
え
ば
飛
び
来
っ
た
岩
の
破
片
が
顔
に
あ
た
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
実
は
眼
に
見
え
な
い
神
秘
的
な
力
の
は
た
ら
く
単
な
る
機

縁
（ocasio

）
と
な
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
神
秘
的
な
力
こ
そ
真
の
―
―
し
か
も
唯
一
の
―
―
原
因
で
あ
る
と
解
す
0

0

る
な
ら
ば

0

0

0

0

（
二
）、
そ
れ
は
お
の
ず
か
らoccasionalism

e

を
、
更
に
そ
れ
を
一
層
神
秘
化
し
た
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
を
想
到
せ

し
め
る
で
あ
ろ
う
。
事
実
ま
た
、
未
開
人
の
考
え
方
の
最
も
根
本
的
な
特
色
がparticipation

と
呼
ば
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
マ

ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
言
い
表
わ
し
方
に
従
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
レ
ブ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
自
身
一
度
な
ら
ず
こ
と
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る（
三
）。
わ
れ
わ
れ
は
未
開
人
の
集
団
的
な
表
象
の
仕
方
が
融
即
（participation

）
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
聊
か
も
異
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未
開
人
の
心
性
（
そ
の
一
）
―
―
所
謂
「
論
理
以
前
的
」
の
意
義

議
を
唱
え
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
手
懸
り
と
し
て
人
間
社
会
の
始
原
的
な
形
態
を
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
と
思

う
の
で
あ
る
が
、
単
に
神
秘
的
な
見
え
ざ
る
力
が
絶
え
ず
眼
に
見
え
る
世
界
の
中
へ
関
与
す
る
（intervenir

）
と
い
う
だ
け
の

こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
し
も
猶
一
種
のparticipation

と
呼
び
そ
れ
が
未
開
人
独
特
の
考
え
方
で
あ
る
か
の
如
く
主
張

す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
疑
な
き
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
に
於
て
は
イ
デ
ー
が
神
か
ら
出
て
人
間
の
精
神

に
入
り
来
る
べ
き
途
は
な
く
、
そ
の
故
に
こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
わ
れ
わ
れ
の
方
か
ら
神
へ
帰
入
し
神
の
実
体
を
分
有
す
る

participatio substantiae divinae

と
し
て
よ
り
ほ
か
に
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
様
な
こ
と
に
は
こ
こ
で
は
深
く
立
ち
入
ら
な

い
と
し
て
も
、
眼
に
見
え
る
世
界
の
出
来
事
を
眼
に
見
え
な
い
世
界
の
神
秘
的
な
力
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

未
開
人
独
特
の
も
の
と
は
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
殊
に
そ
の
場
合
た
ず
ね
ら
れ
て
い
る
も
の
は
自
然
物
と
自
然
物
と

の
間
の
関
係
で
は
な
く
し
て
、
―
―
此
の
関
係
に
つ
い
て
は
未
開
人
と
雖
も
相
当
進
ん
だ
合
理
的
理
解
を
実
際
の
行
動
に
於
て

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
―
―
そ
う
で
は
な
く
し
て
こ
こ
で
は
そ
の
出
来
事
の
も
つ
人
間
的
意
味

0

0

0

0

0

即
ち
人
間
に
対
し
て
も
つ
意

味
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
一
般
に
意
味
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
見
え
ざ
る
世
界
よ
り
由
来
す
る
も
の
と
し
て
よ
り
他

に
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
）。
さ
れ
ば
、
例
え
ば
震
災
や
水
害
を
「
天
罰
」
と
観
ず
る
文
明
人
の
考
え
方
と
の
間
に
、
そ
こ
に

果
し
て
ど
れ
だ
け
の
差
が
あ
る
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
自
然
法
則
へ
の
信
頼
が
文
明
人
の
心
性
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
す
る
な
ら

ば
、
わ
れ
わ
れ
は
未
開
人
に
於
け
る
文
明
人
の
心
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
様
に
、
逆
に
又
、
人
間
的
意
味
の
解
明
を
超

自
然
的
な
る
も
の
に
求
め
る
こ
と
を
未
開
人
の
心
性
の
特
色
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
同
様
に
文
明
人
に
於
け
る
未
開
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
心
性

0

0

0

を
も
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か（
四
）。

（
一
）Lévy-B

ruhl: Les fonctions m
entales etc., p. 78-79.

【Les fonctions m
entales dans les sociétés inférieures

】

（
二
）Lévy-B

ruhl: La m
entalité prim

eitive, p. 219.



62

第
二
章　

社
会
の
成
立

（
三
）Lévy-B

ruhl: Les fonctions m
entales etc., p. 105; p. 394.

（
四
）　

レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
「
未
開
人
も
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
眼
で
も
の
を
見
て
い
る
。〔
し
か
し
〕
同
じ
エ
ス
プ
リ

0

0

0

0

で
感
知
す
る

の
で
は
な
い
」
と
い
う
（Les fonctions m

entales etc., p. 38

）
確
に
未
開
人
の
関
心
が
主
と
し
て
人
間
的
意
味
に
向
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
。
此
の
点
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
未
開
人
に
於
て
は
―
―
自
然
を
自
然
と
し

て
眺
め
る
こ
と
に
慣
れ
て
い
る
文
明
人
と
は
―
―
そ
の
考
え
方
が
違
っ
た
方
向
に
向
け
ら
れ
て
い
る
（autrem

ent orienté

）
と
い

う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
未
開
人
に
と
っ
て
は
わ
れ
わ
れ
が
い
う
様
な
本
来
の
意
味
に
於
て

“physique”

な
事
実
は
な
い
」（ibid., p. 37-38.

）
と
言
い
き
る
の
は
、
極
端
に
過
ぎ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
こ
ま
で
極
端
に

主
張
し
な
い
迄
も
、
し
か
し
多
く
の
場
合
未
開
社
会
の
実
地
調
査
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
人
達
は
、
未
開
人
達
が
農
耕
・
狩
猟
・
漁

撈
な
ど
に
於
て
驚
く
程
合
理
的
な
処
置
を
構
じ
な
が
ら
、
し
か
も
猶
同
時
に
霊
的
存
在
の
保
護
を
う
け
る
こ
と
な
し
に
は
所
期
の
効

果
を
挙
げ
得
な
い
こ
と
を
深
く
信
じ
て
い
る
こ
と
、
従
っ
て
彼
等
に
於
て
は
合
理
的
活
動
と
宗
教
的
行
事
と
が
離
れ
難
く
結
び
つ
い

て
い
る
こ
と
を
専
ら
力
説
す
る
。
し
か
し
現
代
の
わ
れ
わ
れ
と
雖
も
、
一
方
に
於
て
科
学
の
粋
を
つ
く
し
な
が
ら
、
し
か
も
同
時
に

他
方
に
於
て
は
五
穀
豊
穣
を
祈
願
し
航
路
平
安
を
祈
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
未
開
人
に
於
て
も
、ま
た
文
明
人
に
於
て
も
、

宗
教
の
世
界
は
つ
ね
に
経
験
的
な
自
然
界
の
上
に
―
―
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
言
葉
を
借
り
て
い
え
ば
―
―“superposer”

さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
―
―
唯
一
つ
の
世
界
し
か
知
ら
な
い
動
物
に
対
し
て
―
―
人
間
に
の
み
恵
ま
れ
た
特
権
を
形

づ
く
る
も
の
と
い
う
べ
き
な
の
で
あ
ら
う
（Les form

es élém
entaires de la vie religieuse, p. 328; p. 602-603.

）。

未
開
社
会
を
神
秘
化
す
る
こ
と
は
、
機
械
文
明
の
中
に
喘
ぐ
現
代
人
の
嗜
好
に
か
な
っ
た
こ
と
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
般

に
相
異
は
必
要
以
上
に
誇
張
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
に
述
べ
来
っ
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
、
未
開
人
の
考
え
方
の
特
色
は
単
な
る
生
き
る
た
め
の
営
み
や
又
眼
に
見
え
る
世
界

の
出
来
事
を
眼
に
見
え
な
い
力
の
は
た
ら
き
に
帰
す
る
こ
と
な
ど
の
中
に
索
む
べ
き
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ

れ
ら
の
も
の
は
―
―
後
者
も
亦
前
者
と
同
様
―
―
実
は
未
だ
勝
義
の
集
団
的
表
象
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
未
開
人
の
考
え
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未
開
人
の
心
性
（
そ
の
一
）
―
―
所
謂
「
論
理
以
前
的
」
の
意
義

方
の
特
質
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
集
団
的
な
表
象
の
結
び
つ
き
方

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー

ル
の
力
説
す
る
論
理
以
前
性

0

0

0

0

0

も
此
の
勝
義
の
集
団
的
表
象
の
結
び
つ
き
方
に
つ
い
て
は
、
充
分
顧
慮
さ
る
べ
き
意
味
を
も
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
そ
の
場
合
「
論
理
以
前
的
」
と
い
う
の
は
、
如
何
な
る
意
味
で
あ
ら
う
か
。
或
る
報
告
に
依
れ
ば
「
ボ
ロ
ロ
族
は

自
分
達
は
本
当
に
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
と
平
気
で
い
っ
て
聞
か
せ
る
」
と
い
う（
一
）。

此
の
全
然
違
っ
た
二
つ
の
表
象
の
本
質
的
同

一
性
を
主
張
す
る
未
開
人
独
特
の
結
び
つ
け
方
を
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
は
論
理
以
前
的
と
呼
ぶ
。
他
に
よ
り
よ
き
言
葉
が

な
い
た
め
で
は
あ
る
が
、
レ
ヴ
ィ
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
自
身
認
め
て
い
る
様
に
、
此
の
論
理
以
前
的
（prélogique

）
と
い
う
の
は

余
り
適
切
な
言
葉
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
決
し
て
論
理
的
思
惟
の
誕
生
に
時
間
的
に
先
立
つ
一
つ
の
段
階
を
意
味

し
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
そ
れ
は
反0

論
理
的
で
も
な
け
れ
ば
無0

論
理
的
で
も
な
い
。
未
開
人
の
考
え
方
が
論
理
以
前
的

と
呼
ば
れ
る
と
き
、そ
れ
は
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
考
え
方
の
様
に
何
よ
り
も
先
ず
矛
盾
を
避
け
よ
う
と
は
強
い
て
努
め
は
し
な
い
、

と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て
又
反
対
に
、
た
だ
わ
け
も
な
く
矛
盾
を
楽
し
む
と
い
う
の
で
も
な
い
。
大
概
の

場
合
、
未
開
人
は
そ
う
い
う
事
柄
に
は
一
向
無
頓
着

0

0

0

0

0

な
の
で
あ
る（
二
）。

―
―
こ
れ
が
論
理
以
前
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
真
相
に
他

な
ら
ぬ
。
し
か
し
、
か
か
る
意
味
に
於
て
論
理
以
前
的
で
あ
る
こ
と
は
、
未
開
人
の
心
性
の
特
徴
を
た
だ
消
極
的
に
規
定
し
た

も
の
に
過
ぎ
ぬ
。
し
か
ら
ば
、
そ
の
積
極
的
な
特
徴
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）K

. von den Steinen

【1855-1929

】: U
nter den N

aturvölkern Zentral-Bbäsiliens, S. 305-6.

（
二
）Lévy-B

ruhl: Les fonctions m
entales etc., p. 79.
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社
会
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立

第
十
節　

未
開
人
の
心
性
（
そ
の
二
）
―
―
融
即
と
拒
斥

右
に
述
べ
た
る
が
如
き
意
味
に
於
て
論
理
以
前
的
な
心
性
を
も
っ
た
未
開
人
に
と
っ
て
は
「
凡
て
の
も
の
は
神
秘
的
な
融
即

と
拒
斥
の
混
交
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

多
く
の
未
開
社
会
探
訪
者
の
報
告
に
依
れ
ば
、
未
開
人
達
が
そ
の
祖
先
の
物
語
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
は
、
必
ず
何
等
か
異

常
な
る
感
じ
を
与
え
る
地
域
で
あ
る
と
い
う
。
例
え
ば
、
聳
立
つ
山
嶽
・
怪
奇
な
る
地
形
・
重
畳
た
る
岩
石
・
奥
深
い
洞
穴
・

鬱
葱
た
る
森
林
・
浪
漫
的
な
泉
・
渦
巻
く
渓
流
・
怒
涛
の
押
し
よ
せ
る
海
浜
な
ど
。
こ
れ
ら
人
の
眼
を
み
は
ら
せ
る
奇
し
き
自

然
の
貌
は
、
種
々
な
る
出
来
事
を
想
像
せ
し
め
て
数
々
の
物
語
を
生
み
、
逆
に
又
そ
れ
ら
の
物
語
は
ま
の
あ
た
り
に
見
る
異
様

な
る
自
然
の
姿
の
中
に
彼
等
の
祖
先
の
活
躍
振
り
が
如
実
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
の
如
く
感
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る（
一
）。
此
の
特

定
の
地
域
と
祖
先
の
物
語
と
の
相
互
的
融
即
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
未
だ
抽
象
的
な
言
葉
を
知
ら
な
い
未
開
人
に
と
っ
て
は
何

等
か
の
形
に
於
て
具
象
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
若
し
そ
こ
に
色
・
形
な
ぞ
特
に
著
し
い
特
色
を
も
っ
た
動
植
物
が
見
出
さ
れ
る

な
ら
ば
、
何
よ
り
も
先
ず
そ
れ
が
選
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
若
し
そ
こ
に
目
に
立
つ
動
植
物
が
な
い
な
ら
ば
、
人
工
物
或
は
特
定

の
場
所
そ
の
も
の
が
同
じ
相
互
的
融
即
を
象
徴
す
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
場
所
（lieu 

totém
ique

）
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
恐
ら
く
か
く
の
如
く
に
し
て
生
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
祖
先
の
物
語
が
現
に
眼

の
前
に
あ
る
具
象
的
な
る
も
の
に
於
て
そ
の
地
域
と
融
即
せ
し
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
単
な
る
昔
の
物
語
で
は
な
く
し
て
今

の
出
来
事
と
な
り
、
祖
先
は
昔
も
今
も
生
き
て
い
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
否
、
祖
先
と
地
域
と
が
融
即
す
る
ば
か
り
で
は

な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
彼
等
の
集
団
そ
の
も
の
と
も
別
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
祖
先
と
一
体
と
な
っ
た
彼
等
の
居
住
地

域
及
び
そ
こ
に
あ
る
凡
て
の
も
の
が
「
自
分
達
の
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
単
に
「
自
分
達
の
所
有
す
る
も
の
」
と

い
う
様
な
外
面
的
な
関
係
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
自
分
達
の
も
の
は
実
は
自
分
達
自
身
に
他
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
そ
の
地
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未
開
人
の
心
性
（
そ
の
二
）
―
―
融
即
と
拒
斥

域
を
は
な
れ
て
自
分
達
な
る
も
の
は
、
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
、
未
開
人
に
と
っ
て
は
そ
の
地
域
を
は
な
れ
る
こ

と
が
文
字
通
り
「
死
」
を
意
味
す
る
所
以
で
あ
る
。
―
―
未
開
社
会
に
於
て
大
罪
人
が
追
放
に
処
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
万

事
畢
れ
り
と
せ
ら
れ
る
例
は
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
し
か
し
、
文
明
社
会
に
於
け
る
退
去
命
令
と
混
同
さ
れ

て
は
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
退
去
命
令
が
単
に
そ
の
人
間
の
活
動
を
そ
の
社
会
か
ら
除
外
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
未
開
社

会
に
於
け
る
追
放
は
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
人
間
自
体
が
文
字
通
り
死
ん
だ
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
追
放
は
死
刑
と

全
く
同
一
の
刑
罰
な
の
で
あ
る
。
更
に
か
か
る
考
え
方
を
証
明
す
る
事
実
と
し
て
、
既
に
白
人
と
多
く
の
交
渉
を
も
ち
そ
の
結

果
生
れ
て
は
じ
め
て
住
み
慣
れ
た
土
地
を
は
な
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
土
人
が
、
常
に
そ
の
郷
土
の
土
を
少
し
ば
か
り

紙
に
包
ん
で
身
に
つ
け
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
多
く
の
報
告
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
即
ち
土
人
0

0

は
そ
の
土
を
は
な
れ
て
は

生
き
て
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
るi i

。
―
―
か
よ
う
に
し
て
、
単
に
祖
先
と
地
域
と
が
融
即
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
集
団

そ
の
も
の
も
亦
そ
れ
ら
と
一
体
を
形
づ
く
る
。
か
く
の
如
き
―
―
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
も
の
に
於
け
る
―
―
地
域

と
祖
先
と
集
団
と
の
相
互
的
融
即

0

0

0

0

0

（participation réciproque

）（
二
）或

は
共
生
0

0

（sym
biose

）（
三
）こ

そ
、
未
開
人
の
心
性
の
最
も
原

本
的
な
特
徴
を
形
づ
く
る
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か（
四
）。

ボ
ロ
ロ
族
が
「
自
分
達
は
本
当
に
金
剛
い
ん
こ
で
あ
る
」
と
平
気
で

語
っ
て
聞
か
せ
る
意
味
も
、
か
く
し
て
正
当
に
理
解
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

（
一
）Lévy-B

ruhl: La m
ythologie prim

itive, p. 18-23.
【
古
野
清
人
訳
『
原
始
神
話
学
』】

（
二
）Elsdon B
est

が
そ
の
著“The M

aori”

の
中
で
指
摘
す
る
と
こ
ろ
に
依
れ
ば
、
マ
オ
リ
族
に
於
て
は
「
個
々
の
土
人
は
自
己
を

完
全
に
そ
の
部
族
と
同
一
視
し
て
居
る
。
従
っ
て
部
族
一
般
の
こ
と
に
つ
い
て
語
る
場
合
に
も
、
第
一
人
称
を
用
い
る
こ
と
が
屡
々

で
あ
る
。
恐
ら
く
十
世
代
も
前
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
戦
争
を
語
る
に
当
っ
て
も
『
自
分
0

0

は
そ
の
戦
で
敵
を
殺
し
た
』
と
言
い
、
同

i　

著
者
と
し
て
は
「
土
人
」
を
蔑
称
と
し
て
使
っ
て
い
る
つ
も
り
は
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
土
着
と
「
土
に
執
着
」
を
分
け
る
べ
き
で
は
な
い
か
。



66

第
二
章　

社
会
の
成
立

様
に
ま
た
、
一
万
エ
ー
カ
ー
に
も
亙
る
広
大
な
る
土
地
を
無
雑
作
に
指
示
し
て
『
あ
そ
こ
に
自
分
0

0

の
土
地
が
あ
る
』
と
い
う
」（I. 

p. 342.

）。

（
三
）Sym

biosis

（
共
生
）
と
い
う
言
葉
は
、
近
世
菌
類
学
の
基
礎
を
築
い
たH

einrich A
nton D

e B
ary

（1831-1888

）
が
斯
学
に

導
入
し
た
用
語
で
、D

e B
ary

自
身
は
、
地
衣
類
に
於
け
る
藻
的
要
素
と
菌
的
要
素
と
の
間
、
若
く
は
単
細
胞
藻
類
と
放
射
虫
と
の

間
に
存
す
る
様
な
親
密
か
つ
補
充
的
な
生
理
学
的
共
同
性
を
、
主
と
し
て
意
味
さ
せ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
単
に
「
補
完
的
」

と
い
う
様
な
外
面
的
依
存
関
係
で
は
な
く
し
て
、
も
っ
と
内
面
的
に
融
合
し
て
文
字
通
り
「
一
体
」
と
な
っ
て
生
き
て
い
る
事
態
を

指
す
。

（
四
）
私
は
未
開
人
の
考
え
方
の
特
質
を
究
め
る
た
め
に
先
ず
、
単
な
る
生
き
る
た
め
の
営
み
や
又
眼
に
見
え
る
世
界
の
出
来
事
を
眼

に
見
え
な
い
力
の
作
用
に
帰
す
る
こ
と
な
ど
に
於
て
は
、未
開
人
と
文
明
人
と
の
間
に
根
本
的
な
相
異
の
な
い
所
以
を
明
ら
か
に
し
、

遂
に
勝
義
の
集
団
的
表
象
に
到
っ
て
特
異
な
「
相
互
的
融
即
」
を
未
開
人
の
考
え
方
の
原
本
的
な
特
徴
と
し
て
見
出
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
の
こ
と
は
決
し
て
、
未
開
人
の
考
え
方
の
中
に
単
な
る
生
き
る
た
め
の
営
み
と
眼
に
見
え
な
い
力
の
作
用
に
訴
え
る

こ
と
と
勝
義
の
集
団
的
表
象
と
の
三
つ
の
も
の

0

0

0

0

0

が
、
分
離
し
て
別
々
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
分
解
は

追
究
の
た
め
の
分
析
が
要
求
し
た
の
で
あ
っ
て
、
現
実
に
は
前
二
者
と
雖
も
多
分
に
集
団
的
表
象
の
特
色
た
る
―
―
地
域
と
祖
先
と

集
団
と
の
―
―
相
互
的
融
即
に
よ
っ
て
色
づ
け
ら
れ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

相
互
的
融
即
の
具
象
的
表
現
と
し
て
の
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
も
の（
一
）を

中
心
と
し
て
地
域
と
祖
先
と
集
団
と
が
一

体
を
な
す
と
き
、
そ
こ
に
一
つ
の
閉
じ
た
人
間
社
会
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
、
お
の
ず
か
ら
成
り
お

の
ず
か
ら
在
る
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
そ
れ
は
固
定
し
静
止
し
た
も
の
で
は
な
い
。
単
に
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
或
は
固
定

し
静
止
し
た
も
の
は
、
未
だ
人
間
の
社
会
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
鶏
の
群
の
内
部
に
於
て
は
、
お
の
ず
か
ら
成
立
し
た
「
啄
く

順
位
」（peck order

）
は
、
い
つ
ま
で
も
狂
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
わ
れ
る（
二
）。
こ
れ
に
似
た
現
象
は
他
の
動
物
の
群
生
活
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未
開
人
の
心
性
（
そ
の
二
）
―
―
融
即
と
拒
斥

に
於
て
も
決
し
て
珍
ら
し
く
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
動
物
の
群
が
固
定
し
た
閉
じ
た
組
織
を
も
つ
結
果
は
、
各
個
体

の
機
能
を
弱
小
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
限
ら
れ
た
生
活
空
間
に
於
て
群
全
体
が
存
続
し
得
る
、
と
い
う
事
態
を
必
然
的
に

招
来
す
る
に
到
る
の
で
あ
る
。
個
体
が
弱
小
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
全
体
が
強
大
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
、
―
―
こ
れ

は
動
物
の
群
生
活
に
於
け
る
鉄
則
で
あ
る
。
而
し
て
此
の
鉄
則
を
破
壊
し
個
体
が
強
大
と
な
り
つ
つ
全
体
も
強
大
と
な
る
こ
と

を
庶
幾
す
る
と
こ
ろ
に
、
は
じ
め
て
人
間
の
社
会
が
動
物
の
群
か
ら
0

0

生
ま
れ
出
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
個
体
の
強

大
化
と
全
体
の
強
大
化
と
は
決
し
て
予
定
調
和
的
に
お
の
ず
か
ら
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
。
此
の
世
は
爾
く
安
穏
な
楽
土
で

は
な
い
。
個
体
に
つ
い
て
も
全
体
に
つ
い
て
も
、
人
生
行
路
上
生
き
る
こ
と
は
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
（Leben ist Streben

）。

そ
の
努
力
の
過
程
に
於
て
は
、
一
つ
の
全
体
一
つ
の
個
体
が
他
の
全
体
他
の
個
体
と
相
互
に
闘
争
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
同
一

全
体
の
内
部
に
於
て
も
個
体
は
全
体
を
破
壊
し
よ
う
と
し
そ
れ
に
対
し
て
全
体
が
個
体
を
抑
圧
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
る
で

あ
ろ
う
。
か
く
し
て
人
間
の
世
界
に
於
て
は
、
い
か
に
閉
じ
た
社
会
と
雖
も
そ
の
基
礎
を
な
す
地
域
と
祖
先
と
集
団
の
一
体
性

は
、
常
に
内
外
よ
り
の
破
壊
作
用
に
対
し
て
守
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
外
よ
り
の
侵
略
を
拒
斥
す
る
と

共
に
、
内
よ
り
の
背
反
を
も
拒
斥
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
れ
即
ち
、
融
即
は
拒
斥
と
相
表
裏
し
、
ト
ー
テ
ム
が
タ
ブ
ー
を
伴

わ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

（
一
）
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
も
の
は
地
域
と
祖
先
と
集
団
の
相
互
的
融
即
の
具
象
的
表
現
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は

い
う
迄
も
な
く
根
原
的
形
態
に
於
け
る
ト
ー
テ
ム
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
部
族
が
次
第
に
多
く
の
独
立
し
た
集
団
に
分
裂
す

る
に
従
い
、
夫
々
の
集
団
を
相
互
に
区
別
す
る
た
め
に
そ
れ
だ
け
多
く
の
ト
ー
テ
ム
が
必
要
と
な
り
、
そ
の
結
果
「
土
人
の
占
め
て

い
る
地
方
で
は
生
物
に
し
ろ
無
生
物
に
し
ろ
そ
の
名
を
何
れ
か
の
ト
ー
テ
ム
集
団
に
与
え
て
い
な
い
も
の
は
な
い
」
と
い
う
様
な
こ

と
が
、
少
し
の
誇
張
も
な
く
そ
の
ま
ま
事
実
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
（Spencer &

 G
illen: The N

ative Tribes 
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of C
entral Australia, p. 112.

）。
現
に
分
裂
の
最
も
極
端
に
行
わ
れ
て
い
るA

randa

に
於
て
は
四
百
四
十
二
も
の
ト
ー
テ
ム
が
数

え
ら
れ
て
い
る
（Strehlow

: D
ie Aranda- und Loritja-Stäm

m
e in Zentral-Australien, II. S. 61-72.

）。
而
し
て
か
く
の
如
く
分
化

し
た
場
合
に
は
、
ト
ー
テ
ム
が
そ
の
根
源
的
な
意
味
か
ら
夫
々
の
集
団
の
名
称
0

0

或
は
紋
章
0

0

の
役
割
を
演
ず
る
も
の
に
転
化
す
る
こ
と

も
亦
、
極
め
て
自
然
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
か
く
し
て
区
別
さ
れ
た
小
集
団
が
決
し
てstranger

の
如
く
振
舞
う
の
で
は
な
く
、
諸
々
の
ト
ー
テ
ム
が
相
寄
り
相
集
っ
て
一
種
の
階
層
的
組
織
を
形
づ
く
り
、
以
て
全
部
族
を
統
一
す

る
役
割
を
果
し
て
い
る
側
面
も
亦
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
此
の
側
面
に
於
て
は
ト
ー
テ
ム
は
依
然
と
し
て
そ
の
根
源

的
な
意
味
を
喪
失
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
山
崎
正
武
「
動
物
の
社
会
生
活
」
一
三
九
―
一
四
〇
頁
。【
弘
文
堂1941

】

フ
レ
イ
ザ
ー
に
依
れ
ば
、
タ
ブ
ー
又
は
タ
プ
ー
な
る
語
は
「
タ
」
即
ち
「
標
示
す
る
」
と
い
う
動
詞
と
、「
ブ
ー
」
即
ち
意

味
を
強
め
る
副
詞
よ
り
成
り
、
そ
の
原
意
は
「
強
く
標
示
さ
れ
た
る
も
の
」
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
通
常
厳
か
に
或
る
も
の
を

指
定
し
て
之
を
神
聖
な
り
と
す
る
意
義
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。
ブ
リ
ン
ト
ン
も
亦
ほ
ぼ
之
に
類
似
し
た
見
解
を
と
り
、
タ
ブ

ー
は
「
タ
バ
」
即
ち
「
指
名
す
る
」
と
い
う
動
詞
よ
り
由
来
し
、「
厳
粛
に
神
聖
な
る
も
の
と
し
て
指
定
せ
ら
れ
た
る
が
故
に

凡
俗
の
褻
れ
涜
す
を
許
さ
ざ
る
も
の
」
と
の
意
義
で
あ
り
、
又
「
タ
プ
イ
」
と
い
う
と
き
は
「
神
聖
な
る
も
の
と
な
す
」
の
意

義
を
有
し
「
タ
ブ
イ
」
と
い
う
と
き
は
「
避
け
る
」
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。
そ
の
他
各
地
に
於
け
る
同
義
語
が
神
聖
・

忌
諱
・
褻
涜
・
禁
戒
・
凶
兆
な
ど
の
意
義
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
を
綜
括
し
て
一
般
に
或
る
も
の
又
は
或
る
こ
と
が

神
聖
な
り
と
せ
ら
れ
る
結
果
、
之
に
褻
れ
之
に
触
れ
て
涜
す
こ
と
は
避
け
ら
れ
、
従
っ
て
又
之
に
褻
れ
之
を
涜
す
べ
か
ら
ず
と

い
う
禁
戒
を
生
じ
、
そ
の
禁
戒
を
破
っ
た
者
は
制
裁
と
し
て
罰
を
蒙
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
ひ
い
て
は
凶
兆
な
る
意
義

を
有
す
る
に
到
っ
た
も
の
と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る（
一
）。
人
間
の
社
会
生
活
が
か
か
る
タ
ブ
ー
或
は
そ
れ
よ
り
進
化
し
た
法
律
な
し
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に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
社
会
が
決
し
て
単
に
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
常
に
内
外
よ
り

の
破
壊
作
用
に
対
し
て
守
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
る
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
が
自
然
か
ら
離
れ
自
然
に
背
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
動
物
の
如
く
お
の
ず
か
ら

成
る
自
然
的
有
機
的
連
関
の
中
に
止
住
し
得
な
い
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
若
し
終
始
閉
じ
た
秩
序
の
中
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
人
間
が
動
物
の
世
界
へ
顛
落
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
悲
し
む
べ
き
こ
と
で
は

な
く
、
動
物
へ
顛
落
し
得
る
可
能
性
は
同
時
に
人
間
の
人
間
た
る
所
以
を
発
揮
し
得
る
可
能
性
と
相
即
し
、
単
な
る
「
秩
序
」

を
で
は
な
く
そ
の
閉
鎖
性
を
破
っ
て
輝
し
き
「
進
歩
」
を
約
束
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
穂
積
陳
重
「
法
律
進
化
論
」
第
三
巻
。【「
法
律
進
化
論
」
第
三
冊
「
第
一
『
タ
ブ
ー
』
と
法
律
」】

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
相
互
的
融
即
の
具
象
的
表
現
と
し
て
の
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
も
の
を
中
心
と
し
て
地
域

と
祖
先
と
集
団
と
が
一
体
を
な
す
と
き
、
そ
こ
に
一
つ
の
閉
じ
た
人
間
社
会
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し

厳
密
に
い
え
ば
、
そ
れ
は
比
較
的
に
閉
じ
た
人
間
社
会
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
絶
対
的
に
閉
じ
た
人
間
社
会
」
は
一
つ
の

矛
盾
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
人
間
社
会
な
ら
ぬ
人
間
社
会
」
と
い
う
に
等
し
い
。
事
実
ま
た
、
厳
格
な
タ
ブ
ー
に
よ
っ
て
そ

の
一
体
性
を
只
管
崩
壊
か
ら
守
る
未
開
社
会
に
於
て
も
、
決
し
て
単
な
る
消
極
的
保
守
に
終
始
す
る
も
の
で
は
な
い
。
単
な
る

消
極
的
保
守
は
人
間
社
会
と
し
て
の
生
命
の
枯
死
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
最
も
緊
密
な
一
体
性
を
実
現
す
る
婚
姻

が
、
未
開
社
会
に
於
て
如
何
な
る
形
に
於
て
行
わ
れ
て
い
る
か
を
見
よ
。
所
謂
近
親
婚
を
禁
止
す
る
外
婚
制
が
い
か
な
る
事
情

の
下
に
一
般
に
広
く
人
類
社
会
に
行
わ
れ
る
様
に
な
っ
た
か
、
と
い
う
起
原
0

0

に
関
し
て
は
諸
説
紛
々
と
し
て
帰
一
す
る
と
こ
ろ

を
知
ら
な
い
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
仮
説
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
さ
て
措
き
、
之
を
機
能
0

0

的
に
観
れ
ば
、
そ
れ
は
単

に
消
極
的
に
近
親
婚
或
は
内
婚
が
本
来
一
体
的
な
雰
囲
気
の
中
に
、排
他
的
な
特
殊
な
結
合
を
つ
く
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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そ
の
一
体
性
を
傷
つ
け
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
の
み
な
ら
ず
、
む
し
ろ
積
極
的
に
そ
の
集
団
の
閉
鎖
性
を
打
ち
破
っ
て
他

の
集
団
と
接
触
せ
し
め
以
て
社
会
を
開
く

0

0

0

0

0

は
た
ら
き
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
。
社
会

の
最
も
緊
密
な
核
心
的
結
合
を
形
づ
く
る
婚
姻
が
、
集
団
の
閉
鎖
性
を
打
破
す
る
機
能
に
於
て
そ
の
力
強
い
姿
を
示
し
て
い
る

こ
と
は
、
味
う
べ
き
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
外
婚
制
に
よ
っ
て
絶
え
ず
―
―
系
譜
的
に
は
―
―
血
族
関
係
な
き

も
の
を
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
の
一
体
性
は
如
何
に
し
て
保
た
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

岡
田
氏
の
実
地
調
査
に
依
れ
ば
、
例
え
ば
北
ツ
オ
ウ
族
（
高
砂
族
）
は
そ
の
親
縁
関
係
の
程
度
に
従
っ
て
小
氏
族
・
中
氏
族
・

大
氏
族
の
三
つ
に
分
た
れ（
一
）、

そ
の
う
ち
中
氏
族
が
外
婚
の
単
位
と
な
っ
て
い
て
、
同
じ
中
氏
族
に
属
す
る
男
女
は
何
代
距
て
て

も
婚
姻
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
し
か
し
婚
姻
が
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
逆
に
結
合
の
強
固
な
こ
と
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
中
氏
族
の
成
員
は
何
事
に
よ
ら
ず
助
け
合
い
―
―
例
え
ば
共
同
し
て
狩
猟
に
出
か
け
或
は
仕
事
の
手
伝
を
し

或
は
婚
姻
の
際
に
は
酒
食
を
持
寄
っ
た
り
酒
宴
に
招
か
れ
た
り
す
る
の
で
あ
る
が
、
中
氏
族
結
合
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
神
聖
0

0

な
粟
の
共
食

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
、
粟
の
切
穂
摘
み
の
時
に
祭
田
か
ら
一
束
づ
つ
摘
ん
で
来
た
粟
を
共
食
し
且
新
粟
で
つ
く
っ
た
酒
を
共

に
飲
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
系
譜
的
に
は
全
く
血
縁
関
係
の
な
い
他
所
の
者
も
新
た
に
中
氏
族
員
と
な
る
0

0

の
で
あ
る（
二
）。

否
、
そ
の

場
合
の
「
中
氏
族
員
と
な
る
」
は
実
は
「
中
氏
族
員
と
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

」
こ
と
を
意
味
す
る
。
所
謂
「
血
縁
」
と
呼
ば
れ
「
地
縁
」

と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
、
決
し
て
単
な
る
な
ま
の
ま
ま

0

0

0

0

0

の
自
然
的
連
関
で
は
な
く
し
て
、
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

機
構
的
連
関
に
よ
っ
て

再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
社
会
の
一
体
性
が
つ
ね
に
神
聖
な
共
食
に
よ
っ
て

確
保
さ
れ
高
揚
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
社
会
は
一
般
に
、
か
か
る
共
食
に
よ
っ
て
典
型
的
に
代
表
さ
れ
る
様
な
行
事
―

―
或
は
更
に
そ
れ
の
発
展
と
し
て
の
政
治（
三
）―
―
を
必
須
条
件
と
し
て
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
然
的
有
機
的
連
関
を
つ
ね
に

機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
再
編
成
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
凡
そ
人
間
の
社
会
な
る
も
の
は
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
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（
一
）
小
氏
族
は
最
も
結
合
の
強
い
親
族
集
団
で
あ
っ
て
一
定
の
固
有
名
詞
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
、
此
の
小
氏
族
が
数
箇
集
ま
っ
て
中
氏

族
を
構
成
し
て
外
婚
の
単
位
と
な
り
、
中
氏
族
は
更
に
数
箇
集
ま
っ
て
大
氏
族
を
構
成
す
る
。
大
氏
族
の
成
員
は
そ
れ
を
構
成
す
る
凡
て
の
小

氏
族
の
所
有
狩
猟
地
へ
自
由
に
狩
猟
に
行
け
る
権
利
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
二
）
岡
田
謙
「
原
始
社
会
」
三
二
―
三
五
頁
。

（
三
）
神
聖
な
共
食
を
中
核
と
す
る
「
ま
つ
り
」
が
「
ま
つ
り
ご
と
」
に
つ
な
が
る
所
以
も
、
か
く
し
て
正
当
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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第
十
一
節　

公
私
未
分
―
―
身
分

人
間
の
社
会
は
単
に
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
い
。
お
の
ず
か
ら
成
る
自
然
的
有
機
的
連
関
が
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連

関
に
よ
っ
て
再
編
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
社
会
が
成
立
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
―
―
そ
し
て
そ
の
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連

関
を
広
く
「
法
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
―
―
「
社
会
あ
る
と
こ
ろ
法
あ
り
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
に

於
て
の
法
の
性
格
は
当
然
、
社
会
の
性
格
を
規
定
す
る
。
そ
れ
と
同
時
に
又
、
逆
に
社
会
の
性
格
が
法
の
性
格
を
決
定
す
る
と

い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、法
を
つ
く
る
人
間
が
―
―
否
更
に
広
く
一
般
に
環
境
を
つ
く
る
人
間
そ
の
も
の
が
、

環
境
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
、
つ
く
ら
れ
た
環
境
に
よ
っ
て
逆
に
つ
く
り
返
え
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
法
を
識
る
こ
と
は
社
会
を
識
る
こ
と
で
あ
り
社
会
を
識
る
こ
と
は
法
を
識
る
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
一
層
根
本

的
に
は
法
を
識
り
社
会
を
識
る
こ
と
は
、
つ
く
り
つ
つ
つ
く
ら
れ
・
つ
く
ら
れ
つ
つ
つ
く
る
人
間
そ
の
も
の
の
姿

0

0

0

0

0

0

0

0

を
識
る
こ
と

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
人
間
は
従
来
如
何
な
る
姿
を
示
し
て
来
た
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
、
人
間
は
如
何

な
る
姿
を
示
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
相
互
的
融
即
の
具
象
的
表
現
と
し
て
の
ト
ー
テ
ム
或
は
ト
ー
テ
ム
的
な
る
も
の
を
中
心
と
し
て
地
域

と
祖
先
と
集
団
と
が
一
体
を
な
す
と
き
、
そ
こ
に
一
つ
の
―
―
相
対
的
な
意
味
に
於
て
―
―
閉
じ
た
人
間
社
会
が
成
立
す
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
こ
に
於
て
は
凡
て
の
も
の
は
―
―
人
も
物
も
―
―
一
体
的
連
関
に
於
て
あ
る
。
一
体
性

0

0

0

或
は
身
体
0

0

的
連
関

0

0

0

こ
そ
は
、
実
に
人
間
社
会
の
原
初
的
形
態
の
根
本
特
性
を
形
づ
く
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
来
、
原
始
社
会
に

つ
い
て
は
一
方
に
於
て
は
個
人
の
分
立
が
未
だ
顕
著
で
は
な
い
と
い
う
点
を
以
て
所
謂
原
始
共
産
論
が
主
張
せ
ら
れ
、
他
方
に
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於
て
は
武
器
装
飾
品
な
ど
は
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
各
個
人
に
専
属
し
て
い
た
と
い
う
推
定
の
下
に
成
る
程
度
の
私
有
制
も
亦
共
有

制
と
併
行
し
て
既
に
早
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
共
有
に
せ
よ
私
有
に
せ
よ
、
自
己
な
ら
ぬ
他

0

0

0

0

0

0

の
も
の
を
自
己
の
そ

0

0

0

0

0

0

0

0

と
に
も
つ

0

0

0

0

と
い
う
意
味
に
於
て
の
「
所
有
」
の
観
念
を
以
て
原
始
社
会
を
律
す
る
こ
と
は
、
原
始
人
の
生

活
を
現
代
人
の
範
疇
の
中
へ
無
理
に
当
て
嵌
め
よ
う
と
す
る
過
誤
を
犯
せ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
死
者
の
所
持

品
が
未
開
社
会
に
於
て
如
何
に
処
分
せ
ら
れ
る
か
を
見
よ
。
所
持
品
が
死
者
と
一
緒
に
墓
に
納
め
ら
れ
る
か
或
い
は
焼
き
棄
て

ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
未
開
社
会
に
於
て
殆
ん
ど
例
外
な
し
に
行
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
か
る
事
実
の
意
味
を
現

代
人
の
立
場
か
ら
強
い
て
探
索
し
解
釈
す
る
こ
と
は
慎
ま
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
単
純
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
死
者

と
本
来
一
体
0

0

を
な
し
て
い
た
が
故
に
、
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
未
開
人
達
が
最
初
の
う
ち
は
容
易
に
物
々
交
換
に
応
じ
な
い
、
と

い
う
様
な
事
実
も
此
の
間
の
消
息
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。

所
持
品
が
持
主
と
一
体
を
な
す
ば
か
り
で
は
な
い
。
現
代
人
か
ら
見
れ
ば
光
線
が
地
面
に
投
げ
る
に
す
ぎ
な
い
「
影
」
す
ら

も
、
未
開
人
に
於
て
は
結
局
自
己
自
身
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
自
己
の
影
を
傷
つ
け
る
も
の
は
自
己
を
傷
つ
け
る
も

の
で
あ
り
、
自
己
の
影
が
他
人
の
自
由
に
な
る
範
囲
内
に
お
ち
る
場
合
に
は
一
切
の
危
険
を
覚
悟
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
考
え
る
。

西
部
ア
フ
リ
カ
で
は
、
人
の
影
に
小
刀
ま
た
は
針
を
刺
す
こ
と
に
よ
る
殺
人
が
時
々
行
わ
れ
、
若
し
そ
の
現
行
中
に
捕
え
ら
れ

た
場
合
に
は
、
犯
人
は
直
ち
に
死
刑
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
。
此
の
事
実
を
報
告
し
て
い
る
或
る
探
険
家
は
ま
た
、
西
ア
フ
リ

カ
の
黒
人
が
い
か
に
自
分
の
影
が
な
く
な
る
の
を
心
配
す
る
か
を
実
に
よ
く
伝
え
て
い
る
。「
太
陽
が
輝
き
亙
っ
て
い
る
暑
い

昼
前
、
森
や
草
地
の
上
を
楽
し
げ
に
歩
い
て
い
る
黒
人
達
が
森
の
空
地
や
村
の
四
角
い
広
場
へ
来
る
と
、
急
に
注
意
深
く
そ
れ

を
横
ぎ
る
こ
と
を
避
け
て
迂
回
す
る
の
に
驚
か
さ
れ
る
。
し
か
し
彼
等
が
そ
う
す
る
の
は
正
午
だ
け
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
れ

は
自
分
の
影
が
な
く
な
る
の
を
恐
れ
て
な
の
で
あ
る
。
或
る
日
私
は
特
に
こ
の
こ
と
に
敏
感
な
土
人
達
に
会
っ
た
の
で
、
何
故
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夕
方
に
な
っ
て
影
が
周
囲
の
暗
闘
の
中
に
消
え
る
と
き
影
が
な
く
な
る
の
を
心
配
し
な
い
の
か
と
訊
ね
て
み
た
。
そ
れ
は
少
し

も
案
ず
る
に
及
ば
な
い
、
―
―
と
彼
等
は
答
え
た
。
夜
、
す
べ
て
の
影
は
大
神
の
影
の
中
に
憩
い
、
そ
し
て
元
気
を
と
り
戻
す

の
で
あ
る
。
人
・
木
・
大
き
な
山
ま
で
も
、
朝
立
つ
影
は
如
何
に
強
く
長
い
こ
と
で
あ
ろ
う
か
」（
一
）。

（
一
）Lévy-B

ruhl: Les fonctions m
entales dans les sociétés inférieures, p. 50.

か
く
の
如
く
自
己
の
持
ち
も
の
・
自
己
の
影
す
ら
も
自
己
自
身
と
一
体
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
以
上
、
未
開
人
の
心
性

に
於
て
個
人
と
そ
の
所
属
集
団
と
が
本
来
一
体
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
毫
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。
さ
れ
ば
こ
そ

殺
人
が
あ
っ
た
場
合
そ
れ
に
対
す
る
復
讐
0

0

は
、
直
接
殺
害
者
自
身
に
向
け
ら
れ
る
よ
り
は
む
し
ろ
殺
害
者
の
所
属
集
団
全
部
に

向
け
ら
れ
、
そ
の
集
団
所
属
員
な
ら
ば
誰
彼
を
問
わ
ず
一
人
の
武
装
資
格
者
を
見
つ
け
て
殺
す
こ
と
で
あ
っ
た
。
勿
論
、
殺
害

者
自
身
も
そ
の
集
団
所
属
の
一
人
と
し
て
当
然
復
讐
を
受
け
る
資
格
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
際
は
殺
害
者
が
選
ば

れ
る
こ
と
は
稀
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
好
ん
で
最
屈
強
者
が
選
ば
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
そ
の
最
屈
強
者
に
於
て
集
団
全
部

を
代
表
せ
し
め
得
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
殺
害
者
に
対
す
る
復
讐
が
そ
れ
と
は
別
人
の
最
屈
強
者
に
向

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
―
―
此
の
両
者
を
結
び
つ
け
る
も
の
と
し
て
―
―
個
人
と
集
団
と
の
一
体
的
連
関

0

0

0

0

0

と
い
う
基
本
的

関
係
を
抜
き
に
し
て
は
、
到
底
解
さ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
持
ち
物
と
持
主
と
が
一
体
を
な
し
、
そ
の
持
主
と
し
て
の
個
人
は
ま
た
そ
の
所
属
集
団
と
一
体
を
な
す
と
い
う

様
な
完
全
に
一
体
的
な
生
活
形
態
か
ら
、
し
か
ら
ば
、
自
己
な
ら
ぬ
物
を
自
己
の
そ
と
に
も
ち
個
人
が
集
団
か
ら
分
離
す
る
と

い
う
様
な
生
活
形
態
が
如
何
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

此
の
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
全
世
界
の
広
き
に
亙
っ
て
、
箇
々
の
史
的
事
情
を
詮
索
す
る
こ
と
は
断
念
し
て
、
そ
の
理
想
型
的

発
展
（idealtypische Entw

icklung

）
を
示
す
こ
と
を
以
て
満
足
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
決
し
て
史
的
事
情
を
詮
索
す
る
こ
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と
が
無
意
義
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
歴
史
的
発
展
も
そ
れ
が
社
会
0

0

の
発
展
と
し
て
把
握
さ
る
べ
き
で
あ
る
限
り
、
理

想
型
的
発
展
を
認
識
手
段
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
固
有
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
―
―
凡
そ

社
会
現
象
の
認
識
は
「
理
想
型
」
概
念
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
と
い
わ
れ
る
。
勿
論
、
理
想
型
は
そ
の
名
の
示
す

如
く
決
し
て
現
実
の
姿
を
そ
の
ま
ま
現
す
も
の
で
は
な
い
。
マ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
依
れ
ば
「
理
想
型
は
一
つ
の
思
想
像
で

あ
っ
て
、
歴
史
的
実
在
で
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
し
て
『
本
来
の
』
実
在
で
あ
る
わ
け
は
な
く
、
況
ん
や
そ
れ
は
実
在
が

類
例
と
し
て
そ
の
中
に
配
列
さ
る
べ
き
一
つ
の
図
式
の
役
目
を
果
す
た
め
に
あ
る
の
で
も
な
い
。
却
っ
て
そ
れ
は
一
つ
の
純
粋

に
理
想
的
な
極
限
概
念
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
よ
っ
て
実
在
を
測
定
し
比
較
し
以
て
そ
の
経
験
的

内
容
の
中
の
一
定
の
意
義
あ
る
部
分
を
明
瞭
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。（
一
）」
従
っ
て
そ
れ
は
現
実
の
中
の
一
定
の
要
素
を
一
方
的

に
高
め
る
こ
と
（einseitige Steigerung

）
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
た
謂
わ
ば
一
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
一

つ
の
理
想
型
の
示
す
特
色
の
み
か
ら
成
り
立
っ
て
居
る
社
会
と
い
う
様
な
も
の
は
、
現
実
に
は
あ
り
得
な
い
。
詳
言
す
れ
ば
、

現
実
の
社
会
は
一
つ
の
理
想
型
か
ら
観
れ
ば
皆
不
完
全
な
も
の
で
あ
り
、
た
だ
何
れ
か
の
理
想
型
を
主
た
る
特
色
と
し
て
、
併

せ
て
他
の
理
想
型
の
示
す
特
色
を
も
多
分
に
兼
ね
具
え
て
い
る
の
を
常
態
と
す
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
理
想
型
は
常
に
非

現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
は
本
来
非
現
実
的
な
思
想
像
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
、
よ
く
現
実
を

認
識
せ
し
め
る
手
段
と
し
て
役
立
ち
得
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
若
し
中
世
社
会
よ
り
近
世
社
会
へ
の
事
実
上
の
経
過
が
所
謂

「
手
工
業
的
経
済
形
態
か
ら
資
本
主
義
的
経
済
形
態
へ
」
と
い
う
理
想
的
発
展
に
照
応
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
却
っ
て
中
世
社
会
の
手
工
業
的
で
な
い
部
分
を
、
そ
の
特
性
と
歴
史
的
意
義
と
に
於
て
更
に
鋭
く
把
捉
す
べ
き
途
が
開
か
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
場
合
、
理
想
型
的
発
展
は
自
己
自
ら
の
非
現
実
性

0

0

0

0

を
表
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
自
己
の
論
理

的
目
的
を
果
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う（
二
）。
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
よ
り
展
開
せ
ん
と
す
る
「
公
私
未
分
よ
り
公
私
分
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離
へ
、」
更
に
「
公
私
分
離
よ
り
公
私
協
働
へ
」
の
発
展
も
、
右
に
述
べ
た
る
が
如
き
意
味
に
於
て
の
理
想
型
的
発
展
と
し
て

理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
）
マ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
「
社
会
科
学
方
法
論
」（
岩
波
文
庫
版
）
七
八
頁
。【
富
永
・
立
野
訳1936

】

（
二
）
同
書
九
二
頁
。

わ
れ
わ
れ
は
さ
き
に
、
お
の
ず
か
ら
成
る

0

0

0

0

0

0

0

自
然
的
有
機
的
連
関
を
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
な

し
に
は
凡
そ
人
間
の
社
会
な
る
も
の
が
成
り
立
ち
得
な
い
こ
と
、
又
所
謂
血
の
統
一
も
決
し
て
お
の
ず
か
ら
な
る
統
一
で
は
な

く
し
て
祭
儀
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
統
一
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
そ
の
場
合
つ
く
ら
れ
る
統
一
は
、
未
だ
内
に
生
き

0

0

0

0

ら
れ
る
一
体
性

0

0

0

0

0

0

で
あ
っ
て
外
に
有
た
れ
る
統
一
で
は
な
い
。
こ
れ
即
ち
、
人
間
の
社
会
生
活
の
原
初
的
形
態
を
一
体
性
或
は
身

体
的
連
関
な
る
概
念
を
以
て
特
色
づ
け
る
所
以
で
あ
る
。
無
論
、
人
間
は
つ
ね
に
土
地
の
上
に
住
む
。
し
か
し
居
住
す
る
一
定

の
土
地
も
、
そ
れ
が
ト
ー
テ
ム
を
中
心
と
し
て
祖
先
及
び
集
団
と
相
互
的
に
融
即
し
て
身
体
的
連
関
を
形
づ
く
る
と
き
、
そ
こ

に
は
未
だ
外
な
る
統
一
と
し
て
の
領
域

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
る
も
の
は
成
立
し
な
い
。
領
域
は
単
に
内
に
生
き
ら
れ
る
一
体
性
の
未
だ
知
ら
ざ
る

も
の
、
―
―
他
と
の
境
界
0

0

が
重
要
性
を
帯
び
る
に
到
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
観
念
な
の
で
あ
る
。
境
界
は
人
間
社
会
を
外
か

ら
統
一
す
る
。
境
界
の
確
立
と
共
に
人
間
社
会
は
、
は
じ
め
て
統
一
を
外
に
有
つ

0

0

0

0

0

0

0

。「
外
に
有
つ
こ
と
」
と
し
て
の
「
所
有
」、

そ
の
第
一
形
態
と
し
て
の
「
総
有
」
は
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
観
点
よ
り
す
る
と
き
、
ゲ
ル
マ
ン
に
於
て
団
体
が
共
同
に
占
有
し
利
用
す
る
土
地
の
全
体
即
ち
「
総
有
地
」
を
示
す

名
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
「
マ
ル
ク
」（M

ark

）
が
も
と
「
境
界
」
を
意
味
し
、
次
い
で
「
境
界
づ
け
ら
れ
た
地
域
」
と
な
っ

た
こ
と
は
、
興
味
深
き
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ（
一
）。
マ
ル
ク
は
外
に
対
し
て
は
厳
格
に
閉
鎖
さ
れ
、
内
に
対
し
て
は
団
体
の
身

分
関
係
を
物
的
に
反
映
す
る
こ
と
を
そ
の
特
色
と
す
る
。
即
ち
、
団
体
が
境
界
づ
け
ら
れ
た
地
域
に
於
て
自
己
の
内
的
構
成
と
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公
私
未
分
―
―
身
分

し
て
の
身
分
的
関
係
を
外
に
も
つ
と
き
、
所
謂
「
総
有
」
な
る
も
の
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
栗
生
武
夫
「
法
律
史
の
諸
問
題
」【
岩
波
書
店1940

】
三
一
六
―
三
一
七
頁
。

石
田
文
次
郎
「
土
地
総
有
権
史
論
」【
岩
波
書
店1927

】
三
二
―
三
三
頁
。

そ
の
場
合
、
総
有
が
未
だ
抽
象
的
に
対
立
す
る
人
と
物
と
の
関
係
で
な
い
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
総
有
団
体
た
る

村
は
云
う
迄
も
な
く
村
の
成
員
の
全
体
と
同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
村
の
成
員
と
い
う
の
は
決
し
て
単
な
る
人
で
は
な
い
。

総
有
は
未
だ
物
か
ら
独
立
し
た
人
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
即
ち
、
村
の
完
全
な
成
員
た
り
得
る
独
立
し
た
定
住
者
と
は
、
村

に
家
屋
敷
を
有
し
独
立
の
生
計
を
営
む
も
の
即
ち
家
長
を
指
し
た
と
一
応
言
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
事
態
の
本
質
的
関
係
か
ら

い
え
ば
、
家
屋
敷
を
有
し
た
者0

が
成
員
と
し
て
の
諸
権
能
を
も
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
か
る
諸
権
能
は
む
し
ろ
家
屋
敷
そ
の
も

の
に
従
属
し
た
の
で
あ
る
。
家
屋
敷
は
即
ち
外
化
さ
れ
た
身
分

0

0

0

0

0

0

0

と
し
て
土
地
に
対
す
る
法
律
関
係
の
主
体
で
あ
り
、
か
か
る
家

屋
敷
な
く
し
て
は
村
地
に
対
す
る
使
用
収
益
の
権
能
は
存
し
な
か
っ
た
。
従
て
そ
こ
に
は
、
物
が
人
に
従
属
す
る
関
係
と
し
て

の
所
有
関
係

0

0

0

0

と
物
が
物
に
従
属
す
る
関
係
と
し
て
の
従
物
関
係

0

0

0

0

と
は
区
別
せ
ら
れ
な
か
っ
た
。
而
し
て
家
屋
敷
と
村
地
の
利
用

の
従
属
関
係
が
分
離
し
て
、
村
地
に
対
す
る
使
用
収
益
の
権
能
が
人
に
帰
属
し
た
時
は
、
即
ち
土
地
総
有
制
の
崩
壊
し
は
じ
め

た
時
な
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
総
有
制
に
於
け
る
法
律
関
係
の
主
体
た
る
「
家
屋
敷
」
は
人
と
物
と
の
分
離
す
る
以
前
の
存
在
で
あ
り
、「
物
」

か
ら
分
離
独
立
し
た
「
人
」
の
な
い
と
こ
ろ
未
だ
「
私
」
な
く
、
又
「
私
」
に
対
立
す
る
勝
義
の
「
公
」
も
な
い
。
そ
こ
に
は

唯
、
家
屋
敷

0

0

0

に
つ
い
て
は
村
の
団
体
的
権
利
が
最
も
弱
い
の
に
対
し
て
住
民
の
個
別
的
権
利
が
最
も
強
く
、
次
に
家
屋
敷
に
配

当
せ
ら
れ
た
耕
地
0

0

に
つ
い
て
は
団
体
的
権
利
が
比
較
的
弱
い
の
に
対
し
て
個
別
的
権
利
が
比
較
的
強
く
、
最
後
に
共
同
利
用
地

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
は
団
体
的
権
利
が
最
も
強
い
の
に
対
し
て
個
別
的
権
利
が
最
も
弱
い
と
い
う
事
実
0

0

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
か
く
の
如
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く
、
一
方
の
強
い
権
能
に
対
し
て
は
他
方
の
弱
い
権
能
が
、
一
方
の
弱
い
権
能
に
対
し
て
は
他
方
の
強
い
権
能
が
、
互
に
制
約

し
互
に
補
充
し
両
者
が
不
可
分
的
に
結
合
し
て
茲
に
全
村
地
に
対
す
る
一
箇
の
総
有
関
係
を
形
成
す
る
。
所
謂
所
有
権
の
質
的

0

0

0

0

0

0

分
割
0

0

と
呼
ば
れ
る
事
態
が
即
ち
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
於
て
は
所
有
権
の
内
容
が
組
織
法
に
よ
っ
て
団
体
の
管
理
処
分
の
権

能
と
住
民
の
使
用
収
益
の
権
能
と
に
質
的
に
分
割
さ
れ
、
そ
れ
が
再
び
綜
合
統
一
さ
れ
て
所
有
権
の
全
内
容
を
実
現
す
る
の
で

あ
る
。（
我
が
国
の
入
会
権
も
か
か
る
見
地
か
ら
そ
の
法
的
性
質
が
正
当
に
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。）
而
し
て
右
の
場
合
、

団
体
の
管
理
処
分
を
公
法
的
土
地
支
配
、
住
民
の
使
用
収
益
を
私
法
的
土
地
財
産
と
い
う
風
に
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ま

り
に
近
代
法
に
捉
わ
れ
た
近
視
眼
的
解
釈
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

古
代
人
口
未
だ
増
加
せ
ず
従
っ
て
村
落
が
分
裂
し
な
い
時
代
に
於
て
は
、
土
地
総
有
団
体
と
村
落
と
は
そ
の
単
位
を
等
し
く

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
人
口
が
増
加
す
る
に
従
い
、
原
始
村
落
か
ら
多
く
の
枝
分
村
落
が
独
立
し
た
。
而
し
て
各
村
落

が
分
離
す
る
に
際
し
て
も
大
抵
は
耕
地
の
み
を
分
割
し
、
森
林
牧
場
な
ど
は
不
分
割
の
ま
ま
残
さ
れ
た
か
ら
、
各
村
の
住
民
は

こ
れ
ら
森
林
牧
場
な
ど
を
総
有
す
る
一
層
大
な
る
土
地
総
有
団
体
を
構
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宛
も
原
始

村
落
に
於
て
家
屋
敷
が
村
有
地
に
対
す
る
権
利
関
係
の
主
体
で
あ
っ
た
様
に
、
大
総
有
団
体
に
於
て
は
各
村
の
耕
地
が
森
林
及

び
牧
場
に
対
す
る
権
利
関
係
の
中
心
と
な
っ
た
。
か
く
の
如
く
身
分
の
外
化
と
し
て
の
家
屋
敷
が
夫
々
に
配
当
さ
る
べ
き
耕
地

を
決
定
し
、
そ
の
耕
地
の
広
さ
が
森
林
及
び
牧
場
に
対
す
る
使
用
収
益
権
を
決
定
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
ひ
と
た
び
家
屋
敷
に

外
化
せ
ら
れ
た
身
分
関
係
に
伴
う
運
命
的

0

0

0

不
平
等
は
停
止
す
る
と
こ
ろ
な
く
進
展
し
、
加
之
、
構
利
の
譲
渡
が
認
め
ら
れ
る
に

到
れ
ば
大
は
次
第
に
小
を
吸
収
し
て
、
こ
こ
に
世
襲
的
貴
族
の
支
配
す
る
封
建
制
が
実
現
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

（
一
）
石
田
文
次
郎
「
土
地
総
有
権
史
論
」
四
九
頁
、
九
四
頁
。

し
か
し
総
有
と
い
う
こ
と
を
理
想
型
的
概
念
と
し
て
把
捉
す
る
な
ら
ば
、
封
建
制
は
政
治
形
態
と
し
て
の
著
し
い
特
色
に
も
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公
私
分
離
―
―
契
約

拘
ら
ず
、
所
有
関
係
の
発
展
段
階
の
上
か
ら
は
―
―
総
有
制
が
崩
壊
し
て
而
し
て
後
に
現
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
―
―
な
お
総

有
の
段
階
に
と
ど
ま
る
も
の
、否
む
し
ろ
そ
れ
を
行
く
と
こ
ろ
ま
で
お
し
進
め
た
も
の
と
観
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、

封
建
制
と
は
之
を
一
般
的
に
い
え
ば
、
主
従
の
身
分
的
関
係
が
封
土
に
於
て
外
化
固
定
さ
れ
且
、
農
民
の
耕
作
権
・
貢
納
義
務

と
領
主
の
頁
納
徴
収
権
・
農
民
庇
護
義
務
と
の
相
互
制
約
的
複
合
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

総
有
団
体
は
そ
の
根
本
精
神
或
は
出
発
点
に
於
て
は
、
確
か
に
麗
わ
し
い
人
間
社
会
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、

成
員
は
自
己
の
た
め
の
み
な
ら
ず
団
体
の
た
め
に
存
在
し
、
団
体
も
亦
自
己
の
た
め
の
み
な
ら
ず
成
員
の
た
め
に
存
在
す
る
、

―
―
団
体
の
権
利
の
背
後
に
は
必
ず
成
員
の
権
利
が
存
し
、
成
員
の
権
利
の
上
に
は
必
ず
団
体
の
権
利
が
臨
ん
で
い
る
状
態
、

そ
れ
は
誠
に
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
が
外
に
対
し
て
は
城
壁
を
高
く
し
て
自
ら
を
閉

鎖
し
、
内
に
対
し
て
は
運
命
づ
け
ら
れ
た
身
分
関
係
を
土
地
の
関
係
の
中
へ
固
定
し
て
頑
強
に
保
持
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
本

来
主
体
性
を
生
命
と
す
る
人
間
は
窒
息
へ
の
一
途
を
辿
る
の
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
此
の
「
身
分
」
の
桎
梏
を
破
壊
し
て
公
私

未
分
の
中
か
ら
新
た
に
生
れ
出
た
独
立
自
由
な
る
「
私
」
が
、
夫
々
自
己
の
意
志
に
も
と
ず
く
「
契
約
」
に
よ
っ
て
自
由
な
る

活
動
の
天
地
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
そ
こ
に
所
謂
「
身
分
よ
り
契
約
へ
」
の
推
移
が
行
わ
れ
「
総
有
」
に
対
し
て
「
私

有
」
が
そ
の
絶
対
性
を
振
り
翳
し
て
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
而
し
て
そ
れ
と
共
に
公
私
未
分

0

0

0

0

の
世
界
か
ら
公
私
分
離

0

0

0

0

の
世
界

へ
の
一
大
性
格
転
換
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
十
二
節
　
公
私
分
離
―
―
契
約

身
分
関
係
を
基
礎
と
す
る
公
私
未
分
の
世
界
に
代
っ
て
契
約
関
係
を
基
礎
と
す
る
公
私
分
離
の
世
界
が
登
場
す
る
こ
と
は
、

ゲ
ル
マ
ン
法
的
世
界
（
団
体
法
的
世
界
）
に
代
っ
て
ロ
ー
マ
法
的
世
界
（
市
民
法
的
世
界
）
が
出
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
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勿
論
、
年
代
か
ら
言
え
ば
ゲ
ル
マ
ン
の
世
界
よ
り
ロ
ー
マ
の
世
界
の
方
が
古
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
ロ
ー
マ
の
世

界
も
亦
そ
れ
自
身
の
歴
史
を
も
つ
。
イ
エ
ー
リ
ン
ク
に
従
っ
て
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
に
三
つ
の
時
期
を
区
分
す
る
な
ら
ば
、
所
謂

ロ
ー
マ
法
的
世
界
が
出
現
し
た
の
は
其
の
第
二
期
以
後
で
あ
っ
て
、
第
一
期
時
代
に
於
て
は
凡
て
の
イ
ン
ド
・
ゲ
ル
マ
ン
諸
民

族
が
ひ
と
し
く
原
始
的
共
通
性
を
具
え
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
最
古
の
ロ
ー
マ
法
の
形
態
は
千
年
後
の
ゲ
ル
マ
ン
民
族
に

於
て
見
出
さ
れ
る
法
形
態
と
明
ら
か
に
類
似
性
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る（
一
）。

即
ち
、
移
動
を
続
け
て
い
た
ゲ
ル
マ
ン
人
が
千
年

の
久
し
き
に
亙
っ
て
此
の
原
始
的
段
階
に
停
頓
し
て
い
た
の
に
対
し
、
ロ
ー
マ
人
は
国
家
社
会
機
構
の
安
定
と
確
立
に
よ
っ
て

そ
の
華
々
し
い
発
展
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「
ゲ
ル
マ
ン
法
的
世
界
か
ら
ロ
ー
マ
法
的
世
界
へ
」

の
発
展
は
、
広
義
の
ロ
ー
マ
法
の
実
際
の
歴
史
に
つ
い
て
も
其
の
第
一
期
か
ら
第
二
期
へ
の
発
展
と
し
て
之
を
証
示
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
か
く
観
じ
来
れ
ば
、
ゲ
ル
マ
ン
法
的
世
界
か
ら
ロ
ー
マ
法
的
世
界
へ
の
発
展
は
、
決
し
て
―
―
一
見
然

か
見
ゆ
る
が
如
く
―
―
歴
史
的
発
展
に
逆
行
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
、
ロ
ー
マ
の
歴
史
の
第
一
期
か

ら
第
二
期
へ
の
事
実
上
の
発
展
を
モ
デ
ル
と
す
る
よ
り
も
、「
ゲ
ル
マ
ン
法
」
と
「
ロ
ー
マ
法
」
な
る
二
大
法
形
態
を
理
想
型

的
に
構
成
し
て
前
者
か
ら
後
者
へ
の
理
想
型
的
発
展
を
認
識
手
段
と
す
る
こ
と
の
方
が
、
法
形
態
推
移
の
意
義
を
よ
り
鮮
明
に

把
握
せ
し
め
る
が
故
に
、「
ゲ
ル
マ
ン
法
的
世
界
か
ら
ロ
ー
マ
法
的
世
界
へ
」な
る
図
式
が
愛
用
さ
れ
る
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
一
）Jhering: G

eist des röm
ischen Rechts auf den verschiedenen Stufen seiner Entw

icklung, S. 80-81.

さ
き
に
述
べ
た
る
が
如
く
総
有
団
体
は
、
そ
の
内
的
構
成
と
し
て
の
身
分
関
係
を
土
地
に
於
て
も
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ

て
そ
こ
に
は
未
だ
分
離
独
立
し
た
「
人
」
な
る
も
の
は
な
く
、
家
長
に
属
す
る
か
の
如
く
見
え
る
権
能
も
実
は
身
分
関
係
の
外

化
と
し
て
の
家
屋
敷
に
属
す
る
権
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
い
う
根
源
的
な
事
実

0

0

0

0

0

0

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
根
源
的
な

事
実
が
凡
て
を
決
定
し
た
。
詳
し
く
言
え
ば
、ゲ
ル
マ
ン
法
に
於
て
は
抽
象
的
法
（das R

echt in abstracto

）
と
具
体
的
法
（das 
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R
echt in concreto

）
の
区
別
も
な
く
、
法
規
と
法
律
関
係
と
の
区
別
も
な
か
っ
た
。
即
ち
、
論
理
が
先
ず
存
在
し
て
そ
の
論

理
か
ら
事
実
が
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
論
理
に
先
立
っ
て
事
実
が
存
在
し
其
の
事
実
が
論
理
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。
従

っ
て
裁
判
も
、
決
し
て
近
代
法
に
於
け
る
が
如
く
法
規
を
大
前
提
と
し
事
実
を
小
前
提
と
し
て
結
論
を
導
き
出
す
論
理
的
操
作

で
は
な
く
、
祖
先
の
教
と
故
老
の
記
憶
に
よ
っ
て
決
せ
ら
れ
た
生
活
関
係
の
確
定
で
あ
っ
た
。
か
く
の
如
く
根
源
的
な
事
実
が

凡
て
を
決
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
独
特
のG

ew
ere

の
本
質
が
も
と
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

G
ew

ere

は
そ
の
語
源
か
ら
い
っ
て
も
英
語
のw

ear

と
ひ
と
し
く
「
身
に
着
け
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
即
ち
ゲ
ル
マ

ン
法
に
於
て
は
、
適
法
な
行
為
に
よ
っ
て
物
に
対
す
る
支
配
権
を
取
得
す
る
こ
と
を
寓
意
的
に
「
物
を
身
に
着
け
る
」
と
表
現

し
、
取
得
行
為
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
状
態
そ
の
も
の
を
又G

ew
ere

と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
、
現
に
物
を
身
に
着
け
て

い
る
と
こ
ろ
―
―
即
ち
現
に
物
を
活
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
の
み
、G

ew
ere

が
成
立
す
る
。
従
っ
て
、
例
え
ば
土
地
に
関
す

る
権
利
が
譲
渡
さ
れ
る
た
め
に
は
、
譲
渡
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
土
地
か
ら
少
し
許
り
の
土
塊
又
は
草
茎
を
取
っ
て
来
て
譲
渡

人
は
之
を
譲
受
人
の
膝
に
置
く
と
い
う
様
な
象
徴
的
形
式
さ
え
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
後
に
は
土
塊
或
は
草
茎
の

代
り
に
、
手
袋
や
帽
子
が
同
じ
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
と
い
う
。
蓋
し
、
手
袋
は
所
持
を
表
示
し
、
帽
子

は
支
配
を
象
徴
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
くG

ew
ere

の
存
在
及
び
移
転
の
た
め
に
は
、
そ
れ
が
事
実
上
外
部
的
に
表

現
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
た
だ
相
続
及
び
侵
奪
の
場
合
に
は
例
外
的
にideelle G

ew
ere

が
成
立
す
る
も

の
と
考
え
ら
れ
た
。
即
ち
相
続
人
は
被
相
続
人
の
死
亡
に
よ
り
何
等
事
実
上
特
別
の
表
示
を
俟
た
ず
し
て
直
ち
に
相
続
財
産
の

上
にG
ew

ere

を
取
得
す
る
と
認
め
ら
れ
、
又
土
地
に
対
す
る
支
配
が
不
法
に
侵
奪
さ
れ
た
場
合
に
はG

ew
ere

は
依
然
と
し

て
被
侵
奪
者
の
方
に
存
在
す
る
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
全
く
争
う
余
地
が
な
い
。
た
だ
併
し
、
か
か
る
観
念
上
の
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G
ew

ere

の
効
力
は
絶
対
的
で
は
な
く
単
に
相
対
的
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ゲ
ル
マ
ン
法
独
特
の
事
実
尊
重
の
特
質
が
決
し
て

失
わ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
詳
言
す
れ
ば
、
相
続
開
始
前
に
既
に
被
相
続
人
か
ら
取
得
さ
れ
た
第
三
者
のG

ew
ere

即
ち

古
いG

ew
ere

に
対
し
て
は
相
続
人
のG

ew
ere

を
以
て
し
て
も
対
抗
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
し
、
又
被
侵
奪
者
の
観
念

上
のG

ew
ere

は
侵
奪
者
に
対
し
て
の
み
そ
の
効
力
を
主
張
し
得
ら
れ
た
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
第
三
者
に
対
し
て
は

侵
奪
者
の
事
実
上
のG

ew
ere

が
そ
の
現
実
の
姿
の
ま
ま
で
妥
当
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
更
に
一
年
間
他
か
ら
攻
撃
さ
れ
る

こ
と
な
く
平
穏
且
つ
公
然
にG

ew
ere

を
持
ち
続
け
た
暁
に
は
、
侵
奪
者
のG

ew
ere

と
雖
も
―
―
相
続
人
の
場
合
と
同
様
―

―
も
は
や
何
人
も
否
定
す
る
を
得
な
い
・
又
何
人
に
対
し
て
も
主
張
し
得
る
絶
対
的
な
効
力
を
有
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
か

く
の
如
く
ゲ
ル
マ
ン
法
に
於
て
は
「
事
実
」
の
も
つ
力
は
偉
大
で
あ
っ
た
。
否
、
持
続
し
た
事
実

0

0

0

0

0

0

は
万
能
で
あ
っ
た
と
さ
え
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
《
二
》。

（
一
）
石
田
文
次
郎
「
財
産
法
に
於
け
る
動
的
理
論
」
一
一
〇
―
一
一
一
頁
。

（
二
）
ゲ
ル
マ
ン
法
に
於
て
は
近
代
法
に
於
て
い
う
と
こ
ろ
の
占
有
と
所
有
と
の
区
別
は
な
く
唯
一
つG

ew
ere

の
制
度
が
あ
っ
た
の

み
で
あ
り
、
凡
て
の
物
権
はG

ew
ere

の
衣
服
を
着
用
し
て
現
わ
れG

ew
ere

の
中
に
現
わ
れ
な
い
物
権
な
る
も
の
は
存
在
し
な
か

っ
た
。

右
に
述
べ
た
「
持
続
し
た
事
実
の
も
つ
万
能
性
」
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
生
活
そ
の
も
の
に
其
の
成
立
の

基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
に
於
て
は
、
村
の
成
員
は
会
議
に
出
席
す
る

義
務
が
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
会
議
で
例
え
ば
譲
渡
行
為
の
裁
判
が
行
わ
れ
る
場
合
、
裁
判
官
が
「
異
議
あ
る
者
は
直
ち

に
申
出
で
よ
、
然
ら
ざ
れ
ば
異
議
申
立
権
を
失
う
」
と
三
度
言
渡
す
手
続
を
し
て
確
定
す
れ
ば
、
通
常
の
場
合
は
社
会
生
活
上

何
等
不
都
合
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
唯
、
急
迫
な
る
事
情
或
は
不
在
の
た
め
に
会
議
に
出
席
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
者
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に
対
し
て
は
、
更
に
一
箇
年
と
い
う
期
間
が
異
議
申
立
の
猶
予
期
間
と
し
て
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
や
が
て
裁
判

以
外
の
場
合
に
も
適
用
さ
れ
て
、
一
般
に
一
箇
年
の
経
過
に
よ
っ
て
取
得
時
効
が
成
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

G
ew

ere
は
ゲ
ル
マ
ン
の
村
落
生
活
そ
の
も
の
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
成
立
し
た
法
形
態
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従

っ
て
、
村
落
生
活
自
体
に
現
状
維
持
を
困
難
な
ら
し
め
る
様
な
事
情
が
起
れ
ば
、G

ew
ere

も
亦
存
続
し
得
な
く
な
る
こ
と
は

い
う
迄
も
な
い
。
而
し
て
、
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
生
活
様
式
に
最
も
根
本
的
な
変
革
を
要
求
し
た
も
の
は
、
近
世
資
本
主
義
の
め

ざ
ま
し
い
発
展
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
決
闘
に
よ
る
立
証
方
法
な
ど
も
亦
、
ゲ
ル
マ
ン
的
村
落
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
係
争
が
隣
人
の

間
に
の
み
存
在
し
そ
の
事
件
の
内
容
が
審
理
の
関
係
者
に
元
々
知
ら
れ
て
い
る
場
合

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
は
、
決
闘
と
い
う
様
な
一
見
乱
暴
な
方
法
も

適
当
に
活
用
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
多
く
の
外
来
者
を
包
含
す
る
商
業
都
市
に
於
け
る
商
人
間
の
係
争
事
件
に
適
用

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
従
っ
て
第
一
回
十
字
軍
の
後
、
都
市
に
於
け
る
商
業
隆
盛
の
結
果
生
ま
れ

た
諸
都
市
法
は
、
何
れ
も
決
闘
に
よ
る
立
証
方
法
を
禁
止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

資
本
主
義
の
発
展
は
商
業
部
門
の
躍
進
を
齎
ら
す
。
と
こ
ろ
で
商
業
な
る
も
の
は
、
本
来
自
給
自
足
経
済
圏
か
ら
外
へ
出
て

行
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
凡
て
の
民
族
に
於
て
最
初
の
商
人
は
外
来
者

0

0

0

で
あ
っ
た
こ
と
が
、
何
よ
り
も
雄

弁
に
此
の
間
の
消
息
を
物
語
る
で
あ
ろ
う
。
土
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
人
は
―
―
慣
習
と
身
分
と
か
ら
独
立
し
た

経
済
単
位
と
し
て
の
―
―
商
人
と
な
る
。
し
か
し
物
と
共
に
動
く
商
人
は
猶
最
も
幼
稚
な
商
人
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
未
だ
商
業

的
世
界
の
独
立
が
実
現
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
物
か
ら
の
制
限
を
脱
し
、
時
と
処
を
超
越
し
て
自
由
に

取
引
を
行
う
と
こ
ろ
に
、
ま
さ
に
商
業
の
商
業
た
る
真
面
目
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
事
実
上
も
の
を
「
身
に
着
け
る
」
こ

と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
るG

ew
ere

に
代
っ
て
、
た
と
い
物
を
身
に
着
け
な
く
と
も
物
に
対
す
る
不
可
侵
の
支
配
権
を
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保
証
す
る
新
な
る
機
構
が
生
れ
出
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
携
え
歩
く
に
不
便
な
現
物
に
代
っ
て
、
一
片
の
ペ
ー
パ
ー
が
よ
く

現
物
と
同
等
に
見
做
さ
れ
る
に
及
ん
で
商
業
は
い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
り
、
逆
に
ま
た
商
業
の
躍
進
的
発
展
は
凡
て
の
も
の
を
ペ

ー
パ
ー
化
せ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ペ
ー
パ
ー
は
当
の
物
で
は
な
い
。
し
か
も
そ
の
ペ
ー
パ
ー
を
も
つ
こ
と
が
物
を
も
つ
こ
と
と
し
て
通
用
す
る
世
界
は
、
そ
れ

故
に
決
し
て
単
な
る
事
実
0

0

の
世
界
で
は
な
く
し
て
、
事
実
か
ら
遊
離
し
て
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
約
束
0

0

の
世
界
で
あ
る
。
約
束
が

契
約
と
い
う
は
っ
き
り
し
た
形
を
と
る
様
に
な
っ
た
の
は
恐
ら
く
、
人
間
が
喧
嘩
ば
か
り
し
て
い
て
は
お
互
に
身
を
保
つ
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
、
過
去
の
行
懸
り
を
清
算
し
て
仲
直
り
を
す
る
様
に
な
っ
た
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
此
の
場
合
見
失

わ
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
仲
直
り
の
し
る
し
に
結
ば
れ
た
契
約
で
も
決
し
て
単
に
消
極
的
に
過
去
の
こ
と
を
水
に
流
す
と
い

う
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
こ
に
新
な
る
秩
序
を
建
設
す
る
と
い
う
機
能
を
も
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
単
に
お
の
ず

か
ら
成
る
事
実
の
ま
ま
に
身
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
し
て
、
人
間
が
自
己
の
意
志
に
よ
っ
て
単
な
る
事
実
を
超
越
し
て
相
互
の

権
利
確
保
の
秩
序
を
つ
く
り
上
げ
た
と
こ
ろ
に
、「
契
約
」
の
も
つ
積
極
的
な
創
造
的
機
能
が
あ
る
。
勿
論
お
の
ず
か
ら
成
る

事
実
に
根
ざ
す
「
身
分
」
と
雖
も
、
そ
れ
が
人
間
世
界
の
歴
史
的
事
実
で
あ
る
限
り
、
決
し
て
単
な
る
自
然
的
事
実
と
同
一
視

す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
歴
史
的
世
界
に
は
純
粋
な
意
味
に
於
て
所
与
と
呼
ば
る
べ
き
も
の
は

な
く
、
運
命
的
と
称
せ
ら
れ
る
事
実
も
亦
何
等
か
の
程
度
に
於
て
つ
く
ら
れ
た
要
素
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
身
分
的
存
在
は
多
分
に
事
実
に
引
き
ず
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
勝
義
の
つ0

く
る
も
の

0

0

0

0

と
し
て
の
独
立
と
自
由
と
は
、
未
だ
も
と
む
べ
く
も
な
い
。
時
と
処
に
束
縛
さ
れ
た
「
事
実
」
か
ら
離
れ
て
、
自
由

に
契
約
し
自
由
に
活
動
し
得
る
新
な
る
存
在
秩
序
を
創
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
は
は
じ
め
て
「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の

真
面
目
を
発
揮
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
ロ
ー
マ
法
が
―
―
事
実
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
た
―
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―
権
利
関
係
の
世
界
を
独
立
に
創
設
し
た
こ
と
は
、
実
に
世
界
史
的
偉
業
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ

て
人
は
、
果
し
て
そ
の
独
立
と
自
由
と
を
最
後
ま
で
誇
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
既
に
前
世
紀
に
於
て
或
る
者
が
「
身
分
か
ら
契

約
へ
」
の
方
向
に
人
間
社
会
の
輝
し
き
発
展
を
謳
歌
し
た
の
に
対
し
て
、
他
の
者
は
反
対
に
そ
の
同
じ
方
向
に
重
大
な
る
危
機

の
伏
在
を
叫
ん
だ
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

事
実
関
係
か
ら
抽
象
的
に
分
離
せ
ら
れ
た
権
利
関
係
の
世
界
は
、
典
型
的
な
つ
く
ら
れ

0

0

0

0

た
機
構
的
連
関
の
世
界
で
あ
る
。
そ

こ
に
於
て
は
、
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
の
免
れ
得
な
い
個
別
的
差
異
は
、
逆
の
方
向
よ
り
の
限
定
と
し
て
の
機
構
的
連
関
に
よ

っ
て
平
均
化
せ
ら
れ
る
。
団
体
的
拘
束
か
ら
解
放
せ
ら
れ
た
「
私
」
は
、
か
く
し
て
は
じ
め
て
誕
生
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
の
「
私
」
は
決
し
て
個
性
を
も
っ
た
「
私
」
で
は
な
く
、平
均
化
さ
れ
た
面
（persona

＝
仮
面
）
を
被
っ
て
登
場
す
る
「
私
」

で
あ
る
。
そ
の
面
は
平
均
化
さ
れ
た
面
で
あ
る
が
故
に
、
誰
で
も
代
っ
て
被
る
こ
と
が
で
き
る
（
代
理
）。
更
に
そ
れ
は
量
的

に
分
割
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
（
持
分
的
共
有
）、
量
的
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
（
法
人
の
単
独
所
有
）。
か
か
る
こ

と
が
単
な
る
事
実
関
係
に
於
て
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
事
実
か
ら
離
れ
た
純
然
た
る
権
利
関
係
に
於
て
の

み
、
契
約
は
い
か
な
る
事
態
を
も
自
由
に
つ
く
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
事
実
か
ら
遊
離
す
る
と

共
に
「
人
」
も
亦
い
つ
の
間
に
か
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ロ
ー
マ
法
的
世
界
の
特
質
を

一
身
に
凝
結
し
て
出
来
上
っ
た
「
株
式
会
社
」
が
仏
蘭
西
語
で
「
無
名
会
社
」（société anonym

e

）
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
は
、

興
味
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
株
式
会
社
で
無
名
の
会
社
は
一
つ
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
拘
ら

ず
株
式
会
社
が
無
名
会
社
と
呼
ば
れ
る
所
以
は
、
株
主
が
決
し
て
個
性
を
も
っ
た
人
間
と
し
て
参
与
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ

純
資
本
的
に
参
与
す
る
に
と
ど
ま
り
、
い
わ
ば
無
名
の
資
本
自
体
が
企
業
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
株
式
会
社
を
組
織

す
る
も
の
は
株
式
で
あ
っ
て
株
主
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
人
が
つ
く
っ
た
企
業
組
織
が
人
か
ら
独
立
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し
て
自
働
的
に
活
動
を
開
始
す
る
と
き
、
そ
れ
を
つ
く
っ
た
筈
の
人
間
が
却
っ
て
抗
す
べ
く
も
な
く
そ
れ
に
ひ
き
ず
ら
れ
圧
倒

せ
ら
れ
、
遂
に
は
そ
の
生
活
を
す
ら
脅
か
さ
れ
る
に
到
る
の
で
あ
る
（
金
権
支
配
の
社
会
が
如
何
な
る
世
相
を
呈
す
る
か
は
、

万
人
の
既
に
知
悉
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）。
か
く
し
て
、
一
面
に
於
て
は
確
に
人
間
社
会
の
輝
し
き
発
展
を
約
束
す
る
「
身
分

よ
り
契
約
へ
」
の
方
向
が
、
同
時
に
そ
の
反
面
に
於
て
は
人
間
社
会
に
と
っ
て
重
大
な
る
危
機
を
孕
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
メ
イ
ン
【H

enry M
aine, 1822-88

】
の
有
名
な
「
身
分
よ
り
契
約
え
」（from

 Status to C
ontract

）
は
、
之
を
い
か

に
解
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
メ
イ
ン
の
「
身
分
よ
り
契
約
え
」
が
基
と
な
っ
て
ス
ペ
ン
サ
ー
【H

erbert Spencer, 1820-

1903

】
の
「
軍
制
型
社
会
よ
り
産
業
型
社
会
へ
」
及
び
ト
エ
ン
ニ
ス
【Ferdinand Julius Tönnies, 1855-1936

】
の
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ

フ
ト
よ
り
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
え
」
更
に
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
機
械
的
連
帯
よ
り
有
機
的
連
帯
え
」
（
一
）

が
生
ま
れ
出
た
こ
と
は
周
知
の

通
り
で
あ
る
が
、
メ
イ
ン
の
正
し
き
理
解
者
を
以
て
任
ず
る
デ
ル
・
ヴ
ェ
キ
オ
【G

iorgio D
el Vecchio, 1878-1970

】
に
依
れ
ば
「
身

分
よ
り
契
約
え
」
と
い
う
の
は
、
出
生
の
事
実
に
よ
っ
て
決
定
せ
ら
れ
た
原
始
的
協
同
体
が
合
意
を
基
礎
と
す
る
結
合
体
え
推

移
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
い
う（
二
）。

と
こ
ろ
で
問
題
は
、
そ
れ
が
い
か
な
る
推
移

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。

（
一
）
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
機
械
的
連
帯
よ
り
有
機
的
連
帯
え
」
は
ト
エ
ン
ニ
ス
の
「
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
よ
り
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
え
」

と
一
見
正
反
対
方
向
を
指
示
す
る
か
の
如
く
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
デ
ュ
ル
ケ
ム
に
於
て
は
、
個
人
が
宛
も
無
機
物

の
分
子
の
如
く
自
己
固
有
の
運
動
な
る
も
の
を
有
せ
ず
、
唯
全
体
と
共
に
運
動
し
得
る
に
と
ど
ま
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

社
会
連
帯
関
係
がsolidarité 

m
écanique

と
呼
ば
れ
、
対
之
、
個
人
が
宛
も
有
機
体
に
於
け
る
各
器
官
相
互
の
如
く
各
自
特
異
の
作
用
を
営
む
こ
と
に
よ
っ
て
却

っ
て
相
互
に
連
結
し
て
以
て
全
体
を
形
づ
く
る
連
帯
関
係
がsolidarité organique

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
意
味
に
於

て
そ
れ
は
又
「
分
業
に
よ
る
連
帯

0

0

0

0

0

0

0

（solidarité par la division du travail

）
と
も
呼
ば
れ
、
し
か
も
「
分
業
」
が
―
―
決
し
て
お
の



87

第
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二
節　

公
私
分
離
―
―
契
約

ず
か
ら
成
る
も
の
で
は
な
く
―
―
む
し
ろ
典
型
的
な
つ
く
ら
れ
た
連
関

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
を
思
う
な
ら
ば
、
デ
ュ
ル
ケ
ム
の
「
機
械
的
連

帯
よ
り
有
機
的
連
帯
え
」
の
方
向
が
―
―
「
有
機
的
」
と
い
う
称
呼
の
紛
ら
し
さ
に
も
拘
ら
ず
―
―
結
局
ト
エ
ン
ニ
ス
の
「
ゲ
マ
イ

ン
シ
ャ
フ
ト
よ
り
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
え
」
の
方
向
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
理
解
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
高
柳
賢
三
訳
デ
ル
・
ヴ
ェ
キ
オ
「
法
の
歴
史
的
進
化
に
就
い
て
」（「
法
学
協
会
雑
誌
」
第
四
〇
巻
第
一
〇
号
）

メ
イ
ン
は
そ
の
「
古
代
法
」
第
五
章
の
終
り
に
「
進
歩
せ
る
諸
社
会
の
推
移
は
今
迄
の
と
こ
ろ

0

0

0

0

0

0

身
分
か
ら
契
約
え
の
推
移
で

あ
っ
た
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
メ
イ
ン
が
此
の
一
文
に
於
て
「
今
迄
の
と
こ
ろ
」（hitherto

）
と
用
心
深

く
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
契
約
の
自
由
を
以
て
文
明
の
一
大
特
長
と
認
め
た
こ
と
は
諸
所
の
語
句
か
ら
到
底
否
定

し
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
く
し
て
そ
の
著
作
全
体
と
し
て
与
え
る
感
じ
は
「
身
分
よ
り
契
約
え
」
を
広
く
一
般
的
に
―
―

将
来
の
歴
史
的
発
展
を
も
規
定
し
得
る
様
な
―
―
公
式
で
あ
る
か
の
如
く
思
わ
し
め
る
の
で
あ
る
。
而
し
て
メ
イ
ン
に
対
す
る

攻
撃
は
、
ま
さ
に
此
の
不
当
な
一
般
化
に

0

0

0

0

0

0

0

向
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
身
分
よ
り
契
約
え
の
推
移
は
確
に
ロ
ー
マ
法
の
歴
史
が
示
す

と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
凡
て
を
行
為
者
の
意
志
0

0

に
帰
す
る
ロ
ー
マ
法
の
世
界
が
唯
一
の
世
界
で
は
な
い
。
ゲ
ル
マ
ン
法
及

び
そ
の
系
統
に
属
す
る
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
（com

m
on law

）
の
世
界
に
於
て
は
其
の
中
心
観
念
は
意
志
で
は
な
く
し
て
関
係
0

0

で
あ
り
、
諸
々
の
権
利
義
務
は
当
事
者
が
意
志
し
た
が
故
に
で
は
な
く
、
相
互
に
一
定
の
関
係
（
例
え
ば
主
人
と
召
使
と
い
う

様
な
関
係
）
に
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
其
の
関
係
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
課
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
メ
イ
ン

の
公
式
は
英
米
法
の
歴
史
の
中
に
は
何
の
根
拠
も
も
っ
て
い
な
い
、
否
―
―
わ
れ
わ
れ
英
米
人
が
後
向
き
に
進
ん
で
い
る
の
で

な
い
限
り
―
―
今
日
英
米
法
の
全
過
程
は
、
寧
ろ
そ
れ
を
裏
切
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
パ
ウ
ン
ド
は
い
う（
一
）。

ロ
ー
マ
法
に
つ

い
て
英
国
人
の
無
智
を
嘲
っ
た
メ
イ
ン
が
、
足
下
の
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
に
対
す
る
認
識
不
足
を
非
難
さ
れ
て
い
る
の
は
、
皮
肉

と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
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（
一
）R

oscoe Pound

【1870-1964

】: The spirit of the com
m

on law
, p. 28.
か
く
し
て
「
身
分
よ
り
契
約
え
」
は
、
歴
史
の
事
実
的
推
移
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
ぬ
（
複
雑
な
る
歴
史
の
動
き

を
凡
て
洩
れ
な
く
規
定
す
る
公
式
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
あ
り
得
な
い
筈
で
あ
る
）。
そ
れ
は
先
き
に
述
べ
た
る
が
如
き
意
味

に
於
け
る
理
想
型
的
発
展
、
即
ち
一
つ
の
理
想
型
か
ら
他
の
理
想
型
え
の
推
移
を
示
す
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
て
そ
の
正
当
な

る
意
義
を
も
ち
得
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
理
想
型
的
発
展
は
歴
史
的
発
展
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
ま
た

理
想
え
の
発
展
で
も
な
い
。
凡
て
の
人
間
が
そ
の
個
性
を
無
に
し
て
平
均
化
さ
れ
た
「
面
」
を
被
る
ロ
ー
マ
法
的
世
界
そ
れ
自

体
が
、
本
来
自
覚
的
存
在
た
る
こ
と
を
生
命
と
す
る
人
間
に
と
っ
て
理
想
的
社
会
た
り
得
な
い
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
と
こ

ろ
で
あ
る
。
否
、
そ
れ
は
理
想
的
社
会
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
人
間
の
生
活
を
す
ら
脅
す
も
の
と
し
て
重
大
な
る
危
機
の
伏

在
が
叫
ば
れ
た
の
で
あ
る
。「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
を
全
く
無
視
し
て
、
純
然
た
る
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
の
み
の
世
界

の
中
に
、
人
は
そ
の
完
き
生
を
営
む
こ
と
は
で
き
ぬ
。
ロ
ー
マ
法
的
世
界
が
そ
の
輝
し
き
発
展
の
蔭
に
不
可
避
的
に
将
来
す
る

重
大
な
る
危
機
の
根
本
原
因
は
、
ロ
ー
マ
法
が
お
の
ず
か
ら
成
る

0

0

0

0

0

0

0

事
実
の
世
界
か
ら
人
間
を
抽
象
的
に
ひ
き
離
し
て
、
純
粋
に

つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

機
構
的
連
関
の
み
に
よ
っ
て
人
間
社
会
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
成
程
そ
こ
に
於
て
は
、
運
命
の

絆
か
ら
解
き
放
た
れ
た
「
私
」
が
契
約
自
由
の
原
則
の
下
に
不
羈
奔
放
に
活
躍
し
、「
私
法
」
が
国
境
を
す
ら
超
越
し
て
全
世

界
を
風
靡
し
よ
う
と
す
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
「
私
」
の
活
躍
は
、
先
き
に
述
べ
た
る
が
如
く
決
し
て
個
性
を

具
え
た
生
き
た
人
間
の
活
躍
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
実
は
人
間
を
置
き
去
り
に
し
た
無
名
の
資
本
の
活
溌
な
動
き
に
他
な
ら
な

か
っ
た
。
そ
の
華
か
な
舞
台
裏
で
は
、
多
く
の
生
き
た
人
間
が
反
対
に
底
な
き
坤
吟
の
淵
の
中
で
喘
ぎ
続
け
た
の
で
あ
る
。
即

ち
、
人
間
は
自
己
の
つ
く
っ
た
抽
象
的
な
「
私
」
に
絶
対
性
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
危
殆
に
瀕
せ
し
め
た

も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。「
公
」
か
ら
抽
象
的
に
分
離
し
た
「
私
」
が
絶
対
性
を
振
翳
し
て
横
行
す
る
人
間
社
会
が
、
健
全
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公
私
協
働
―
―
職
分

で
あ
る
筈
は
な
い
。「
公
」
と
の
内
面
的
協
働
を
拒
否
す
る
「
私
」
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
ロ
ー
マ
法
的
世
界

が
自
己
の
内
部
よ
り
崩
壊
せ
ざ
る
を
得
な
い
歴
史
的
必
然
性
が
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
十
三
節　

公
私
協
働
―
―
職
分

尤
も
ロ
ー
マ
法
的
世
界
と
雖
も
決
し
て
「
公
」
を
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
、
私
法
と
公
法
と
の
区
別
を
自
覚
的

に
う
ち
立
て
た
の
は
、
法
制
史
上
ロ
ー
マ
法
の
齎
し
た
一
大
貢
献
で
あ
る
と
さ
え
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
（
ロ
ー
マ
法

継
受
前
の
ゲ
ル
マ
ン
法
は
公
法
私
法
の
別
を
立
て
ず
、
わ
が
国
古
来
の
法
制
に
も
亦
公
法
私
法
の
区
別
は
な
い
）。
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
い
。
ロ
ー
マ
法
的
世
界
の
発
展
は
「
公
法
の
私
法
化
」
な
る
言
葉
を
以
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、

ロ
ー
マ
法
的
世
界
に
於
て
「
公
」
と
「
私
」
と
は
、
相
互
に
如
何
な
る
関
係
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

通
常
「
公
」
の
関
係
と
は
全
体
と
個
体
と
の
上
下
の
関
係
で
あ
り
、「
私
」
の
関
係
と
は
個
体
相
互
間
の
対
等
の
関
係
で
あ

る
と
せ
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の
所
謂
全
体
が
時
に
は
一
個
体
と
し
て
他
の
個
体
と
対
等
の
「
私
」
の
関
係
に
立
つ
場
合
が
あ
り
、

か
く
し
て
法
主
体
と
し
て
の
全
体
が
二
重
の
性
格
を
以
て
現
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
ロ
ー
マ
法
的
世
界
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
が

あ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
逓
信
省
と
電
信
依
頼
人
と
の
関
係
は
公
法
的
関
係
で
あ
る
が
（
料
金
不
納
金
額
は
国
税
滞
納
処
分

の
例
に
よ
っ
て
徴
収
せ
ら
れ
る
）、
鉄
道
省
と
鉄
道
乗
客
又
は
貨
物
運
送
依
頼
人
と
の
関
係
は
純
然
た
る
私
法
上
の
運
送
契
約

の
関
係
で
あ
る
（
蓋
し
鉄
道
や
軌
道
事
業
は
歴
史
的
に
見
て
主
と
し
て
私
の
営
業
と
し
て
発
達
し
た
も
の
で
、
原
則
と
し
て
鉄

道
国
有
主
義
の
実
行
せ
ら
れ
て
い
る
今
日
に
於
て
もi i

尚
私
立
会
社
の
営
業
に
属
す
る
鉄
道
や
軌
道
は
少
な
か
ら
ず
存
し
て
居

り
、
而
し
て
そ
の
事
業
の
性
質
に
於
て
経
営
者
が
私
の
会
社
で
あ
る
と
国
家
又
は
公
共
団
体
で
あ
る
と
に
よ
っ
て
異
な
る
所
は

i　

1987

年
４
月
に
、
国
有
鉄
道
は
分
割･

民
営
化
が
な
さ
れ
た
。
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な
い
か
ら
で
あ
る
）。
同
様
に
、
東
京
都
と
水
道
利
用
者
と
し
て
の
都
民
と
の
関
係
は
公
法
的
関
係
で
あ
る
が
（
水
道
は
原
則

と
し
て
唯
都
市
町
村
の
み
が
経
営
し
得
るi i

）、
都
電
の
乗
客
と
し
て
の
都
民
と
東
京
都
と
の
関
係
は
私
法
的
関
係
で
あ
る（
一
）。
即

ち
法
主
体
と
し
て
の
「
全
体
」
の
も
つ
性
格
の
如
何
に
従
っ
て
、そ
こ
に
は
公
法
的
関
係
か
私
法
的
関
係
か
の
何
れ
か
が
あ
る
。

而
し
て
一
方
が
あ
れ
ば
他
方
は
な
い
0

0

。
約
言
す
れ
ば
、「
公
」
の
関
係
と
「
私
」
の
関
係
と
は
ロ
ー
マ
法
的
世
界
に
於
て
は
原

則
と
し
て
二
者
択
一
の
関
係

0

0

0

0

0

0

0

に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
公
法
の
私
法
化
」
と
は
、
公
法
的
関
係
そ
の
も
の
が
私

法
的
色
彩
を
も
っ
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
公
法
的
関
係
が
消
滅
し
て
そ
れ
に
代
っ
て

0

0

0

私
法
的
関
係
が
登

場
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
法
的
世
界
が
か
か
る
意
味
に
於
て
の
「
公
法
の
私
法
化
」
の
方
向
へ
進
展
す
る

と
き
、
公
法
的
関
係
は
次
第
々
々
に
私
法
的
関
係
に
お
き
替
え
ら
れ
て
社
会
生
活
を
律
す
る
法
律
関
係
は
大
部
分
私
法
的
関
係

と
な
り
、国
家
が
全
体
的
性
格
に
於
て
そ
の
機
能
を
営
む
こ
と
は
極
め
て
限
ら
れ
た
範
囲
に
と
ど
ま
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

国
家
も
畢
竟
他
の
多
く
の
「
私
」（
例
え
ば
労
働
組
合
・
教
会
な
ど
）
と
相
並
ん
で

0

0

0

0

特
定
の
機
能
を
営
む
こ
と
を
目
的
と
す
る

一
つ
の
団
体
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
所
謂
多
元
的
国
家
論
は
、
か
か
る
雰
囲
気
の
中
に
成
立
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る（
二
）。

（
一
）
美
濃
部
達
吉
「
公
法
と
私
法
」
四
七
―
五
九
頁
。【
美
濃
部
達
吉
論
文
集
第
４
巻
】

（
二
）The State is …

…
…

a fellow
ship of m

en aim
ing at the enrichm

ent of the com
m

on life. It is an association like others: 

churches, trade unions, and the rest.---Laski: A G
ram

m
ar of Politics, p. 37.

尤
も
ロ
ー
マ
法
的
世
界
に
於
て
「
公
」
の
関
係
と
「
私
」
の
関
係
と
は
飽
く
ま
で
二
者
択
一
の
関
係
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
関

係
が
触
れ
合
う
こ
と
は
絶
対
に
な
い
と
い
う
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
所
有
権
の
公
法
上
の
制
限
は
決
し
て
珍
ら
し
い
現
象
で
は

な
い
。
所
有
権
の
享
有
の
自
由
に
対
す
る
制
限
と
し
て
、
従
来
か
ら
没
収
・
収
用
・
徴
発
・
強
制
買
収
・
換
地
処
分
な
ど
の
制

i　

水
道
法
は
、2018.12

地
方
公
共
団
体
以
外
の
参
入
も
許
す
よ
う
に
、
改
訂
さ
れ
た
。
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度
は
普
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
又
、
所
有
権
の
行
使
に
つ
い
て
も
我
が
民
法
第
二
〇
六
条
に
は
既
に
所
有
権
が

「
法
令
ノ
制
限
内
ニ
於
テ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
の
み
物
の
使
用
収
益
処
分
を
為
し
得
る
権
利
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
て
居
り
、
而
し
て
そ
の
所
謂

法
令
の
制
限
と
い
う
中
に
は
公
法
的
制
限
を
も
含
む
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
私
法
上
の
権
利
た
る
所
有
権
が
公
法

的
規
律
に
服
す
る
も
の
と
す
れ
ば
、
そ
の
限
度
に
於
て
―
―
「
公
法
の
私
法
化
」
と
は
逆
に
―
―
「
私
法
の
公
法
化
」
が
言
い

得
ら
る
る
が
如
く
に
見
え
る
。
し
か
し
問
題
は
公
法
的
規
律
に
よ
る
所
有
権
の
「
制
限
」
を
い
か
な
る
も
の
と
観
念
す
る
か
に

あ
る
。
此
の
場
合
「
制
限
」
な
る
言
葉
が
既
に
示
唆
す
る
様
に
、
従
来
の
通
念
と
し
て
の
制
限
は
畢
竟
単
に
消
極
的
な
る
も
の

に
過
ぎ
ぬ
。
即
ち
、
所
有
権
と
は
本
来
物
に
対
す
る
包
括
的
排
他
的
（
＝
一
般
的
全
面
的
）
な
支
配
権
で
あ
る
と
い
う
所
謂
所0

有
権
の
絶
対
性

0

0

0

0

0

0

を
根
本
の
建
前
と
し
て
そ
れ
を
た
だ
―
―
現
実
の
社
会
生
活
に
於
て
生
じ
得
べ
き
衝
突
を
予
め
避
け
、
所
有
権

が
そ
の
機
能
を
よ
り
充
分
に
発
揮
し
得
ん
が
た
め
に
―
―
一
時
局
部
的
に
制
限

0

0

0

0

0

0

0

0

す
る
と
い
う
の
が
茲
で
言
う
「
制
限
」
の
正
体

な
の
で
あ
り
そ
れ
は
い
わ
ば
已
む
を
得
な
い
害
悪
（necessary evil

）
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
一
時
的
な
制
限
が

除
去
さ
れ
る
と
き
に
は
、少
な
く
と
も
観
念
上
所
有
権
は
ひ
と
り
で
に
其
の
本
来
の
絶
対
性
を
恢
復
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

所
謂
所
有
権
の
弾
力
性

0

0

0

0

0

0

0

と
解
せ
ら
れ
る
も
の
が
即
ち
こ
れ
に
他
な
ら
ぬ
。
か
く
の
如
く
所
有
権
の
絶
対
性
と
弾
力
性
と
が
当
然

の
こ
と
と
し
て
固
執
せ
ら
れ
る
限
り
、
公
法
は
私
法
に
対
し
て
唯
一
時
仮
り
に
外
か
ら

0

0

0

制
限
を
加
え
得
る
に
と
ど
ま
り
、
そ
の

本
来
の
姿
に
於
て
は
両
者
は
全
然
別
個
の
系
統
を
な
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

而
し
て
平
等
的
対
立
関
係
の
確
保
を
そ
の
根
本
使
命
と
す
る
私
法
が
社
会
の
現
実
の
生
活
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
於
て
、
社
会
的
権
勢
者
の

た
め
に
専
制
の
手
段
を
提
供
し
社
会
的
無
力
者
に
対
し
て
そ
の
専
制
え
の
無
条
件
的
服
従
を
強
要
す
る
に
至
っ
て
は
、
ロ
ー
マ

法
的
世
界
自
体
の
危
機
は
右
に
述
べ
た
る
が
如
き
「
私
法
自
治
」
の
単
な
る
一
時
的
消
極
的
制
限
に
よ
っ
て
は
到
底
さ
け
得
べ

く
も
な
い
。
茲
に
於
て
一
九
一
九
年
の
ワ
イ
マ
ル
憲
法
は
そ
の
第
一
五
三
条
第
三
項
に
「
所
有
権
ハ
義
務
ヲ
包
含
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
所
有
権
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ノ
行
使
ハ
同
時
ニ
公
共
ノ
福
利
ノ
為
ニ
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
」
と
劃
期
的
な
革
新
的
原
則
を
掲
げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
之
を

一
七
八
九
年
の
仏
蘭
西
の
「
人
権
並
に
市
民
権
宣
言
」
第
一
七
条
に
「
所
有
権
ハ
不
可
侵
且
ツ
神
聖
ノ
権
利
ナ
リ
」
と
揚
言
し

て
い
る
の
と
思
い
あ
わ
せ
る
と
き
、
百
数
十
年
の
間
に
人
間
社
会
が
い
つ
の
間
に
か
大
き
な
転
回
を
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と

に
驚
か
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
右
の
ワ
イ
マ
ル
憲
法
は
、
所
有
権
者
が
公
共
に
対
し
て
負
う
と
こ
ろ
の
義
務
と
は
具
体
的

に
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
又
そ
の
義
務
の
違
反
が
あ
っ
た
場
合
い
か
な
る
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
様

な
こ
と
に
つ
い
て
は
凡
て
之
を
法
律
の
規
定
に
譲
っ
て
い
る
が
故
に
、
憲
法
の
規
定
の
み
を
以
て
し
て
は
単
な
る
主
義
の
宣
言

た
る
に
と
ど
ま
る
。
か
く
し
て
此
の
ワ
イ
マ
ル
憲
法
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
方
向
に
ロ
ー
マ
法
的
世
界
の
構
成
を
修
正
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
現
実
の
社
会
関
係
と
現
行
私
法
の
根
本
思
想
と
の
矛
盾
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
国
家
的
努
力
の
結
果
生
ま
れ
出
た

も
の
が
、
所
謂
「
社
会
法
」
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
尤
も
社
会
法
と
い
う
ま
と
ま
っ
た
法
体
系
が
決
し
て
既
に
出
来
上
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
。
社
会
法
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
一
つ
一
つ
の
特
別
法
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
而

し
て
特
別
法
と
は
畢
竟
例
外
法
に
他
な
ら
ぬ
と
も
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
般
法
は
社
会
の
推
移
に
従
い
常
に
特
別

法
の
形
を
以
て
分
解
し
、
そ
の
特
別
法
の
中
に
一
見
例
外
的
に
示
さ
れ
た
新
法
理

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
そ
、
や
が
て
次
の
時
代
の
一
般
法
を
創
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
見
失
わ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
茲
で
は
、
社
会
法
は
法
の
動
く
一
般
的
方
向

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
指
示
す
る
観
念
と
し
て

把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
か
る
意
味
に
於
て
現
代
に
於
け
る
法
の
動
向
は
「
個
人
法
か
ら
社
会
法
え
」
と
し
て
規
定
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の

場
合
の
社
会
法
な
る
も
の
は
次
の
四
つ
の
点
に
そ
の
特
色
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

イ
、
社
会
法
は
抽
象
的
平
均
的
人
格
概
念
の
背
後
に
あ
る
具
体
的
個
人
の
特
質
、
即
ち
社
会
的
強
者
或
は
弱
者
た
る
地
位

を
明
瞭
な
ら
し
め
る
。
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ロ
、
個
人
主
義
的
法
の
基
づ
く
平
等
の
思
想
に
対
し
て
、
社
会
法
の
基
づ
く
と
こ
ろ
は
均
衡
の
思
想
で
あ
る
。
即
ち
交
換

的
正
義
に
代
っ
て
配
分
的
正
義
が
支
配
す
る
。

ハ
、
社
会
法
に
於
て
は
当
事
者
た
る
私
人
の
背
後
に
第
三
者
と
し
て
、
或
は
又
主
た
る
当
事
者
と
し
て
、
社
会
や
国
家
が

監
視
し
・
時
に
は
干
渉
す
る
。

ニ
、
社
会
法
は
新
た
な
平
面
に
於
て
法
形
態
と
法
現
実
と
の
調
和
を
計
る
。

か
く
の
如
き
特
色
を
も
っ
た
社
会
法
と
し
て
わ
が
国
に
於
て
従
来
、
労
働
者
保
護
法
・
借
地
法
・
借
家
法
・
小
作
法
・
身
元

保
証
法
は
じ
め
各
種
の
調
停
法
な
ど
多
く
の
特
別
法
が
制
定
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
な
か
で
も
新
憲
法
第
二
十
七
条
の
所

謂
「
労
働
其
本
権
」
の
内
容
を
具
体
的
に
展
開
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
）
は
そ
の
典
型
的

な
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
そ
の
第
七
十
九
条
に
は
「
労
働
者
が
業
務
上
死
亡
し
た
場
合
に
於
て
は
、
使
用
者
は
、

遺
族
又
は
労
働
者
の
死
亡
当
時
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
持
し
た
者
に
対
し
て
、
平
均
賃
金
の
千
日
分
の
遺
族
補
償
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
此
の
場
合
、
も
ち
ろ
ん
使
用
者
即
ち
事
業
主
は
個
々
の
労
働
者
と

の
自
由
契
約
に
も
と
ず
い
て
は
じ
め
て
か
か
る
補
償
の
義
務
を
負
う
の
で
は
な
い
（
か
か
る
内
容
を
も
っ
た
契
約
を
自
由
意
志

に
も
と
ず
い
て
結
ぶ
事
業
主
は
恐
ら
く
稀
で
あ
ろ
う
）。
又
、
工
場
設
備
に
過
失
が
あ
っ
た
場
合
に
の
み
い
わ
ば
過
失
に
よ
る

損
害
を
賠
償
す
る
と
い
う
意
味
で
、
事
業
主
が
か
か
る
義
務
を
負
う
の
で
も
な
い
。
契
約
に
も
よ
ら
ず
又
過
失
も
な
く
し
て
負

担
す
る
補
償
義
務
―
―
こ
れ
は
契
約
自
由
の
原
則
と
過
失
主
義
の
原
則
を
所
有
権
絶
対
の
原
則
と
共
に
三
大
原
理
と
す
る
ロ
ー

マ
法
的
世
界
の
全
く
知
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
而
し
て
ま
さ
に
此
処
に
動
く
法
の
姿

0

0

0

0

0

が
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

曾
て
は
各
人
を
し
て
ひ
た
す
ら
自
由
に
活
動
せ
し
め
よ
う
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
各
自
の
自
由
な
る
意
志
を
以
て
法
形
成
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の
主
要
な
る
淵
源
と
な
さ
れ
て
い
た
が
故
に
、
諸
々
の
法
律
関
係
は
個
人
相
互
間
の
意
志
表
示
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
に
反
し
な
い
限
り
、
如
何
な
る
内
容
の
契
約
を
も
自
由
に
締
結

す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
社
会
問
題
が
―
―
個
人
相
互
間
の
自
由
処
理
に
ま
か
せ
て
お
く
の
に
は
―
―

あ
ま
り
に
深
刻
化
す
る
に
従
い
、
わ
が
国
に
於
け
る
が
如
く
乏
し
き
資
源
を
以
て
し
か
も
お
互
に
出
来
る
だ
け
「
人
た
る
に
値

す
る
生
活
」
を
営
も
う
と
す
る
社
会
共
同
生
活
の
現
実
の
要
求
に
合
致
す
る
た
め
に
は
契
約
の
内
容
が
法
律
に
よ
っ
て
規
制
0

0

さ

れ
る
こ
と
に
な
り
（
例
え
ば
地
代
家
賃
統
制
令
）、
更
に
進
ん
で
は
強
制
0

0

契
約
の
時
代
が
到
来
す
る
に
至
っ
た
。
強
制
契
約
と

は
一
定
の
条
件
を
具
備
す
る
限
り
国
家
が
―
―
公
共
の
利
益
の
た
め
に
―
―
現
に
契
約
の
内
容
を
規
制
す
る
ば
か
り
で
な
く
、

更
に
一
歩
を
進
め
て
契
約
締
結
の
自
由
を
も
制
限
す
る
も
の
を
い
う
（
例
え
ば
労
働
基
準
法
）。
若
し
合
意
と
い
う
こ
と
を
契

約
成
立
の
必
要
且
充
分
な
る
要
素
と
考
え
る
な
ら
ば
、
強
制
契
約
は
も
は
や
契
約
の
範
疇
の
中
に
は
入
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
変
質
し
た
の
は
決
し
て
契
約
自
由
の
原
則
ば
か
り
で
は
な
い
。
契
約
自
由
の
原
則
と
つ
ね
に

並
び
称
せ
ら
れ
る
所
有
権
絶
対
性
の
原
則
も
亦
、
そ
れ
以
上
に
変
質
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
日
に
於
て
は
、
土
地

所
有
者
が
そ
の
土
地
を
荒
蕪
の
状
態
に
放
置
す
る
が
如
き
こ
と
は
も
は
や
許
さ
れ
ず
、
―
―
最
近
の
農
地
関
係
の
法
律
に
依
れ

ば
―
―
耕
作
を
強
制
或
は
命
令
せ
ら
れ
更
に
進
ん
で
作
付
を
制
限
又
は
禁
止
せ
ら
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、
不
相
応
に
広
い
農
耕

地
を
所
有
す
る
こ
と
自
体
が
既
に
制
限
せ
ら
れ
て
い
る
有
様
で
あ
るi i

。
こ
れ
ら
の
注
目
す
べ
き
諸
事
態
の
陸
続
た
る
出
現
に
対

し
て
、
し
か
し
そ
れ
ら
を
規
定
す
る
法
律
は
要
す
る
に
特
別
法
で
あ
り
例
外
法
で
あ
る
と
し
て
、
な
お
も
依
然
と
し
て
所
有
権

絶
対
性
の
夢
を
見
続
け
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
先
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
社
会
の
推
移
に
従
い
一
般
法
は
常
に
特
別
法
の
形
を
以

て
分
解
し
、
そ
の
特
別
法
の
中
に
一
見
例
外
的
に
示
さ
れ
た
新
法
理
こ
そ
、
や
が
て
次
の
時
代
の
一
般
法
を
創
る
も
の
で
あ
る

i　

1970

以
前
の
こ
と
、
後
、
改
訂
さ
れ
て
制
限
は
緩
や
か
に
な
る
。
更
に
法
人
に
よ
る
大
規
模
化
も
許
容
す
る
よ
う
に
変
わ
る
。
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こ
と
に
、
わ
れ
わ
れ
は
深
く
思
を
致
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
契
約
も
所
有
も
そ
の
内
容
が
公
共
の
利
益
の
た
め
に
国
家
に
よ
っ
て
規

定
さ
れ
る
も
の
と
す
れ
ば
、
前
掲
の
労
働
基
準
法
に
よ
り
事
業
主
が
契
約
に
も
よ
ら
ず
又
過
失
も
な
く
し
て
負
担
す
る
補
償
義

務
の
正
体
も
、
今
や
分
明
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
そ
れ
は
偏
に
国
家
に
対
す
る
義
務
な
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
こ
そ
労
働

基
準
法
第
百
十
九
条
に
は
、そ
の
義
務
を
履
行
し
な
い
事
業
主
は「
こ
れ
を
六
箇
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
千
円【
30
万
円--2018

年
】

以
下
の
罰
金
に
処
す
る
」
旨
、
そ
の
違
反
に
対
し
て
刑
罰
0

0

の
制
裁
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
事
業
主
は
自
己

0

0

0

0

0

0

の
雇
傭
せ
る
労
働
者
及
び
そ
の
家
族
を
扶
助
す
べ
き
義
務
を
国
家
に
対
し
て
負
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
れ
は
ロ
ー
マ
法
的
な
意
味
に
於
て
単
な

る
公
法
的
関
係
で
も
な
け
れ
ば
勿
論
単
な
る
私
法
的
関
係
で
も
な
く
、
又
公
法
と
私
法
と
に
よ
っ
て
割
取
さ
る
べ
き
中
間
領
域

を
形
づ
く
る
も
の
で
も
な
く
し
て
、
む
し
ろ
「
公
」
の
関
係
と
「
私
」
の
関
係
と
が
相
互
に
滲
透
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特

色
が
あ
る
。
而
し
て
「
公
」
と
「
私
」
と
の
相
互
的
内
面
的
滲
透
は
、
ロ
ー
マ
法
的
世
界
に
於
て
は
そ
の
本
性
上
企
及
し
得
ざ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
社
会
法
は
そ
れ
を
所
謂
「
新
た
な
平
面
に
於
て
」
実
現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
新
た
な
平
面
と
は
、
し
か

ら
ば
、
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「
公
」
と
「
私
」
と
の
相
互
的
内
面
的
滲
透
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
先
ず
わ
れ
わ
れ
に
思
い
浮
べ
ら
れ
る
も
の
は
、

か
の
ゲ
ル
マ
ン
法
の
根
本
特
色
で
あ
っ
た
所
有
権
の
質
的
分
割

0

0

0

0

の
体
制
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
所
有
権
が
単
に
量
的
に
の

み
分
割
さ
れ
る
場
合
に
は
、
先
き
に
述
べ
た
る
如
く
「
公
」
と
「
私
」
と
は
畢
竟
別
個
の
系
統
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
精
々

た
だ
一
時
的
に
外
か
ら
触
れ
合
い
得
る
の
み
で
あ
っ
て
、
所
有
権
自
体
が
質
的
に
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
「
公
」
と

「
私
」
と
が
相
互
に
内
面
的
に
滲
透
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
げ
に
ゲ
ル
マ
ン
法
の
総
有
団
体
に
於
て
は
、
成
員
は

自
己
の
た
め
の
み
な
ら
ず
団
体
の
た
め
に
存
在
し
団
体
も
亦
自
己
の
た
め
の
み
な
ら
ず
成
員
の
た
め
に
存
在
す
る
、
―
―
即
ち

団
体
の
権
利
の
背
後
に
は
常
に
成
員
の
権
利
が
存
在
し
、
成
員
の
権
利
の
上
に
は
必
ず
団
体
の
権
利
が
臨
ん
で
い
た
の
で
あ
っ
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た
。
し
か
し
そ
の
成
員
と
は
、
個
々
の
人
間
で
は
な
く
し
て
実
は
家
長
た
る
身
分
の
外
化
と
し
て
の
家
屋
敷
で
あ
っ
た
。
か
か

る
運
命
的
な
身
分
関
係
が
土
地
の
関
係
の
中
へ
固
定
さ
れ
て
頑
強
に
保
持
さ
れ
る
と
き
、
中
世
的
封
建
制
へ
の
推
移
は
必
然
的

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
ひ
と
た
び
ロ
ー
マ
法
的
体
制
の
洗
礼
を
受
け
た
現
代
社
会
が
、
か
く
の
如
き
身
分
関
係
を
根
幹

と
す
る
総
有
的
体
制
へ
逆
行
し
得
な
い
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
し
か
ら
ば
、
現
代
に
於
て
所
有
権
の
―
―
否
、
更
に
一
般
に

権
利
の
質
的
分
割
の
根
本
原
理
と
な
る
べ
き
も
の
は
、
何
で
あ
ろ
う
か
。

既
に
述
べ
た
る
が
如
く
、
人
間
の
社
会
生
活
に
於
て
単
に
「
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
」
の
専
制
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
中
世
的

封
建
制
が
出
現
し
、
又
単
に
「
つ
く
ら
れ
た
も
の
」
の
専
制
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
多
く
の
人
間
の
生
活
を
脅
す
金
権
支
配
が
出

現
す
る
。
生
き
た
人
間
が
真
に
生
き
得
る
た
め
に
は
、
人
間
は
「
つ
く
る
も
の
」
と
し
て
の
自
己
本
来
の
主
体
性
を
恢
復
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
然
し
そ
れ
は
各
人
が
夫
々
個
性
を
発
揮
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
風
に
簡
単
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
か
く

考
え
る
の
は
宛
も
、
各
個
人
が
自
由
に
自
己
の
利
益
を
追
求
す
れ
ば
其
処
に
所
謂
「
見
え
ざ
る
手
」
が
働
い
て
お
の
ず
か
ら
社

会
全
体
の
富
裕
と
繁
栄
と
が
齎
ら
さ
れ
る
と
い
う
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
楽
天
的
な
利
益
即
公
益
論
の
如
き
も
の
で
あ
る
。（
そ

れ
は
初
期
資
本
主
義
の
社
会
に
於
て
の
み
、或
る
程
度
の
妥
当
性
を
も
つ（
一
））。

こ
れ
に
対
し
、自
利
の
追
求
と
個
性
の
発
揮
と
は
、

全
然
同
日
の
論
で
は
な
い
と
い
う
で
も
あ
ろ
う
。
誠
に
真
の
0

0

個
性
は
、
多
彩
で
あ
れ
ば
あ
る
程
深
い
奥
底
に
於
て
一
大
交
響
楽

の
如
く
、
力
強
い
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
奏
で
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
の
社
会
は
、
か
か
る
理
想
的
な
人
間
ば
か
り
の
集
り

で
は
な
い
。
個
性
の
発
揮
の
名
の
下
に
、
実
は
自
利
自
益
が
追
求
せ
ら
れ
て
い
る
場
合
が
全
然
な
い
と
誰
が
断
言
し
得
よ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
普
遍
妥
当
的
な
世
界
に
住
ん
で
い
る
こ
と
を
以
て
自
負
す
る
所
謂
文
化
人
の
中
に
、
ひ
と
を
し
て
顰
蹙
せ
し
め

る
様
な
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
決
し
て
少
な
く
は
な
い
と
い
う
実
状
を
直
視
す
れ
ば
、
思
半
ば
に
過
ぐ
る
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
各

人
が
夫
々
個
性
を
発
揮
す
れ
ば
そ
れ
で
国
家
社
会
が
健
全
に
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
が
現
実
に
簡
単
に
実
現
せ
ら
れ
る
も
の
な
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ら
ば
、
は
じ
め
か
ら
社
会
問
題
な
ど
と
い
う
も
の
は
起
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
理
想
か
ら
隔
た
る
こ
と
余
り
に
遠
き
人
間
の
集
り

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
社
会
は
「
見
え
ざ
る
手
」
に
一
切
を
委
せ
て
置
く
こ
と
は
で
き
ず
、
常
に
体
制
を
新
た
に
し
て
凡
て
の
人
の

協
力
が
保
証
せ
ら
れ
る
様
な
機
構
を
具
体
的
に
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
一
）
尤
も
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
と
雖
も
決
し
て
無
条
件
に
私
益
と
公
益
と
の
一
致
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い
。
か
の
「
見
え
ざ
る
手
」

の
摂
理
に
対
す
る
信
仰
は
、
各
人
の
自
制
0

0

を
条
件
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
得
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
セ
ル
フ
・
イ
ン
タ
レ
ス

ト
の
「
セ
ル
フ
」
は
自
律
・
自
治
・
自
制
な
ど
に
於
け
る
「
セ
ル
フ
」
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
一
連
の
言
葉
が
十
七
世
紀
以
後
に
な
っ

て
初
め
て
英
吉
利
語
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十
七
世
紀
以
来
特
に
強
め
ら
れ
て
来
た
「
中
流
階
級
」
的
自
主
独
立
の
精
神
を
背

景
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ロ
ー
マ
法
的
市
民
法
的
世
界
の
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
危
機
を
切
り
抜
け
て
人
間
社
会
が
そ
の
健
全
性
を
取
戻
す
た
め
に

は
、「
公
」
と
「
私
」
と
の
内
面
的
滲
透
を
可
能
な
ら
し
め
る
様
な
権
利
の
質
的
分
割
の
体
制
が
実
現
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

し
か
も
そ
の
根
本
原
理
と
な
る
べ
き
も
の
は
ゲ
ル
マ
ン
法
的
団
体
法
的
世
界
に
於
け
る
が
如
く
運
命
的
な
身
分
関
係
で
は
あ
り

得
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
と
い
っ
て
各
人
の
個
性
の
発
揮
を
以
て
直
ち
に

0

0

0

之
に
替
え
得
な
い
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。
め
い

め
い
が
そ
の
素
面
を
む
き
出
し
に
し
た
ま
ま
で
は
人
と
人
と
の
協
働
が
円
滑
に
行
わ
れ
得
な
い
こ
と
は
、
神
な
ら
ぬ
人
間
の
免

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
制
限
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
於
て
わ
れ
わ
れ
は
、
ロ
ー
マ
法
的
世
界
に
於

け
る
円
転
滑
脱
た
る
「
私
」
を
想
起
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
溌
剌
た
る
活
躍
を
可
能
な
ら
し
め
た
も
の
は
、
先
き
に
述
べ
た
る

が
如
く
誰
も
が
代
っ
て
被
り
得
る
「
面
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
ロ
ー
マ
法
的
世
界
に
於
て
は
「
面
」
が
生
き
た
人
間
を
置
き
去

り
に
し
て
、
そ
れ
の
み
で
い
わ
ば
自
動
的
に
活
躍
し
た
と
こ
ろ
に
根
本
的
な
欠
陥
が
あ
っ
た
。「
面
」
は
あ
く
ま
で
人
間
の

0

0

0

被

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
一
見
動
か
な
い
「
面
」
を
被
る
こ
と
は
、決
し
て
生
き
た
人
間
を
殺
す
こ
と
で
は
な
い
。
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能
面
に
は
「
喜
び
と
か
怒
り
と
か
と
い
う
よ
う
な
表
情
は
、
全
然
現
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
人
の
顔
面
に
於
て
通
例
に
見
ら
れ
る

筋
肉
の
生
動
が
、
こ
こ
で
は
注
意
深
く
洗
い
去
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
肉
づ
け
の
感
じ
は
急
死
し
た
人
の
顔
面

に
極
め
て
よ
く
似
て
い
る
。
‥
‥
と
こ
ろ
で
此
の
能
面
が
舞
台
に
現
わ
れ
て
動
く
肢
体
を
得
た
と
な
る
と
、
そ
こ
に
驚
く
べ
き

こ
と
が
起
っ
て
く
る
。
と
い
う
の
は
、
表
情
を
抜
き
去
っ
て
あ
る
筈
の
能
面
が
、
実
に
豊
富
極
り
な
い
表
情
を
示
し
始
め
る
の

で
あ
る
。
面
を
つ
け
た
役
者
が
手
足
の
動
作
に
よ
っ
て
何
事
か
を
表
現
す
れ
ば
、
そ
こ
に
表
現
せ
ら
れ
た
こ
と
は
既
に
面
の
表

情
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
手
が
涙
を
拭
う
よ
う
に
動
け
ば
、
面
は
既
に
泣
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
更
に
そ
の
上
に
謡
の
旋
律

に
よ
る
表
現
が
加
わ
り
、
そ
れ
が
悉
く
面
の
表
情
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
自
由
自
在
に
、
ま
た
微
妙
に
、
心
の
陰
影
を
現
わ
し
得

る
顔
面
は
、
自
然
の
顔
面
に
は
存
し
な
い
。
そ
う
し
て
此
の
表
情
の
自
由
さ

0

0

0

0

0

0

は
、
能
面
が
何
等
の
人
ら
し
い
表
情
を
固
定
的
に

現
わ
し
て
い
な
い
0

0

と
い
う
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ
る
（
笑
う
面
は
泣
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
）。
‥
‥
こ
の
よ
う
な
面

の
働
き
に
於
て
特
に
わ
れ
わ
れ
の
注
意
を
惹
く
の
は
、
面
が
そ
れ
を
被
っ
て
動
く
後
者
の
肢
体
や
動
作
を
己
れ
の
内
に
吸
収
し

て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
実
際
に
は
役
者
が
面
を
つ
け
て
動
い
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
効
果
か
ら
い
え
ば

面
が
肢
体
を
獲
得
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。」
勿
論
、
か
か
る
働
き
が
純
粋
に
量
的
に
分
割
さ
れ
た
り
結
合
さ
れ
た
り
す
る
ロ
ー
マ
法

の
「
面
」
に
と
っ
て
不
可
能
な
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
。
ロ
ー
マ
法
の
「
面
」
は
生
き
た
人
間
の
被
る
「
面
」
で
は
な
く
し
て
、

実
は
権
利
の
「
仮
面
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
肢
体
を
獲
得
す
る
「
面
」
に
し
て
、
は
じ
め
て
人
間
の
「
面
」
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
ら
ば
人
間
の
働
き
を
一
層
溌
剌
と
活
躍
せ
し
め
る
「
面
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）
和
辻
哲
郎
「
面
と
ペ
ル
ソ
ナ
」
七
―
八
頁
。【
青
空
文
庫
収
録
、　

和
辻
哲
郎
全
集
第
一
七
巻
】

そ
れ
は
「
職
分
」
で
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
職
分
は
、
―
―
一
方
に
於
て
は
お
の
ず
か
ら
成
る
自
然
的
有
機
的
連
関
の
中

に
固
定
す
る
運
命
的
な
「
身
分
」
か
ら
区
別
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
か
ら
全
然
遊
離
し
て
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単
に
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連
関
の
中
を
不
覇
奔
放
に
活
躍
す
る
「
契
約
」
と
も
異
っ
て
、
―
―
お
の
ず
か
ら
な
る
素
質
才
能
を

機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
限
定
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。そ
れ
は
既
に
機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

決
し
て
な
ま
の
ま
ま
の
素
質
或
は
才
能
を
そ
の
ま
ま
受
け
容
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
大
学
教
授
た
る
職
分
は
、
決
し
て

単
な
る
学
究
的
素
質
の
み
で
は
勤
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
大
学
と
い
う
研
究
と
教
育
と
を
兼
ね
た
機
構
内
の
一
員
た
る
た
め
に

は
、
単
な
る
生
来
の
素
質
や
才
能
は
揚
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
か
く
し
て
な
ま
の
ま
ま
の
個
性
を
機
構
的

連
関
の
中
へ
吸
収
し
て
「
職
分
」
の
面
を
被
る
こ
と
は
、
決
し
て
真
の
個
性
の
発
揮
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。
お
の
ず
か
ら

な
る
素
質
才
能
を
機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

、「
職
分
」
は
、
そ
れ
を
被
る
つ
く
る
も
の

0

0

0

0

0

と
し
て
の
人
間
を
逆
に
つ
く
り
か
え
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
よ
〳
〵
広
く
豊
か
な
地
盤
に
於
て
真
に
偉
大
な
る
個
性
の
発
揮
を

可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
職
分
も
決
し
て
固
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
つ
く
る
も
の
と
し
て
の
人
間
を
つ
く

り
か
え
す
と
共
に
又
つ
ね
に
新
た
に
つ
く
り
直
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
あ
く
ま
で
現
実
の
人
間
と
共
に
生
き
る
こ
と
を
そ
の
特

質
と
す
る
。
従
っ
て
例
え
ば
大
学
教
授
の
演
ず
る
役
割
は
、
決
し
て
大
学
令
の
規
定
の
中
に
閉
じ
籠
め
ら
る
べ
き
性
質
の
も
の

で
は
な
い
。
大
学
教
授
が
一
世
を
指
導
し
得
る
だ
け
の
学
問
を
以
て
国
家
社
会
に
報
じ
得
る
か
否
か
は
、
一
に
そ
の
人
物
識
見

の
如
何
に
依
る
。
職
分
は
人
間
に
よ
っ
て
生
き
、
人
間
は
職
分
に
よ
っ
て
生
き
る
。
わ
れ
わ
れ
が
一
工
員
と
し
て
一
会
社
員
と

し
て
将
又
一
官
吏
と
し
て
一
定
の
機
構
の
中
に
於
て
働
く

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
個
性
的
な
自
己
を
殺
す
こ
と
で
は
な
い
。

一
見
没
個
性
的
な
職
分
の
「
面
」
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
真
に
偉
大
な
る
個
性
の
発
揮
が
期
待
さ
れ
得
る
こ
と
は
上

述
の
通
り
で
あ
る
。「
面
」
と
し
て
の
職
分
は
人
間
の
自
覚
的
活
動
を
俟
っ
て
そ
の
肢
体
を
獲
得
し
、
人
間
の
活
動
は
没
表
情

的
な
職
分
の「
面
」を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
層
豊
か
な
表
情
を
溌
剌
と
示
す
こ
と
が
出
来
る
。今
日
の
社
会
共
同
生
活
に
於
て
、

つ
く
る
も
の
と
し
て
の
人
間
が
具
体
的
に
は
つ
ね
に
職
分
的
存
在

0

0

0

0

0

で
あ
る
以
上
、
生
き
た
人
間
が
そ
の
主
体
性
を
恢
復
す
る
と
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い
う
こ
と
は
、
各
人
が
そ
の
職
分
を
自
覚
的
に
遂
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
職
分
と
共
に
生
き
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
社

会
法
が
「
公
」
と
「
私
」
と
の
相
互
的
内
面
的
滲
透
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
「
新
た
な
平
面
」
と
は
、
か
か
る
意
味
に
於
て
の

「
職
分
」
を
そ
の
根
本
原
理
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
主
人
と
召
使
の
関
係
」
と
い
え
ば
い
か
に
も

封
建
的
な
響
き
を
も
つ
コ
ン
モ
ン
・
ロ
ー
の“relation”

な
る
基
本
概
念
も
、
か
か
る
職
分
的
関
係
を
そ
の
内
容
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、今
日
に
於
て
も
猶
―
―
と
い
う
よ
り
は
現
代
に
於
て
こ
そ
益
々
そ
の
地
味
な
妙
味
を
発
揮
し
得
る
の
で
は
な
い
か
、

と
私
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
職
分
を
根
幹
と
す
る
世
界
に
於
て
こ
そ
「
公
」
と
「
私
」
と
は
、
従
来
の
外
面
的
に
対
立
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

所
謂
「
権
利
義
務
」

の
み
で
固
ま
っ
た
生
命
の
な
い
連
関
を
揚
棄
し
て
、
相
互
に
内
面
的
に
協
働
す
る

0

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
共
に
溌
剌
と
生
き
る
こ
と
が

期
待
さ
れ
る
。
勿
論
そ
こ
に
於
て
も
猶
、
権
利
が
語
ら
れ
義
務
が
口
に
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
同
じ
く
権

利
或
は
義
務
な
る
言
葉
を
以
て
言
い
表
わ
さ
れ
る
内
容
が
著
し
く
変
質
す
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
従
来
、
権
利
の
実

質
に
関
し
て
は
先
ず
意
志
説

0

0

0

が
主
張
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
―
―
意
志
な
き
者
に
於
て
も
権
利
は
存
在
す
る
が
故
に
―
―
意

志
説
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
権
利
を
以
て
「
法
律
上
保
護
せ
ら
れ
た
利
益
」
で
あ
る
と
す
る
利
益
説

0

0

0

が
主
張
せ
ら
れ
た
の
で

あ
る
が
、
法
律
上
保
護
せ
ら
れ
た
利
益
を
直
ち
に
権
利
と
考
え
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
権
利
は
「
法
律
に
よ

っ
て
保
護
せ
ら
れ
た
利
益
に
関
し
て
認
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
活
動
の
範
囲
」
で
あ
る
と
帰
結
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
此
の
説
は
今

日
ま
で
の
実
定
法
の
解
釈
と
し
て
は
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
今
や
動
く
法
秩
序
の
中
に
於
け
る
権
利
は
「
各
自
の

職
分
に
応
じ
た
活
動
の
範
囲
」
と
し
て
概
念
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か
る
権
利
理
論
の
立
場
に
於
て
は
、
例
え
ば
私
所
有
権
と

雖
も
そ
の
内
容
は
「
所
有
物
を
公
共
の
た
め
に
最
も
役
立
つ
よ
う
に
自
己
の
責
任
を
以
て
処
理
す
る
こ
と
の
公
か
ら
の
委
託
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
く
し
て
「
所
有
者
が
土
地
を
所
有
す
る
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
「
土
地
が
そ
の
必
要
と
す
る
管
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理
者
と
し
て
所
有
者
を
も
つ
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
所
有
者
は
管
理
者
と
し
て
の
責
任
を
も
つ
、
―
―

し
か
も
そ
れ
は
「
公
」
か
ら
委
託
さ
れ
た
管
理
の
責
任
で
あ
る
。
此
の
「
公
」
か
ら
の
信
頼
0

0

に
対
し
て
「
私
」
が
責
任
0

0

を
以
て

応
え
る
と
き
、
公
私
の
内
面
的
協
働
が
如
実
に
実
現
せ
ら
れ
、
そ
こ
に
於
て
は
従
来
対
立
的
に
考
え
ら
れ
た
権
利
と
義
務
と
が

責
任
を
媒
介
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

内
面
的
に
結
び
つ
く
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
土
地
所
有
の
権
利

0

0

0

0

0

0

0

は
実
は
、
土
地
管
理
の
義
務

0

0

0

0

0

0

0

以

外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
否
、
単
に
同
一
人
に
於
て
権
利
と
義
務
と
が
公
に
対
す
る
責
任
を
媒
介
と
し
て
内
面
的
に
結

び
つ
く
ば
か
り
で
な
く
、
従
来
専
ら
利
益
の
見
地
か
ら
全
然
正
反
対
の
位
置
に
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
た
債
権
者
と
債
務
者
と

の
関
係
も
亦
、
今
後
は
社
会
共
同
生
活
の
円
滑
健
全
な
る
運
営
の
た
め
に
公
か
ら
委
託
さ
れ
た
―
―
財
の
交
易
乃
至
活
用
を
最

も
有
効
に
果
す
べ
き
―
―
職
分
の
担
当
者
と
し
て
協
働
関
係
に
立
つ
可
能
性
が
期
待
せ
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
公
か
ら
の
信
頼

に
応
え
る
責
任
感
を
以
て
夫
々
職
分
を
自
覚
的
に
遂
行
す
る
と
き
、
再
建
者
と
債
務
者
の
何
れ
を
も
規
定
す
る
も
の
は
、
も
は

や
単
な
る
利
潤
の
追
求
で
は
な
く
し
て
遥
か
に
崇
高
な
る
信
義
誠
実
の
原
則
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
信
義
誠
実
の
原
則
の
基
礎

を
な
す
も
の
は
畢
竟
各
自
の
責
任
感

0

0

0

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
各
自
が
充
分
自
己
の
責
任
を
感
じ
る
た
め
に
は
、
各
人
が

そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
た
位
置
に
於
て
思
う
存
分
創
意
工
夫
を
発
揮
し
得
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
自
由
な
る
創

0

0

0

0

0

意
工
夫

0

0

0

を
発
揮
し
得
る
余
地
の
な
い
と
こ
ろ
、
責
任
の
成
立
す
る
地
盤
は
見
出
さ
る
べ
く
も
な
い
。
而
し
て
創
意
工
夫
の
楽
し

み
と
責
任
感
の
自
覚
な
く
し
て
、
所
謂
生
産
意
欲
の
も
り
あ
が
る
筈
が
な
い
の
で
あ
る
。
茲
に
「
統
制
」
の
限
界
0

0

が
自
覚
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
の
わ
が
国
の
実
状
に
於
て
は
国
民
生
活
の
安
定
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
最
少
限
度
重
要
物
資
の

統
制
は
已
む
を
得
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、し
か
し
統
制
は
統
制
主
義
0

0

に
陥
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
一
般
に
「
主
義
」
と
は
、

本
来
一
部
分
で
あ
る
べ
き
も
の
を
以
て
全
般
を
蔽
わ
し
め
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
今
日
の
社
会
共
同
生
活
が
或
る

程
度
の
企
劃
的
構
成
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
企
劃
的
構
成
の
た
め
の
統
制
は
当
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然
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
共
同
生
活
の
一
部
分
で
あ
っ
て
決
し
て
そ
の
全
般
に
ま
で
不
当
に
拡
大
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
。
全
般
的
統
制
は
人
間
を
機
械
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
生
活
の
破
壊
で
あ
る
。
人
間
の
機
械
化
は
瞬
間
的
に
は
蓄

積
さ
れ
た
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
異
常
な
る
発
揮
を
可
能
な
ら
し
め
る
が
如
き
外
観
を
呈
す
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
れ

は
結
局
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
過
去
の
蓄
積
を
消
耗
し
つ
く
す
だ
け
に
終
る
も
の
で
あ
っ
て
決
し
て
真
の
底
力
を
蓄
積
す
る
所
以
で
な

い
こ
と
は
、
既
に
幾
多
の
事
実
に
よ
っ
て
明
瞭
に
証
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
間
社
会
の
制
度
は
あ
く
ま
で
、「
つ
く
る

も
の
」
と
し
て
の
人
間
の
主
体
的
な
は
た
ら
き
を
―
―
客
体
的
な
機
構
の
中
に
於
て
で
は
あ
る
が
―
―
い
よ
い
よ
発
揮
せ
し
め

る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
故
に
、
統
制
主
義
0

0

に
ま
で
堕
し
た
統
制
は
社
会
制
度
の
自
殺
で
あ
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

曾
て
自
由
主
義
経
済
の
標
語
た
る
「
経
済
人
」（hom

o oeconom
icus

）
が
、峻
烈
な
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
ひ
た
す
ら
営
利
を
追
求
す
る
所
謂
経
済
人
に
代
っ
て
、
国
士
的
経
済
人
の
出
現
が
要
望
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

も
と
〳
〵
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
原
語
た
る
ギ
リ
シ
ャ
語
の
オ
イ
コ
ノ
ミ
コ
ス
（「
家
政
に
関
す
る
」）
に
し
て
も
、
又
経
済
な
る
語

の
由
来
す
る
「
経
世
済
民
」
に
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
「
無
限
の
営
利
慾
」
を
搾
り
出
す
何
の
よ
す
が
も
な
い
。
む
し
ろ
「
国
士

的
経
済
人
」
な
ど
と
い
う
の
は
、一
種
の
同
語
反
覆
で
あ
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ホ
モ
・

エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
が
攻
撃
さ
れ
る
所
以
は
、
そ
れ
が
―
―
人
間
を
具
体
的
な
現
実
か
ら
完
全
に
抽
象
し
て
営
利
の
塊
に
作
り
上
げ

て
し
ま
う
―
―
英
吉
利
正
統
派
経
済
学
の
標
語
に
用
い
ら
れ
た
が
故
に
他
な
ら
ぬ
。
し
か
も
同
じ
英
吉
利
の
経
済
学
者
た
る
マ

ー
シ
ャ
ル
【A

lfred M
arshal, 1842-1924

】
が
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
抽
象
性
を
指
摘
し
て
、
こ
れ
を
非
イ
ギ
リ
ス
的
思
想
と
断

定
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
曰
く
「
リ
カ
ル
ド
ウ
【D

avid R
icardo, 1772-1823

】
の
頭
脳
は
功
罪
共
に
彼

の
ユ
ダ
ヤ
人
的
血
統
に
跡
づ
け
得
る
。
英
吉
利
の
経
済
学
者
で
あ
の
よ
う
な
型
の
頭
悩
を
も
っ
て
い
た
人
は
今
ま
で
に
な
か
っ
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た
」
と
。
尤
も
リ
カ
ル
ド
ウ
当
時
のthe C

ity of London

の
人
達
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
遥
か
に
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
に

近
か
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
今
日
そ
の
抽
象
性
が
非
難
さ
れ
る
リ
カ
ル
ド
ウ
経
済
学
の
方
法
も
、
当
時
に
於

て
は
そ
れ
程
現
実
か
ら
遊
離
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
当
時
に
於
て
す
ら
、
か

か
る
型
の
人
間
が
決
し
て
一
般
に
是
認
さ
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
王
朝
文
学
が
一
致
し
て
攻
撃
の
矢
を
放

っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る（
一
）。

無
限
の
営
利
慾
の
化
身
た
る
こ
と
が
、
決
し
て
人
間
の
免
る
べ
か
ら
ざ
る
運
命

な
の
で
は
な
い（
二
）。

且
又
、
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
が
或
る
時
代
に
現
に
華
々
し
い
活
躍
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
実
は
そ

れ
が
単
に
無
限
な
る
利
潤
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
そ
れ
と
相
表
裏
し
て

0

0

0

0

0

卓
抜
な
る
創
意
工
夫
を
遺
憾
な
く
発

揮
し
た
が
故
に
他
な
ら
ぬ
。
勿
論
、
実
際
の
場
合
に
は
利
潤
の
追
求
と
創
意
の
発
揮
と
は
常
に
必
ず
し
も
表
裏
の
関
係
に
於
て

一
つ
に
結
び
つ
い
て
は
現
わ
れ
ず
、
重
点
が
一
方
に
偏
し
て
い
る
こ
と
が
む
し
ろ
普
通
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
若
し
建
築
屋0

と
建
築
家0

の
区
別
に
類
す
る
も
の
が
凡
て
の
経
済
人
に
つ
い
て
言
い
得
ら
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、「
実
業
家
」
と
呼
ば
れ

得
る
程
の
人
は
結
果
と
し
て
の
金
儲
け
が
目
的
な
の
で
は
な
く
、
仕
事
そ
れ
自
体
の
中
に
生
き
甲
斐
を
感
じ
て
い
る
人
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
の
実
体
に
つ
い
て
の
か
か
る
認
識
は
、
わ
れ
わ
れ
に
明
る
い
希
望
を
齎
ら
す
。

そ
れ
は
本
来
の
経
済
人
即
ち
「
経
世
済
民
」
的
人
間
の
雄
々
し
き
登
場
を
期
待
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
。
経
世
済
民
的
意
識
を

0

0

0

0

0

0

0

0

以
て
夫
々
の
職
分
に
応
じ
て
創
意
工
夫
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
人

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
―
―
こ
れ
が
今
日
要
求
せ
ら
れ
る
経
済
人
に
他
な
ら
ぬ
。

か
か
る
経
済
人
の
出
現
は
勿
論
、
手
を
措
【
拱
】
い
て
待
っ
て
い
て
ひ
と
り
で
に
到
来
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
即
ち
、
経

済
倫
理
の
昂
揚
が
声
高
く
繰
返
し
叫
ば
れ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

（
一
）
ホ
モ･

エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
を
極
端
に
誇
張
し
た
描
写
し
たM

andeleville: Fable of the Bees

は
囂
々
た
る
反
対
論
を
招
い
て
遂

に
禁
書
の
厄
に
遭
っ
て
居
る
。
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（
二
）
ル
ヨ
・
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
、
無
制
限
な
営
利
の
追
求
が
決
し
て
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
の
発
生
を
ま
っ
て
現
わ
れ
た
も
の
で
は

な
い
こ
と
、
及
び
資
本
主
義
的
経
済
秩
序
の
出
現
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
た
唯
一
の
変
化
は
、
―
―
封
建
的
な
経
済
秩
序
に
代
っ

て
資
本
主
義
的
な
そ
れ
が
現
わ
れ
た
の
に
応
じ
て
―
―
無
制
限
な
土
地
追
究
の
代
わ
り
に
，
貨
幣
及
び
貨
幣
価
値
の
追
究
が
現
れ
た

と
い
う
相
異
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
と
い
う
（Lujo B

rentano: H
andel und K

apitalism
us.

）。
し
か
し
封
建
制
の
下
に
土
地
が
追
求

せ
ら
れ
る
場
合
と
、
資
本
主
義
機
構
の
中
に
於
い
て
貨
幣
価
値
が
追
究
せ
ら
れ
る
場
合
と
の
著
し
い
相
異
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。

即
ち
、
現
に
在
る
土
地
し
か
も
自
分
の
手
の
届
き
得
る
土
地
が
極
め
て
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
必
ず
し
も
現
物
の
裏

づ
け
を
必
要
と
し
な
い
こ
と
を
む
し
ろ
特
質
と
す
る
貨
幣
は
、
無
限
に
そ
の
所
有
慾
を
駆
り
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
所
謂
「
無
制
限
な
営
利
の
追
求
」
は
、
や
は
り
資
本
主
義
の
発
生
と
共
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

現
わ
れ
た
著
し
い
現
象
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
決
し
て
人
間
の
免
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
宿
命
な
の
で
は
な
く
、
資
本
主
義
の
弊
害
の
超
克
と

共
に
又
克
服
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
経
済
倫
理
或
は
社
会
道
義
の
昂
揚
は
、
た
だ
声
を
高
く
し
て
説
教
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
得
る
も
の
で
は
な

い
。
一
方
に
於
て
法
的
機
構
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
地
盤
を
と
と
の
え
る
と
共
に
、
他
方
に
於
て
は
―
―
現
実
か
ら

遊
離
し
た
道
徳
が
経
済
を
外
か
ら

0

0

0

導
く
の
で
は
な
く
―
―
道
徳
そ
の
も
の
が
社
会
生
活
の
現
実
の
底
に
ま
で
そ
の
根
を
お
ろ
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
。
曾
て
ミ
ル
が
「
一
本
の
釘
を
打
つ
こ
と
も
自
然
法
則
に
従
う
こ
と
で
あ
る
」
と
言
っ
た
の
に
対
し
て
、
シ
ュ
モ

ー
ラ
ー
は
「
一
本
の
釘
さ
え
も
倫
理
な
く
て
は
壁
に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言
っ
た
。
今
後
の
法
律
は
も
は
や
経
済

が
そ
の
中
で
自
由
勝
手
に
振
舞
う
単
な
る
外
枠
0

0

で
は
な
く
、道
徳
は
又
た
だ
外
か
ら
注
意
を
与
え
る
監
督
0

0

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
ら
ば
、
法
律
と
道
徳
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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或
る
倉
庫
会
社
が
価
格
五
千
六
百
円
の
羅
紗
が
入
っ
て
い
る
と
称
す
る
箱
数
箇
の
寄
託
を
受
け
、
よ
く
中
味
を
調
べ
ず
し

て
「
箱
入
に
付
き
見
本
に
依
り
評
価
す
」
る
旨
記
載
し
て
倉
庫
証
券
を
発
行
し
た
。
そ
の
証
券
を
入
手
し
た
某
に
対
し
或
る
銀

行
が
そ
れ
を
担
保
と
し
て
手
形
割
引
の
形
式
で
四
千
七
百
二
十
五
円
を
融
通
し
、
某
が
弁
済
不
能
の
状
態
に
な
っ
た
の
で
担
保

物
件
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
中
味
は
羅
紗
で
は
な
く
し
て
価
格
合
計
僅
か
に
四
百
三
十
四
円
二
十
八
銭
の
フ
ラ
ン
ネ
ル
及
び

三
河
木
綿
で
あ
っ
た
。
茲
に
於
て
銀
行
は
倉
庫
会
社
の
重
役
を
相
手
ど
っ
て
損
害
賠
償
の
訴
訟
を
提
起
し
た
。
明
治
四
十
五
年

三
月
三
十
日
の
東
京
控
訴
院
の
判
決
は
、
結
局
倉
庫
会
社
の
取
締
役
社
長
に
対
し
「
金
四
千
七
百
二
十
五
円
及
び
之
に
対
す
る

明
治
三
十
六
年
十
月
七
日
よ
り
本
件
判
決
執
行
済
迄
年
五
分
の
利
息
を
支
払
う
べ
し
」
と
言
い
渡
し
た
の
で
あ
る
が
、
倉
庫
会

社
の
証
券
発
行
に
関
す
る
過
失
と
銀
行
の
権
利
侵
害
及
び
損
失
と
の
間
の
因
果
関
係

0

0

0

0

を
確
認
す
る
論
旨
を
展
開
す
る
途
上
に
於

て
、
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
。

哲
学
上
の
見
地
よ
り
之
を
い
え
ば
、
被
控
訴
人
の
証
券
発
行
に
関
す
る
過
失
と
控
訴
人
の
権
利
侵
害
及
び
損
害
と
の

間
に
因
果
の
関
係
あ
る
や
毫
も
疑
な
し
。
何
ん
と
な
れ
ば
、
若
し
被
控
訴
人
が
過
失
に
因
り
て
不
正
の
事
実
を
記
載
し

た
る
証
券
を
発
行
せ
ざ
り
し
も
の
と
仮
定
せ
ば
、
某
が
之
を
利
用
し
て
控
訴
人
を
欺
く
が
如
き
こ
と
あ
り
得
べ
か
ら
ざ

れ
ば
な
り
。
併
し
な
が
ら
、
哲
学
上
因
果
の
関
係
あ
る
も
の
は
常
に
法
律
上
も
因
果
の
関
係
あ
る
も
の
と
い
う
を
得
ず
。

此
の
場
合
の
「
哲
学
上
」
と
は
恐
ら
く
「
単
に
観
念
的
に
・
或
は
形
式
論
理
的
に
」
と
い
う
程
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。
し

か
ら
ば
、
単
に
形
式
論
理
的
な
因
果
関
係
か
ら
区
別
さ
る
べ
き
法
律
上
の
因
果
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

と
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
点
に
そ
の
特
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質
を
有
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
掲
の
判
決
文
は
更
に
語
を
続
け
て
、
法
律
上
も
亦
因
果
関
係
の
確
認
さ
る
べ
き
所
以
を
次
の
如
く
述
べ
て
い
る
。

哲
学
上
因
果
の
関
係
あ
る
も
一
般
取
引
上
の
観
念
に
訴
え

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

因
果
の
関
係
あ
る
も
の
と
認
む
べ
き
場
合
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、

法
律
上
因
果
関
係
あ
る
も
の
と
い
う
こ
と
を
得
ず
。
仍
っ
て
被
控
訴
人
の
証
券
発
行
に
関
す
る
過
失
と
控
訴
人
の
権
利

侵
害
及
び
損
害
と
の
関
係
が
取
引
上
の
通
念
に
訴
え
因
果
の
関
係
あ
る
も
の
と
認
む
べ
き
も
の
な
り
や
否
や
を
考
う
る

に
、
元
来
倉
庫
証
券
な
る
も
の
は
そ
の
性
質
上
流
通
証
券

0

0

0

0

に
し
て
取
引
上
第
三
者
に
転
輾
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
若
し

証
券
に
不
正
の
認
識
を
な
さ
ん
か
、
第
三
者
は
そ
の
証
券
に
誤
ら
れ
て
不
測
の
損
害
を
被
む
る
こ
と
あ
る
べ
き
は
十
分

之
を
予
知
す
る
こ
と
を
得
べ
き
も
の
な
る
を
以
て
、
某
が
被
控
訴
人
の
発
行
に
係
る
証
券
の
不
正
な
る
記
載
を
真
実
な

る
も
の
と
し
、
控
訴
人
を
欺
き
そ
の
証
券
を
担
保
と
し
て
金
銭
を
借
り
入
れ
、
控
訴
人
に
金
銭
の
所
有
権
を
喪
失
せ
し

め
以
て
損
害
を
被
ら
し
め
た
る
も
の
な
る
以
上
は
、
取
引
上
の
通
念
よ
り
観
る
も
証
券
発
行
に
関
す
る
過
失
と
控
訴
人

の
権
利
侵
害
及
び
損
害
と
の
間
に
は
、
因
果
の
関
係
あ
る
も
の
と
認
む
る
こ
と
を
得
べ
し
。
故
に
、
被
控
訴
人
の
過
失

と
控
訴
人
の
権
利
侵
害
及
び
損
害
と
の
間
に
は
、
法
律
上
因
果
の
関
係
あ
る
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
得
ず
。（「
法
律
新
聞
」

第
八
六
八
号
九
頁
）

茲
に
於
て
問
題
の
核
心
は
、
倉
庫
証
券
が
単
な
る
保
管
証
券
で
は
な
く
し
て
、
取
引
上

0

0

0

は
そ
れ
が
流
通
証
券

0

0

0

0

た
る
性
質
を
も

併
せ
具
有
す
る
点
に
あ
る
。
若
し
そ
れ
が
単
な
る
保
管
証
券
に
終
始
す
る
も
の
な
ら
ば
、「
倉
庫
業
者
は
法
律
上
に
於
て
も
商

慣
習
に
於
て
も
寄
託
物
の
内
容
を
調
査
す
べ
き
義
務
を
有
せ
ず
、
た
だ
受
寄
の
物
件
を
保
管
し
又
そ
の
物
を
返
還
す
べ
き
義
務

を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
が
故
に
、
そ
の
内
容
を
確
保
す
る
責
任
を
有
せ
ず
、
随
て
証
券
の
記
載
が
内
容
と
異
な
る
も
の
あ
り
と

為
す
も
、
賠
償
の
責
に
任
ず
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
様
な
―
―
倉
庫
会
社
側
弁
護
人
の
―
―
抗
弁
も
一
応
は
成
立
す
る
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で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
単
純
な
る
保
管
証
券
な
ら
ば
寄
託
者
と
受
寄
者
と
の
間
に
だ
け
取
り
交
わ
さ
れ
る
単
な
る
一
札
に

す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、一
般
社
会
通
念
上
所
謂
「
預
証
」
が
預
り
品
の
内
容
を
証
明
す
べ
き
筋
合
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
、

い
う
迄
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
倉
庫
証
券
は
―
―
金
額
を
明
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

―
―
信
用
経
済
機
構
内
に
於
て

は
、
広
く
第
三
者
に
対
し
て
流
通
証
券

0

0

0

0

と
し
て
の
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
と
な
り
、
か
く
し
て
そ
れ
は
既
に
物
品
の
裏
付
か
ら

離
れ
て
夫
自
身
文
字
通
りabstraktes Papier

と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
の
如
く
に
見
え
る
。
若
し
真
実
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、倉
庫
会
社
は
か
か
るabstraktes Papier

を
発
行
し
た
こ
と
自
体

0

0

0

0

0

0

0

0

に
対
し
て
そ
の
責
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
倉
庫
証
券
が
純
粋
の
手
形
で
な
い
以
上
、
倉
庫
会
社
は
決
し
て
そ
の
証
券
の
呈
示
に
対
し
て
記
載
金
額
を
支
払
う
必
要

は
な
く
、
要
す
る
に
受
寄
物
を
返
還
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
の
義
務
を
果
し
た
こ
と
に
な
る
。
た
だ
そ
れ
が
担
保
と
な
っ
て
い
る

場
合
、
受
寄
物
の
評
価
0

0

に
対
し
て
そ
の
責
を
免
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
右
の
事
例
に
於
て
、
証
券
発
行

に
関
す
る
倉
庫
会
社
の
過
失
と
銀
行
の
権
利
侵
害
及
び
損
害
と
の
間
の
因
果
関
係
は
、
当
の
物
品
が
担
保
と
し
て
と
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
因
果
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
ま
さ
に
此
の
点
に
、
法
律
上
の
因
果
関
係
の
特
質

が
見
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る（
一
）。

（
一
）
法
律
上
の
因
果
関
係
が
―
―
右
に
述
べ
た
様
な
意
味
に
於
て
―
―
つ
ら
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

0

因
果
関
係
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
把
握
す
る

な
ら
ば
、
不
作
為
に
因
果
関
係
を
帰
す
る
こ
と
も
容
易
に
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
法
律
上
の
存
在
及
び
関
係
は
、
つ
く
ら
れ
た
存
在
で
あ
り
・
つ
く
ら
れ
た
関
係
で
あ
る
。
法
律
の
世
界
に
は
自
然
の

ま
ま
の
も
の
が
な
ま
の
姿

0

0

0

0

で
存
在
す
る
が
如
き
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
今
茲
に「
甲
が
乙
の
首
を
絞
め
る
」と
い
う
現
象
と「
乙

が
死
ぬ
」
と
い
う
現
象
と
が
あ
る
と
す
る
。
此
の
二
つ
の
現
象
を
結
び
つ
け
て
「
甲
が
乙
を
殺
す
」
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
そ

れ
は
自
然
現
象
の
認
識
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
宛
も
「
太
陽
が
石
を
照
す
」
と
い
う
現
象
と
「
石
が
温
く
な
る
」
と
い
う
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現
象
と
を
結
び
つ
け
て
「
太
陽
が
石
を
温
め
る
」
と
い
う
単
な
る
自
然
認
識
がnichts R

echtliches

で
あ
る
如
く
、「
甲
が
乙

を
殺
す
」
と
い
う
事
態
も
そ
れ
自
体
に
は
何
等
法
律
的
な
意
味
を
も
っ
た
事
柄
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
か
か
る
事
態
か
ら
は
如

何
な
る
法
律
的
効
果
も
出
て
来
る
筈
は
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
点
か
ら
言
え
ば
純
粋
法
学
派
の
人
達
が
「
殺
人
と
い
う
法
律
要

件
が
刑
罰
と
い
う
法
律
効
果
を
因
果
的
に
惹
き
起
す
の
で
は
な
い（
一
）」

と
主
張
す
る
の
は
、
論
理
的
に
正
当
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
否
、
一
層
厳
密
に
は
「
殺
人
」
は
そ
れ
自
体
で
はnichts R

echtliches

な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
律
0

0

要
件
で
あ
る
と
す

ら
い
う
こ
と
も
出
来
ぬ
。「
殺
人
」
と
い
う
夫
自
身
法
律
的
に
無
記
な
事
柄
は
、
所
謂
法
律
効
果
或
は
不
法
効
果
と
称
せ
ら
れ

る
も
の
を
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
てrechtlich

な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
刑
罰
と
い
う
不
法
効
果

を
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
は
、
殺
人
と
雖
も
決
し
て
法
律
的
意
味
を
も
っ
た
不
法
行
為
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
死
刑
執
行
の
場
合
の
「
殺
人
」
な
る
自
然
的
事
実
が
、
毫
も
不
法
行
為
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

か
く
し
て
、
法
律
効
果
（R

echtsfolge

）
と
い
う
紛
ら
わ
し
い
不
正
確
な
言
葉
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
事
態
の
真
相
を
洞
察

す
る
な
ら
ば
、所
謂
法
律
要
件
（R

echtsbedingung
）
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
か
ら
法
律
効
果
（R

echtsfolge

）
がfolgen

【
生
ず
る
】

す
る
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
逆
に
法
律
効
果
に
よ
っ
て
法
律
要
件
と
通
常
称
せ
ら
れ
る
も
の
の
法
律
的
意
味
が
与
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
法
律
効
果
こ
そ
法
律
要
件
をbedingen
【
制
約
】
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
てB

edingung

【
条
件
】
とFolge

【
結
果
】
と
の
関
係
は
ま
さ
に
逆
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う（
二
）。

（
一
）K

elsen: R
eine R

echtslehre, S. 22.

（
二
）
所
謂R

echtsbedingung

が
所
謂R

echsfolge

を
惹
き
起
こ
す
か
の
如
く
考
え
る
の
は
、
自
然
面
に
投
射
さ
れ
た
法
律
現
像
の

単
な
る
仮
象
に
惑
わ
さ
れ
る
結
果
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

而
し
て
こ
の
こ
と
は
一
層
根
本
的
に
は
、
法
律
の
世
界
に
於
て
は
凡
て
の
も
の
が
自
然
の
ま
ま
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
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と
ず
く
の
で
あ
る
。
所
謂
自
然
人

0

0

0

す
ら
も
決
し
て
自
然
の
ま
ま
の
な
ま
の
人
間
で
は
な
く
、
法
律
と
い
う
一
定
の
機
構
内
に
於

て
つ
く
ら
れ
た
人
間

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
例
え
ば
生
死
と
い
う
様
な
人
生
に
と
っ
て
最
も
厳
粛
な
事
実
さ
え
も
、
法
律
の
世
界
に
於
て
は

自
由
に
つ
く
り
直
さ
れ
る
。
即
ち
、「
胎
児
は
そ
の
利
益
に
関
す
る
限
り
既
に
生
れ
た
も
の
と
見
做
さ
れ
る
」
と
い
う
法
格
言

は
既
に
古
く
か
ら
一
般
に
承
認
せ
ら
れ
、
他
方
ま
た
「
相
続
財
産
は
相
続
人
が
決
定
す
る
ま
で
死
者
の
人
格
を
支
持
す
る
」
と

考
え
ら
れ
た
こ
と
す
ら
も
あ
る
位
で
あ
る
が
、
そ
こ
迄
行
か
な
く
と
も
、
二
人
以
上
の
人
間
が
同
一
の
危
難
に
遭
遇
し
て
何
れ

が
先
き
に
死
亡
せ
る
か
不
明
な
る
場
合
、
そ
の
死
亡
の
順
序
が
現
在
何
れ
の
国
に
於
て
も
全
く
法
律
に
よ
っ
て
―
―
し
か
も

夫
々
異
な
る
標
準
に
従
っ
て
―
―
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
想
う
な
ら
ば
、
法
律
的
人
格
の
生
死
が
決
し
て
自
然
的
生
死
そ
の

ま
ま
で
な
い
こ
と
は
、
縷
説
を
要
せ
ず
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
所
謂
自
然
人
も
亦
、
法
律
と
い
う
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連
関

内
の
人
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
や
は
り
「
法
律
人
」（hom

o juridicus

）
な
の
で
あ
る
。

persona

は
元
来
劇
に
用
い
ら
れ
る
「
仮
面
」
で
あ
り
、
転
じ
て
そ
の
仮
面
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
「
役
割
」
を
意
味
し
た

の
で
あ
っ
た
。「
‥
‥
‥
の
役
割
を
演
ず
る
」（personam

 agere

）
と
い
う
言
い
表
わ
し
方
は
、
日
常
生
活
に
於
て
通
例
の
用

語
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
らpersona
は
文
法
上
人
称
0

0

を
示
す
概
念
と
な
り
、
更
に
後
に
は
物
一
般
（res

）
に
対
し
て

人
間
一
般
を
意
味
す
るhom

o

の
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
の
時
代
即
ち
一
般
に
文
化

が
世
界
主
義
的
性
格
を
具
現
し
た
時
代
に
到
っ
て
、
夫
々
「
宇
宙
理
性
の
種
」（logoi sperm

atikoi

）
を
宿
す
も
の
と
考
え
ら

れ
た
人
間
―
―
即
ち
身
分
的
或
は
民
族
的
差
別
を
超
越
し
た
人
間
自
体

0

0

0

0

を
意
味
す
る
概
念
と
し
て
愛
用
さ
れ
た
こ
と
は
、
決
し

て
偶
然
で
は
な
い
。
而
し
て
、
か
か
る
人
間
自
体
な
る
観
念
が
爾
来
今
日
迄
一
般
に
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
思
想
の
核
心
を
形

づ
く
る
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

人
間
自
体
よ
り
成
る
と
考
え
ら
れ
る
社
会
は
、
所
謂
「
開
い
た
社
会
」
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
開
い
た
社
会
は
―
―
閉
じ
た
社
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会
に
於
て
は
生
命
を
枯
渇
せ
し
め
る
単
な
る
「
反
復
」
が
行
わ
れ
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
と
は
著
し
い
対
照
を
な
し
て
、
―
―
無

限
に
豊
か
な
「
創
造
」
の
実
現
せ
ら
れ
る
誠
に
望
ま
し
い
社
会
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
実
在
が
若
し
「
反
復
」
か
「
創
造
」
の

何
れ
か
を
根
本
特
性
と
す
る
存
在
形
態
に
於
て
の
み
0

0

あ
り
得
る
も
の
な
ら
ば
、
人
間
存
在
の
集
団
と
し
て
の
社
会
も
亦
そ
れ
に

従
っ
て
、
純
粋
に
非
人
間
的
な
原
理
の
支
配
す
る
閉
じ
た
社
会
と
純
粋
に
人
間
的
な
原
理
の
支
配
す
る
開
い
た
社
会
と
の
二
種

類
に
分
た
れ
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
の
様
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
仮
り
に
反
復
と
創
造
と
い
う
二
つ
の
根
本
特
性
に
従
っ

て
実
在
を
二
分
し
て
物
質
界
と
精
神
界
と
に
す
る
と
き
、
か
か
る
二
つ
の
世
界
が
夫
々
存
在
す
る
と
い
い
得
る
の
と
全
く
同
じ

意
味
に
於
て
、果
し
て
閉
じ
た
社
会
と
開
い
た
社
会
と
は
存
在
す
る
と
い
い
得
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ベ
ル
グ
ソ
ン
自
身
、

右
の
区
別
に
対
応
す
る
「
閉
じ
た
道
徳
」
と
「
開
い
た
道
徳
」
と
い
う
二
種
類
の
道
徳
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は
純
粋
の
状
態
に

於
て
は
現
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
か
か
る
二
つ
の
極
限

0

0

0

0

0

は
む
し
ろ
単
に
理
論
的
興
味
を
有
す
る
に
過
ぎ
な

い
も
の
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る（
一
）。
し
か
ら
ば
、
か
か
る
両
極
限
の
間
に
あ
っ
て
上
昇
的
段
階
或
は
下
降
的
段
階
の

形
に
於
て
動
い
て
行
く
生
き
た
現
実
の
社
会
は
、
い
っ
た
い
何
処
に
座
を
占
め
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
一
）B

ergson: Les duex sources de la m
orale et de la religion, p. 48.

ギ
ュ
ル
ウ
ィ
ッ
チ
は
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
る
全
き
直
接
経
験
そ
の
も
の
え
還
っ
て
、
感
覚
的
な
る
も
の
か
ら
精
神
的
な
る
も
の
え
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
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
。
そ
し
て
更
に
、
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
又
単
に
開
い
た
社
会
で
も
な
く
し
て
、つ
ね
に「
開
く
社
会
」（la 

société qui s’ouvre

）
で
あ
る
こ
と
に
思
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
量
的
な
中
間
的
時
間
（un tem

ps interm
édiaire, qualitatif-quantitatif

）
を
加
え
な
け
れ
ば
な



111

第
十
四
節　

法
律
的
存
在

ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
と
ギ
ュ
ル
ウ
ィ
ッ
チ
は
主
張
す
る
の
で
あ
る（
一
）。
か
か
る
第
三
の
世
界
に
於
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
社
会
的
現
実
の
動
的
性
格
が
成
立
つ
。
而
し
て
此
の
動
的
な
る
も

の
が
一
応
の
均
衡
を
得
し
め
ら
れ
た
も
の
が
即
ち
広
い
意
味
に
於
て
の
制
度
0

0

に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

（
一
）G

urvitch: L’Expérience juridique, p. 60-61.

【G
eorges G

urvitch, 1894-1965

】

一
般
に
制
度
が
右
に
述
べ
た
様
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
制
度
こ
そ
最
も
典
型
的
に
歴
史
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と

し
て
の
特
質
を
遺
憾
な
く
具
現
せ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
法
律
の
世
界
に
於
け
る
主
体
0

0

に
つ
い
て
所
謂
「
個
人
的
人
格
の
自

明
性
、
団
体
的
人
格
の
問
題
性
」
な
る
合
言
葉
も
、
決
し
て
そ
の
ま
ま
通
用
せ
し
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
法
的
主

体
と
し
て
は
、
個
人
的
人
格
必
ず
し
も
自
明
な
ら
ず
、
団
体
的
人
格
必
ず
し
も
問
題
な
の
で
は
な
い
。
団
体
的
人
格
が
問
題
な

ら
ば
同
様
に
個
人
的
人
格
も
問
題
で
あ
り
、
個
人
的
人
格
が
自
明
な
ら
ば
団
体
的
人
格
も
亦
自
明
な
筈
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
団

体
的
人
格
が
主
体
た
る
こ
と
に
の
み
問
題
が
あ
っ
て
、
個
人
的
人
格
が
主
体
た
る
こ
と
に
は
全
然
問
題
が
な
い
か
の
様
に
考
え

る
の
は
、
個
人
の
ア
ト
ム
的
存
在
を
無
条
件
に
前
提
す
る
個
人
主
義
的
世
界
観
の
立
場
を
暗
黙
の
中
に
承
認
し
て
、
そ
れ
を
自

己
の
立
場
と
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
約
言
す
れ
ば
「
個
人
的
人
格
の
自
明
性
、
団
体
的
人
格
の
問
題
性
」
は
、
実
は
或

る
時
代
に
於
け
る
一
定
の

0

0

0

世
界
観
と
結
び
つ
い
た
考
え
方
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
考
え
方
は
素
朴
な
経
験
論
を

味
方
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
容
易
に
絶
滅
し
難
き
根
強
さ
を
も
つ
。
そ
れ
は
宛
も
中
世
の
「
普
遍
者
論
争
」（U

niversalienstreit

）

の
際
に
於
け
る
唯
名
論
（N

om
inalism

us

）
の
主
張
を
想
起
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
存
在
す
る
も
の
は
凡
て
個
別
的
な
る
も
の

で
あ
り
普
遍
的
な
る
も
の
は
単
な
る
名
（nom

ina

）
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
唯
名
論
は
、
卑
俗
な
る
常
識
の
つ
ね
に
支
持
し
て
や

ま
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
様
の
立
場
に
於
て
、
法
主
体
と
し
て
実
在
す
る
も
の
は
個
々
の
所
謂
自
然
人
の
み
で
あ
っ
て
、
団

体
的
人
格
た
る
法
人
が
法
主
体
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
、
畢
竟
自
然
人
に
擬
え
て

0

0

0

想
定
せ
ら
れ
た
思
想
的
仮
設
物
に
過
ぎ
な
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い
と
い
う
の
で
あ
る
（
法
人
擬
制
説

0

0

0

0

0

）。

擬
制
説
は
、
此
の
説
が
生
れ
た
時
代
の
要
求
に
応
じ
て
、
た
だ
財
産
の
た
め
に
独
立
の
権
利
主
体
を
設
定
す
る
こ
と
を
の
み

目
的
と
し
て
、
法
人
格
づ
け
ら
れ
る
社
会
的
存
在
そ
の
も
の
を
全
く
度
外
視
す
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
と
制
限
を
も
つ
。
此

の
説
に
依
れ
ば
法
人
自
ら
に
意
志
は
な
く
、
従
っ
て
法
人
自
身
の
行
為
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。
法
人
の
理
事
者
の
な
す
法

律
行
為
の
効
果
が
法
人
に
帰
す
る
の
は
、
専
ら
代
理
0

0

の
法
理
に
依
る
の
で
あ
っ
て
、
理
事
者
が
直
接
法
人
の
機
関
と
し
て
法
人

自
身
の
法
律
行
為
を
成
立
せ
し
め
る
の
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
代
理
の
認
め
ら
れ
る
範
囲
は
意
志
表
示
を
な
す
こ
と
（
能
動
代

理
）
と
意
志
表
示
を
受
け
る
こ
と
（
受
動
代
理
）
と
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
と
し
て
―
―
擬
制
説
に
依
れ
ば

―
―
法
人
に
は
不
法
行
為
能
力
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
か
か
る
こ
と
が
社
会
生
活
の
進
展
に
伴
い
最
早
容
認
さ
れ
な
く
な
る
の

は
当
然
で
あ
っ
て
、
社
会
の
実
情
は
お
の
ず
か
ら
法
人
に
も
意
志
が
あ
り
不
法
行
為
能
力
が
あ
る
と
す
る
学
説
を
生
む
に
到
っ

た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
人
は
「
意
志
を
も
つ
社
会
的
実
在
」
で
あ
る
と
考
え
る
法
人
実
在
説

0

0

0

0

0

が
成
立
す
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
場
合
固
有
の
意
志
を
有
す
る
社
会
的
実
在
が
前
法
的

0

0

0

に
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
ギ
ー
ル
ケ
一
派
の
団
体
人
格
説

に
依
れ
ば
、
団
体
人
も
亦
個
人
と
同
じ
く
こ
れ
と
相
並
ん
で
社
会
生
活
を
現
実
に
営
ん
で
い
る
実
在
人
で
あ
り
、「
内
的
体
験

に
慣
ら
さ
れ
た
心
眼
」
を
以
て
す
れ
ば
社
会
に
於
け
る
活
動
力
の
源
泉
と
し
て
個
人
的

0

0

0

及
び
社
会
的

0

0

0

な
る
二
種
類
の
生
活
中
心

（individuelle und soziale Lebenszentren

）
の
実
在
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
而
し
て
前
者
が
個
人
で
あ
り
後
者
が
団
体
人

（Verbandsperson

）
で
あ
っ
て
、
団
体
人
も
亦
独
自
の
意
志
を
有
し
自
分
自
身
で
行
為
す
る
こ
と
個
人
と
毫
も
異
な
る
と
こ
ろ

が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

法
人
実
在
説
は
―
―
法
人
擬
制
説
が
単
な
る
「
肉
眼
」
し
か
も
た
な
い
素
朴
的
経
験
論
者
の
立
場
に
と
ど
ま
る
の
に
対
し
て
、

―
―
広
く
「
心
眼
」
を
ひ
ら
い
て
、
実
在
界
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
を
一
段
と
拡
大
し
た
と
こ
ろ
に
不
朽
の
生
命
を
も
つ
。
た
だ
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然
し
、
固
有
の
意
志
を
有
す
る
団
体
人
が
予
め
前
法
的

0

0

0

に
存
在
し
そ
れ
が
法
人
格
づ
け
ら
れ
た
も
の
が
法
人
で
あ
る
と
い
う
な

ら
ば
、
そ
れ
は
法
人
な
る
も
の
が
誕
生
し
た
頃
の
事
情
を
説
明
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
も
、
そ
れ
以
来
め
ざ
ま
し
い
進
歩
を
遂

げ
た
「
法
人
」
な
る
制
度
の
実
体
を
決
し
て
究
め
尽
く
し
た
も
の
で
は
な
い
。
今
日
の
進
歩
し
た
社
会
に
於
て
は
、
も
は
や
固

有
の
意
志
を
有
す
る
団
体
人
が
前
法
的
に
予
め
存
在
す
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
く
、
一
定
の
目
的
を
実

現
す
る
た
め
に
可
な
り
自
由
に
法
人
が
創
設
0

0

さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
む
し
ろ
法
人
な
る
制
度
の
も
つ
妙
味
が
あ
り
、
又
そ
れ
に
よ

っ
て
人
間
の
社
会
生
活
が
い
よ
い
よ
豊
か
に
し
か
も
円
滑
に
営
ま
れ
得
る
地
盤
が
用
意
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
点

に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
法
人
と
は
実
定
法
の
規
定
に
従
っ
て
「
法
律
上
意
志
を
有
す
る
も
の
と
見
做
さ
れ
る
組
織
体
」
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
（
組
織
体
説

0

0

0

0

）。

組
織
体
説
は
―
―
法
人
実
在
説
が
法
人
成
立
の
事
情
に
主
と
し
て
着
眼
点
を
お
く
の
に
対
し
―
―
法
人
の
実
定
法
上
の
姿
を

解
明
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
色
を
も
つ
。
た
だ
両
者
何
れ
も
法
人
を
意
志
主
体
と
し
て
殆
ん
ど
無
反
省
的
に
決
め
て
か
か
る
と

こ
ろ
に
、
時
代
的
制
約
を
見
逃
す
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
一
切
の
法
律
関
係
の
由
っ
て
来
る
淵
源
を
凡

て
意
志
0

0

に
帰
せ
し
め
ず
に
は
措
か
な
い
―
―
否
、
意
志
に
帰
せ
し
め
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
畢
竟
或
る
一
定
の

0

0

0

時
代
0

0

の
世
界
観
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
法
律
の
世
界
に
於
て
は
、
決
し
て
意
志
の
み
が
権
利
義
務
関

係
を
生
み
出
す
唯
一
の
も
の
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
権
利
の
本
質
は
意
志
で
は
な
く
て
利
益
で
あ
る
と
考
え
る
イ
エ
ー
リ
ン

ク
は
、
法
人
に
つ
い
て
も
例
え
ば
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
そ
の
事
業
か
ら
利
益
を
享
け
る
社
員
全
体
、
財
団
法
人
に
あ
っ
て
は

同
じ
く
そ
の
事
業
に
よ
っ
て
利
益
を
享
け
る
不
特
定
多
数
の
人
々
全
部
（
即
ち
救
療
事
業
を
目
的
と
す
る
財
団
法
人
に
あ
っ
て

は
救
済
の
対
象
た
る
貧
困
者
達
）
と
い
う
風
に
、
法
人
の
設
立
目
的
た
る
事
業
か
ら
利
益
を
享
け
る
人
々
こ
そ
法
人
格
づ
け
ら

れ
る
実
体
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
考
を
提
唱
し
、
法
人
は
要
す
る
に
そ
れ
ら
享
益
者
の
利
益
の
た
め
に
権
利
主
体
あ
り
と
す
る
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法
律
構
成
に
過
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
（
享
益
者
主
体
説

0

0

0

0

0

0

）。

（
一
）Jhering: G

eist des röm
ischen R

echts, III, 1, S. 225; 340; 356ff.

イ
エ
ー
リ
ン
ク
の
説
は
、
法
律
的
存
在
の
実
質
を
―
―
単
に
主
観
的
な
意
志
か
ら
は
な
れ
て
―
―
何
等
か
客
観
的
な
も
の
に

求
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
学
説
史
上
一
応
の
意
義
が
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
意
志
説
が
一
面
観
で
あ
る
様
に

利
益
説
も
亦
一
方
に
偏
し
た
一
面
観
た
る
の
非
難
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
法
律
関
係
成
立
の
淵
源
を
単
な
る
意
志
に
帰

そ
う
と
し
た
り
、
或
は
法
律
関
係
の
内
容
を
単
な
る
利
益
に
限
ろ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
偏
狭
な
見
解
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
日
の
発
達
し
た
社
会
生
活
を
成
り
立
た
し
め
る
法
律
関
係
は
、
も
っ
と
広
い
地
盤
に
根
ざ
す
も

の
で
あ
り
そ
の
内
容
は
も
っ
と
豊
か
な
も
の
で
あ
る
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
広
く
一
般
に
、
各
種
法
律
関
係
の
帰
属
中
心
点

（Zurechnungspunkt

）
が
即
ち
法
律
上
の
「
人
」
に
他
な
ら
ぬ
と
も
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
か
か
る
観
念
が
純
粋
法
学

派
の
静
的
な
法
秩
序
説
を
背
後
に
予
想
し
、
そ
の
立
場
に
於
け
る
単
な
る
形
式
的
規
定
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
既
に
そ

の
出
発
点
に
於
て
生
け
る
社
会
的
存
在
の
根
本
特
質
を
逸
し
去
れ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
社
会
的
存
在
は
決
し
て
静
的

な
も
の
で
は
な
く
し
て
、
あ
く
迄
も
動
的
た
る
こ
と
を
そ
の
生
命
と
す
る
。
か
く
し
て
社
会
的
作
用
0

0

を
営
む
こ
と
が
社
会
的
存

在
の
根
本
性
格
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
法
人
と
は
法
律
的
意
味
を
も
っ
た
社
会
的
作
用
を
営
む
中
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
（
社
会
的
作
用
説

0

0

0

0

0

0

）。
而
し
て
所
謂
自
然
人
と
雖
も
、
同
様
に
法
律
的
意
味
を
も
っ
た
社
会

的
作
用
を
営
む
中
心
で
あ
る
点
に
於
て
、
法
人
と
毫
も
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
と
こ
ろ
で
法
律
的
意
味
と
は
畢
竟
実
定
法
上

承
認
さ
れ
る
意
味
の
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
人
も
自
然
人
も
何
れ
も
実
定
法
に
よ
っ
て
法
的
人
格
者
た
る
資
格
を
与
え
ら

れ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
両
者
共
に
法
律
人
（hom

o juridicus

）
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

尤
も
実
定
法
は
決
し
て
無
条
件
に
法
律
的
意
味
を
附
与
す
る
の
で
は
な
い
。
自
然
人
の
場
合
た
る
と
法
人
の
場
合
た
る
と
を
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問
わ
ず
、
如
何
な
る
範
囲
の
も
の
が
法
的
人
格
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
特
有
の
歴
史
的

事
情
に
よ
る
こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
同
一
の
時
代
同
一
の
社
会
に
於
て
も
亦
、
憲
法
・
刑
法
・
民
法
・
商
法
な
ど
法
律
の

領
域
或
は
種
類
を
異
に
す
る
に
従
っ
て
、
法
律
的
存
在
と
し
て
の
意
味
が
附
与
さ
れ
る
条
件
は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
の
で
あ

る
。
而
し
て
こ
の
こ
と
は
何
等
不
思
議
で
は
な
い
。
は
じ
め
に
述
べ
た
様
に
凡
そ
人
間
の
社
会
な
る
も
の
は
、
お
の
ず
か
ら
成

0

0

0

0

0

0

る0

自
然
的
有
機
的
連
関
を
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
再
編
成
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
つ
。
従
っ
て
社
会
的
存
在
は
一
般

に
、
生
成
的
要
素
と
組
成
的
要
素
の
結
び
つ
き
を
そ
の
成
立
の
根
本
条
件
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
多
面
的
な
現
実
の
社
会
に

於
て
は
生
成
的
要
素
の
比
較
的
濃
厚
な
層
面
か
ら
そ
の
反
対
に
組
成
的
要
素
の
比
較
的
濃
厚
な
層
面
に
到
る
ま
で
千
差
万
別
の

存
在
形
態
が
あ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
人
間
社
会
の
内
容
の
豊
か
さ
を
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ

の
こ
と
は
、
法
の
継
受
が
何
故
に
民
法
・
商
法
な
ど
の
所
謂
私
法
的
領
域
に
限
ら
れ
て
、
憲
法
な
ど
に
つ
い
て
は
困
難
で
あ
る

か
を
理
解
せ
し
め
る
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連
関
が
そ
の
主
要
部
分
を
構
成
し
て
い
る
法
律
の
領
域

に
於
て
は
所
謂
「
世
界
法
」
的
性
格
が
或
る
程
度
具
現
さ
れ
て
い
る
の
に
反
し
て
、
憲
法
な
ど
に
於
て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
ら

0

0

0

の
成
立
の
事
情
と
全
く
不
可
分
で
あ
り
、
到
底
他
か
ら
の
借
用
品
で
ま
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く

の
如
く
一
口
に
法
律
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
そ
の
領
域
或
は
種
類
を
異
に
す
る
に
従
っ
て
そ
の
両
構
成
要
素
の
濃
淡
に
相
当
著

し
い
色
合
の
差
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
応
じ
て
法
律
的
存
在
が
―
―
即
ち
各
種
の
実
定
法
に
よ
っ
て
法
律
的
意
味
を

附
与
さ
れ
る
存
在
が
、
夫
々
そ
の
成
立
要
件
を
異
に
す
る
こ
と
は
毫
も
怪
し
む
に
足
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
こ
そ
わ

れ
わ
れ
の
社
会
生
活
は
い
よ
い
よ
そ
の
多
彩
な
発
展
を
期
待
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
法
律
の
世
界
に
於
け
る
在
り
方
が
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
の
凡
て
で
は
な
い
。
法
律
的
存
在
は
決
し
て
わ

れ
わ
れ
の
全
き
存
在
で
は
な
く
、
法
律
的
人
格
は
決
し
て
わ
れ
わ
れ
の
全
人
格
で
は
な
い
。
法
律
の
世
界
の
ほ
か
に
、
わ
れ
わ
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れ
は
先
ず
そ
れ
に
隣
接
す
る
も
の
と
し
て
道
徳
の
世
界
を
も
つ
。
し
か
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
法
律
的
人
格
と
し
て
法
律
の
世
界

に
於
て
は
た
ら
く
こ
と
と
道
聴
的
人
格
と
し
て
道
徳
の
世
界
に
於
て
は
た
ら
く
こ
と
、即
ち
法
律
的
行
為
と
道
徳
的
行
為
と
は
、

相
互
に
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
十
五
節　

法
律
的
行
為
と
道
徳
的
行
為

法
律
と
道
徳
と
の
関
係
の
問
題
は
「
法
律
哲
学
の
喜
望
峯
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
法
律
哲
学
と
名
乗
る
程
の
も
の
は
、
ど

う
し
て
も
こ
の
難
航
路
を
征
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
見
事
に
突
破
し
て
文
字
通
り
希
望
峯
（C

ape of G
ood H

ope

）

に
な
る
か
、
そ
れ
と
も
脆
く
も
難
破
し
て
暴
風
岬
（C

ape of Tem
pest

）
に
な
る
か
は
、
一
に
か
か
っ
て
此
の
問
題
の
解
決
の

仕
方
如
何
に
あ
る
と
い
っ
て
も
、
決
し
て
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

従
来
、
法
律
と
道
徳
と
の
関
係
に
つ
い
て
先
ず
提
唱
せ
ら
れ
た
最
も
皮
層
的
な
見
解
は
、「
両
者
は
相
対
立
す
る
内
容
的
に

異
な
る
別
種
の
規
範
で
は
な
く
し
て
、
道
徳
的
規
範
が
強
行
0

0

せ
ら
れ
る
に
及
ん
で
法
律
的
規
範
と
な
る
」
と
い
う
全
く
形
式
主

義
的
な
見
解
で
あ
る
。
若
し
法
律
と
道
徳
と
が
何
等
内
容
を
異
に
せ
ず
単
に
強
行
の
必
要
及
び
可
能
の
如
何
に
よ
っ
て
の
み
区

別
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
道
徳
が
法
律
に
対
し
てregulatives Prinzip

【
規
制
的
原
理
】
と
し
て
は
た
ら
く
と

い
う
・
両
者
の
関
係
0

0

に
と
っ
て
最
も
本
質
的
な
事
柄
は
、
如
何
に
し
て
理
解
し
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
法
律

を
以
て
客
観
的
な
外
部
の
行
為
に
関
す
る
規
定
と
な
し
道
徳
を
以
て
主
観
的
な
内
部
の
心
意
上
の
規
則
と
し
て
両
者
の
間
に
截

然
た
る
限
界
を
劃
し
よ
う
と
す
る
わ
が
国
の
通
説
は
、
法
律
と
道
徳
と
の
内
容
上
の
差
異
を
認
め
た
点
に
於
て
一
段
の
進
歩
を

示
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
し
か
し
所
謂
「
法
律
の
外
面
性
と
道
徳
の
内
面
性
」
な
る
標
語
に
よ
っ
て
親
し
ま
れ

て
い
る
こ
の
常
識
的
な
見
解
も
、
少
し
く
具
体
的
に
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
て
、
一
方
に
於
て
は
行
為
者
の
動
機
や
意
図
が
し
ば
し
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ば
法
律
の
評
価
の
重
要
な
対
象
と
な
る
こ
と
を
想
い
、
他
方
に
於
て
は
ま
た
単
な
る
意
図
と
し
て
の
み
と
ど
ま
っ
て
全
然
行
為

に
現
わ
れ
な
い
様
な
も
の
は
道
徳
上
も
極
め
て
低
く
し
か
評
価
さ
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
到
底
貫
徹
さ
れ
得
な
い
区

別
の
規
準
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
の
み
な
ら
ず「
法
律
の
外
面
性
と
道
徳
の
内
面
性
」は
一
転
す
れ
ば「
法

律
の
社
会
性
と
道
徳
の
分
立
性
」
に
転
化
し
、
法
律
が
人
と
人
と
の
間
に
行
わ
れ
る
規
律
で
あ
る
の
に
対
し
道
徳
は
単
一
人
の

守
る
べ
き
規
律
で
あ
る
と
な
す
見
解
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
人
間
存
在
の
本
質
が
ま
さ
に
社
会
的
存
在
た
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
、
法
律
も
道
徳
も
共
に
か
か
る
人
間
の
規
律
で
あ
る
限
り
、
両
者
何
れ
も
人
間
の
共
同
生
活
に
於
て
行
わ
れ
る
規

律
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
筈
で
あ
る
。
か
く
し
て
法
律
も
道
徳
も
何
れ
も
社
会
に
行
わ
れ
る
規
律
と
い
う
意
味
に
於
て
所

謂
「
社
会
規
範
」
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、
し
か
し
法
律
が
―
―
た
と
い
百
人
が
百
人
ま
で
遵
守
し
な
い
に
し
て
も
―

―
少
な
く
と
も
大
部
分
の
人
が
そ
れ
を
事
実
上
遵
守
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本
質
を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
道
徳
は
千
万
人
の
中

の
唯
一
人
の
み
実
行
し
得
る
様
な
峻
厳
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
否
、
凡
人
の
及
び
も
つ
か
な
い
峻
厳
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、

却
っ
て
ま
す
ま
す
道
徳
と
し
て
の
尊
厳
さ
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
か
く
し
て
事
実
に
近
接
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
事
実
か

ら
隔
絶
し
た
理
想
の
高
き
に
立
つ
か
、
と
い
う
こ
と
が
法
律
と
道
徳
と
を
区
別
す
る
重
要
な
る
徴
表
を
形
づ
く
る
、
と
い
う
風

に
主
張
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
法
律
と
道
徳
と
の
現
実
に
現
わ
れ
る
姿
の
相
異
を
決
し
て
否
定
す
る
も
の
で

は
な
い
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
法
律
と
道
徳
と
の
相
異
を
単
に
た
だ
事
実
か
ら
の
距
離
の
差

0

0

0

0

0

0

0

0

0

（
一
）
に
帰
す
る
こ
と
は
決
し
て
両

者
の
夫
々
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
所
以
で
は
な
い
。
そ
の
距
離
の
差
を
一
層
明
確
に
規
定
し
て
、
そ
れ
が
若
し
同
一
方
向
線

上
の
距
離
の
差
に
他
な
ら
ぬ
と
す
る
な
ら
ば
、
か
か
る
量
的
相
異

0

0

0

0

か
ら
―
―
一
方
は
事
実
上
遵
守
さ
れ
る
故
に
こ
そ
ま
さ
に
法

律
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
他
方
は
む
し
ろ
事
実
か
ら
隔
絶
す
る
故
に
こ
そ
却
っ
て
道
徳
と
し
て
の
尊
厳
さ
を
も
つ
と
い
う
様

な
―
―
質
的
相
異

0

0

0

0

の
由
来
は
、
到
底
理
解
さ
る
べ
く
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
、
更
に
法
律
と
道
徳
と
は
決
し
て
単
に
質
的
に
異
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な
る
も
の
と
し
て
無
縁
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
道
徳
は
法
律
のregulative Prinzip

と
し
て
は
た
ら
き
、
法
律
は
道
徳
の
地

盤
と
し
て
の
役
割
を
演
ず
る
と
こ
ろ
に
、
密
接
不
可
分
の
関
係
を
も
ち
、
し
か
も
か
く
密
接
不
可
分
の
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
法
律
も
道
徳
も
夫
々
自
己
の
健
全
性
を
主
張
し
得
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
事
態
は
、
し
か
ら
ば
、
如
何
に
理
解

さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(

一)

ラ
ー
ト
ブ
ル
フ
【G

ustav R
adbruch, 1878-1949

】
に
依
れ
ば
、
慣
習
0

0

は
事
実
に
最
も
近
く
、
法
律
0

0

は
こ
れ
に
つ
ぎ
、
道
徳
0

0

は
一

層
事
実
か
ら
遠
ざ
か
り
、
更
に
道
義
0

0

は
事
実
か
ら
全
く
隔
絶
し
て
も
妥
当
す
る
と
い
う
風
に
、
四
つ
の
も
の
は
「
事
実
か
ら
の
距
離
」

に
よ
っ
て
夫
々
位
置
が
測
定
せ
ら
れ
る
、
と
い
う
。

法
律
と
道
徳
と
の
夫
々
の
真
面
目
は
、
道
徳
に
反
す
る
行
為
と
法
律
に
反
す
る
行
為
と
の
異
同
を
討
究
す
る
と
い
う
迂
路
を

経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
如
実
に
明
ら
か
に
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
道
徳
に
反
す
る
行
為
が
絶
対
に
是
認
さ
れ
得
な

い
行
為
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
否
、
寸
毫
も
仮
借
せ
ず
そ
の
厳
し
き
こ
と
秋
霜
烈
日
の
如
く
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、

ま
さ
に
道
徳
の
道
徳
た
る
所
以
が
あ
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
法
律
に
反
す
る
行
為
即
ち
所
謂
不
法
行
為
も
亦
、
決
し
て
そ
の
ま

ま
是
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
条
件
つ
き
で
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ま

さ
に
法
律
上
の
行
為

0

0

0

0

0

0

の
特
異
性
が
見
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
法
の
権
利
思
想
は
「
権
利
を
行
使
す
る
者
は
悪
を
な
さ
ず
」
と
の
法
諺
を
絶
対
の
真
理
と
な
し
、「
故
意
・
過
失
な
く

し
て
不
法
行
為
な
し
」
と
い
う
過
失
責
任
主
義
の
立
場
を
堅
持
し
て
来
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
か
く
し
て
従
来
0

0

は0

、
土
地
所
有
者
が
そ
の
所
有
地
内
を
掘
鑿
す
る
こ
と
は
そ
の
自
由
で
あ
っ
て
、
そ
の
為
に
他
人
の
温
泉
を
涸
渇
せ
し
め
る

様
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
―
―
そ
の
被
害
者
が
温
泉
専
用
権
を
有
し
な
い
以
上
―
―
不
法
行
為
は
成
立
せ
ず
と
せ
ら
れ
（
明
治

三
八
・
一
二
・
二
〇
大
審
院
判
決
）、
又
某
ア
ル
カ
リ
会
社
の
放
散
す
る
硫
煙
が
そ
の
辺
一
番
の
樹
木
を
枯
死
せ
し
め
た
場
合
に
も
、
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会
社
に
故
意
過
失
な
し
と
の
理
由
で
そ
の
責
任
が
否
定
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
大
正
五
・
一
二
・
二
二
大
審
院
判
決
）。
し
か
し
今0

日
で
は

0

0

0

、
も
は
や
権
利
の
行
使
は
必
ず
し
も
無
条
件
的
に
正
当
化
せ
ら
れ
ず
、
又
近
時
の
大
企
業
の
勃
興
と
共
に
、
そ
れ
よ
り

生
ず
る
損
害
に
関
し
て
故
意
過
失
な
き
場
合
に
も
企
業
者
を
し
て
賠
償
せ
し
め
る
の
が
至
当
で
あ
る
、
と
い
う
所
謂
無
過
失
賠

償
責
任
論
が
有
力
に
主
張
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
不
法
行
為
が
故
意
又
は
過
失
に
由
る
権
利
の
侵
害
を
要
件
と
す
る

も
の
で
は
な
く
、
一
般
に
「
社
会
規
範
に
違
反
し
た
加
害
行
為
」
の
あ
る
と
こ
ろ
―
―
そ
こ
に
不
法
行
為
が
成
立
す
る
も
の
と

す
る
な
ら
ば
、
し
か
も
社
会
生
活
の
中
に
は
他
人
に
損
害
を
加
え
る
行
為
で
あ
り
な
が
ら
な
お
社
会
生
活
の
存
続
向
上
に
欠
く

べ
か
ら
ざ
る
も
の
が
少
な
く
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
法
律
は
か
か
る
加
害
行
為
を
も
一
定
の
条
件
の
下
に
一
応
許
容
し
、
そ
れ

に
因
っ
て
生
ず
る
損
害
は
之
を
賠
償
せ
し
め
る
の
途
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
例
え
ば
、
境
界
線
近
傍
の
建
物
を
修
繕
す
る
た

め
に
必
要
あ
る
場
合
に
は
、―
―
た
と
い
隣
接
の
建
物
に
損
傷
を
与
え
て
も
―
―
隣
地
に
立
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、

隣
人
は
之
を
拒
否
し
得
ず
、
し
か
も
立
入
る
者
は
因
っ
て
生
ず
る
損
害
を
賠
償
す
べ
き
で
あ
る
（
民
法
第
二
〇
九
条
参
照i i

）。
更

に
又
、
某
電
気
会
社
が
発
電
所
用
水
路
と
し
て
他
人
の
原
野
と
畑
の
下
を
貫
く
隧
道
を
造
り
、
原
野
畑
地
の
所
有
者
か
ら
そ
の

除
去
を
求
め
た
事
案
に
対
し
、
大
審
院
が
そ
の
除
去
は
夥
し
い
物
資
と
労
力
の
空
費
を
来
た
し
社
会
経
済
上
の
損
失
甚
大
で
あ

る
と
の
理
由
を
以
て
原
告
の
請
求
を
拒
否
し
、
原
告
は
宜
し
く
不
当
利
得
或
は
不
法
行
為
に
関
す
る
法
規
に
基
い
て
救
済
の
方

法
を
構
ず
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
た
こ
と
は
（
昭
和
一
一･
七･

一
〇
判
決
）、
行
為
者
の
行
為
を
一
応
許
容
し
た
上
で
そ
の
許

容
せ
ら
れ
た
行
為
に
つ
い
て
の
賠
償
責
任
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
か
く
の
如
く
一
応
許
さ
れ
な
が
ら

し
か
も
な
お
責
任
を
問
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
法
律
的
行
為
の
著
し
い
特
質
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

i　

土
地
の
所
有
者
は
、
境
界
又
は
そ
の
付
近
に
お
い
て
障
壁
又
は
建
物
を
築
造
し
又
は
修
繕
す
る
た
め
必
要
な
範
囲
内
で
、
隣
地
の
使
用
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
隣
人
の
承
諾
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
住
家
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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道
徳
は
責
任
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
様
な
行
為
を
決
し
て
許
し
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
法
律
は
一
方
に
於
て
は
責
任

を
問
い
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
に
於
て
は
之
を
許
容
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
代
り
ま
た
、
道
徳
が
全
く
識
ら
ず
し
て
な
さ
れ
た

行
為
の
責
任
を
さ
ま
で
追
求
し
な
い
の
に
対
し
、
法
律
は
決
し
て
「
不
知
」
を
理
由
と
し
て
之
を
仮
借
す
る
様
な
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。（「
法
律
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
罪
ヲ
犯
ス
意
ナ
シ
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ス
」
―
―
刑
法
第
三
八
条
第
三
項i i

）
責
任
を
問

わ
れ
つ
つ
も
猶
許
さ
れ
る
前
述
の
民
事
責
任

0

0

0

0

をethisches M
inim

um

（
最
小
限
度
の
道
徳
）
と
い
う
な
ら
ば
、
全
く
識
ら
ざ

る
も
の
に
つ
い
て
も
許
さ
ず
し
て
そ
の
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
刑
事
責
任

0

0

0

0

は
反
対
にethisches M

axim
um

（
最
大
限

度
の
道
徳
）
と
で
も
呼
び
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
ら
ば
、「
最
小
限
度
の
道
徳
」
と
「
最
大
限
度
の
道
徳
」
と
い
う
様
な
一

見
正
反
対
の
如
く
思
わ
れ
る
二
つ
の
性
格
が
、
如
何
に
し
て
同
じ
法
律
的
行
為
に
帰
せ
ら
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
部
の
学
者
は
犯
罪
を
自
然
犯
（
或
は
刑
事
犯
）
と
法
定
犯
（
或
は
行
政
犯
）
と
に
大
別
し
、
自
然
犯
に
あ
っ
て
は
構
成
要

件
に
該
当
す
る
と
こ
ろ
の
事
実
が
そ
れ
自
体
に
於
て
公
の
秩
序
・
善
良
の
風
俗
に
反
す
る
も
の
と
し
て
違
法
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
法
定
犯
に
あ
っ
て
は
構
成
要
件
に
該
当
す
る
事
実
は
そ
れ
自
体
に
於
て
は
違
法
で
は
な
い
が
、
そ
の
事
実
が
国
策
上
法
律

を
以
て
禁
止
又
は
命
令
さ
れ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
禁
止
又
は
命
令
に
違
反
す
る
こ
と
に
於
て
違
法
と
せ
ら
れ
る
と
い
う
風
に

考
え
、
従
っ
て
自
然
犯
に
あ
っ
て
は
犯
罪
成
立
の
た
め
に
原
則
と
し
て
違
法
の
認
識
を
必
要
と
し
な
い
の
に
反
し
て
、
法
定
犯

に
あ
っ
て
は
そ
れ
が
必
要
で
あ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
般
に
国
民
が
国
家
の
内
に
あ
っ
て
遵
法
的
生
活
を
営
む
べ

き
も
の
で
あ
る
限
り
、
而
し
て
唯
か
く
し
て
の
み
社
会
の
安
寧
と
秩
序
と
が
確
保
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
国
民
は
つ
ね

に
国
法
が
何
を
命
令
し
又
は
禁
止
し
て
い
る
か
を
―
―
少
な
く
と
も
そ
の
大
綱
を
国
民
常
識
と
し
て
―
―
知
っ
て
い
る
べ
き
義

i　

法
律
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
犯
す
意
思
が
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
情
状
に
よ
り
、

そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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務
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
法
定
犯
に
於
て
も
亦
「
法
律
の
不
知
」
を
以
て
そ
の
責
を
免
れ
る
理
由
と
な
し
得
べ
き
も
の
で

は
な
い
。
し
か
も
そ
の
場
合
の
「
法
律
」
と
は
、
決
し
て
形
式
的
意
味

0

0

0

0

0

に
於
け
る
法
律
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
広
く

国
法
の
定
め
と
い
う
程
の
意
味
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
法
律
・
命
令
・
告
示
な
ど
如
何
な
る
種
類
の
形
式
を
以
て
定
め
ら
れ
て
い

る
か
を
問
わ
ず
、凡
そ
国
法
上
処
罰
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
即
ち
そ
の
所
謂「
法
律
」で
あ
っ
て
、

処
罰
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
そ
の
行
為
を
な
し
た
場
合
で
も
、
な
お
処
罰
を
免
れ
る

こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
の
が
一
般
に
刑
法
の
根
本
原
則
な
の
で
あ
り
、
此
の
原
則
の
適
用
に
対
し
て
法
定
犯
も
決
し
て
そ
の

例
外
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
家
畜
市
場
法
に
依
れ
ば
、
地
方
長
官
が
告
示
を
以
て
指
定
す
る
家
畜
市
場
附
近
の
区
域

内
に
於
て
は
、
市
場
開
催
日
及
び
そ
の
前
後
の
期
間
中
そ
の
市
場
の
取
扱
う
家
畜
を
売
買
交
換
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ

る
が
、
ひ
と
た
び
地
方
長
官
の
告
示
が
あ
っ
た
以
上
た
と
い
そ
れ
を
知
ら
ず
し
て
な
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
禁
止
に
違
反
し
た

者
は
凡
て
そ
の
罪
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
又
、
銃
猟
禁
止
区
域
に
於
て
銃
猟
を
な
し
た
者
は
三
百
円

以
下
の
罰
金
に
処
す
と
い
う
狩
猟
法
第
二
十
二
条
第
三
号i i

の
罪
は
、
禁
止
区
域
に
於
て
狩
猟
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
直
ち
に
成

立
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
所
が
禁
止
区
域
に
該
当
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
此
の
犯
罪
の
成
立
に
何
の
影

響
も
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
か
の
有
名
な
「
狸
狢
事
件
」
に
於
け
る
場
合
の
如
く
、
捕
獲
を
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
「
狢む
じ
な」

が
実
は

「
狸
」
と
同
一
物
で
あ
る
こ
と
は
「
特
ニ
動
物
学
上
ノ
知
識
ア
ル
者
ニ
シ
テ
始
メ
テ
知
ル
所
」
し
か
も
「
狸
ト
狢
ノ
名
称
ハ
古

来
並
存
シ
我
国
ノ
習
俗
亦
此
ノ
二
者
ヲ
区
別
シ
毫
モ
怪
マ
ザ
ル
所
ナ
ル
ヲ
以
テ
」
此
の
場
合
の
法
律
の
不
知
は
通
常
人
に
と
っ

て
は
已
む
を
得
な
い
も
の
と
し
て
全
く
例
外
的
に

0

0

0

0

そ
の
捕
獲
行
為
が「
不
問
ニ
附
ス
ベ
キ
モ
ノ
」と
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て（
大

正
一
四
・
六
・
九
大
審
院
判
決
）、
原
則
と
し
て
は
あ
く
ま
で
「
法
定
犯
ニ
付
テ
モ
刑
事
犯
ト
同
様
ニ
犯
意
ノ
成
立
ニ
ハ
違
法
ノ
認

i
　
狩
猟
法
は
改
定
さ
れ
、
二
十
二
条
は
登
録
に
つ
い
て
。
罰
則
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
。2018

年
。
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識
ヲ
必
要
ト
セ
ザ
ル
キ
ノ
ト
解
ス
ル
ヲ
相
当
」
と
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
昭
和
六
・
一
・
一
九
大
審
院
判
決
）。

（
一
）
刑
法
改
正
案
第
十
一
条
に
は
次
の
様
に
規
定
せ
ら
れ
て
い
る
。i i

「
法
律
ヲ
知
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
故
意
ナ
シ
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ズ
但
シ
情
状
ニ
因
リ
其
ノ
刑
ヲ
軽
減
又
ハ
免
除
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
法
律
ヲ
知

ラ
ザ
ル
場
合
ニ
於
テ
自
己
ノ
行
為
ガ
法
律
上
許
サ
レ
タ
ル
モ
ノ
ト
信
ジ
タ
ル
コ
ト
ニ
付
相
当
ノ
理
ア
ル
ト
キ
ハ
其
ノ
刑
ヲ
免
除
ス
」

し
か
ら
ば
、道
徳
的
見
地
よ
り
観
て
一
見
誠
に
尤
も
と
思
わ
れ
る
自
然
犯
（
刑
事
犯
）
と
法
定
犯
（
行
政
犯
）
と
の
区
別
が
、

何
故
に
現
実
の
法
律
の
世
界
に
於
て
は
無
視
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
法
律
が
そ
の
本
来
の
使
命
と

し
て
維
持
育
成
に
努
力
す
べ
き
生
活
秩
序
が
、
決
し
て
端
的
に
主
体
的
な
生
活
秩
序
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
地
盤
と
し
て
の
客

体
的
な
生
活
秩
序
だ
か
ら
で
あ
る
。
法
律
の
世
界
は
客
体
的
普
遍

0

0

0

0

0

の
世
界
で
あ
る
。
例
え
ば
復
讐
の
沿
革
が
こ
れ
を
最
も
明
瞭

に
裏
書
す
る
で
あ
ろ
う
。
復
讐
は
最
初
単
に
美
徳
と
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
上
重
大
な
る
義
務
と
さ
え
見
做
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
刑
罰
が
次
第
に
そ
の
進
化
を
重
ね
て
遂
に
国
家
化
す
る
に
至
れ
ば
、
国
家
は
国
家
的
生
活
秩
序
保
持

の
必
要
上
先
ず
復
讐
を
制
限
し
た
の
で
あ
っ
て
、
所
謂
「
逃
避
所
」
の
制
度
な
ど
は
復
讐
制
限
の
適
例
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
加

害
者
が
一
定
の
寺
院
の
中
へ
逃
げ
込
め
ば
、
被
害
者
は
も
は
や
こ
れ
に
対
し
て
復
讐
を
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
と
い
う
風
に

し
て
、
復
讐
が
実
際
上
制
限
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
更
に
法
制
の
近
代
化
が
徹
底
さ
れ
る
と
共
に
、
凡
そ
復
讐
な
る
も
の

は
遂
に
一
様
に
禁
止
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
最
初
美
徳
と
さ
れ
道
徳
上
の
義
務
と
ま
で
さ
れ
た
も
の
が
次
第
に
客
体
的
秩
序
の
中

へ
解
消
の
一
途
を
辿
る
と
こ
ろ
に
、
法
律
的
世
界
の
真
面
目
漸
く
分
明
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
所
謂
法
定
犯
に
於
て
―

―
道
徳
的
見
地
よ
り
観
れ
ば
―
―
当
然
免
責
事
由
と
さ
る
べ
き
「
法
律
の
不
知
」
が
法
律
的
見
地
に
於
て
は
原
則
的
に
否
認
さ

れ
、
法
律
が
「
最
大
限
度
の
道
徳
」
を
要
求
す
る
か
の
如
き
観
を
呈
す
る
所
以
は
即
ち
こ
こ
に
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の

i　

刑
法
：
第
三
十
八
条
３　

法
律
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
罪
を
犯
す
意
思
が
な
か
っ
た
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
情
状
に
よ
り
、
そ
の
刑
を
減
軽
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
あ
る
。

法
律
の
不
知
を
免
責
事
由
と
し
て
採
り
上
げ
な
い
と
い
う
こ
と
は
一
見
、
法
律
が
た
だ
犯
罪
の
事
実
0

0

の
み
を
見
て
そ
の
罪
を

犯
し
た
人0

を
全
然
無
視
す
る
か
の
如
く
に
思
わ
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
刑
罰
は
決
し
て
た
だ
事
実
に
対
し
て
の
み
科
せ
ら

れ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
人
に
対
し
て
も
科
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
従
っ
て
刑
法
上
の
客
観
主

義
に
対
し
て
主
観
主
義
の
主
張
も
亦
、
一
応
顧
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
問
題
は
、
そ
の
場
合
刑
法
が
対
象
と
す
る
「
人
」

―
―
否
、
更
に
一
般
に
法
律
が
対
象
と
す
る
「
人
」
が
如
何
な
る
人
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。「
刑
罰
の
人
格
化
」
が
主

張
せ
ら
れ
「
刑
罰
の
個
別
化
」
が
叫
ば
れ
る
場
合
、
そ
の
個
別
的
人
格
と
は
い
っ
た
い
如
何
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
如

何
に
刑
罰
の
個
別
化
を
主
張
す
る
人
で
も
、
責
任
年
齢
の
制
度
の
意
義
を
全
然
無
視
す
る
意
図
は
、
恐
ら
く
も
ち
合
わ
さ
な

い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
わ
が
刑
法
【
第
四
一
条
】
が
十
四
歳
を
以
て
責
任
年
齢
と
し
て
そ
れ
未
満
の
者
を
無
責
任
と
し
て
い

る
場
合
、
そ
れ
が
責
任
能
力
の
平
均
化

0

0

0

を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
い
う
迄
も
な
い
。
実
に
「
平
均
人
」
こ
そ
法
律
の
対

象
と
す
る
「
人
」
で
あ
り
、
法
律
理
論
と
し
て
の
主
観
主
義
は
こ
こ
に
そ
の
限
界
を
免
れ
得
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

法
律
の
立
場
に
於
て
「
正
当
0

0

防
衛
」
が
許
さ
れ
「
相
当
0

0

因
果
関
係
」
が
語
ら
れ
る
場
合
、
そ
れ
は
平
均
人
に
と
っ
て
経
験
上

（erfahrungsgem
äss

）
正
当
と
思
わ
れ
相
当
と
見
做
さ
れ
る
事
態
を
意
味
す
る
。
若
し
凡
て
の
人
に
対
し
て
神
の
如
き
洞
察
力

を
も
つ
こ
と
が
要
求
さ
れ
、
起
り
得
る
凡
ゆ
る
結
果
に
対
し
て
全
責
任
を
負
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
凡
そ
人
間
の

社
会
生
活
な
る
も
の
は
成
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
に
「
平
均
人
」
の
観
念
こ
そ
―
―
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
る
か
否
か
は
別
問
題

と
し
て
―
―
近
代
社
会
成
立
の
基
礎
を
確
立
し
、
そ
の
輝
し
き
発
展
を
保
証
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
平
均
的
な
る
も

0

0

0

0

0

0

の0

は
自
然
界
に
も
天
国
に
も
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
、
ま
こ
と
に
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
創
作
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
此
の
地
上
に
於
け
る
実
に
偉
大
な
る
創
作

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
。
し
か
る
に
ひ
と
は
、
一
方
に
於
て
「
正
当
」
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或
は
「
相
当
」
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
内
容
が
自
然
科
学
的
計
算
の
精
密
さ
に
比
し
て
不
精
確
で
あ
る
の
故
を
以
て
之
を
蔑
視

し
、
他
方
に
於
て
は
平
均
的
な
る
も
の
が
あ
ま
り
に
平
凡
で
あ
る
の
に
馴
れ
て
、
往
々
独
自
の
意
義
を
見
失
い
が
ち
で
あ
る
。

―
―
曾
て
阪
神
地
方
が
未
曾
有
の
大
暴
風
雨i i

に
襲
わ
れ
て
全
く
予
想
だ
に
さ
れ
な
か
っ
た
大
災
害
を
被
っ
た
と
き
、
建
築
家
達

相
集
っ
て
気
象
技
師
に
当
日
の
最
大
風
速

0

0

0

0

に
つ
い
て
所
見
を
質
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
建
築
用
材
の
風
圧
に
耐
え
る

力
を
計
算
し
直
す
た
め
に
は
、
先
ず
風
速
を
知
る
こ
と
が
先
決
問
題
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
気
象
技
帥
の
答
は
実
に

意
外
に
も
「
あ
の
時
の
平
均
風
速

0

0

0

0

は
○
○
米
位
だ
っ
た
と
思
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
風
圧
と
建
物
と
の
関
係
は
、

い
う
迄
も
な
く
純
然
た
る
自
然
的
関
係
で
あ
る
。
純
然
た
る
自
然
的
関
係
に
「
平
均
」
な
る
も
の
は
、
あ
り
得
る
筈
が
な
いi ii

。

平
均
風
圧
に
よ
っ
て
建
物
が
倒
壊
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
い
暫
く
の
時
間
で
も
風
速
計
を
吹
き
飛
し
て
し
ま
う
位
の
強
烈
な

風
圧
が
加
わ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
建
物
は
倒
壊
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
生
活
に
於
て
平
均
温
度
・
平
均
湿
度
・

平
均
風
速
な
ど
と
言
い
慣
れ
て
い
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
自
然
界
そ
の
も
の
に
存
在
す
る
か
の
如
く
思
い
誤
り
勝
ち
で

あ
る
が
、
し
か
し
真
実
は
、
か
か
る
平
均
的
な
る
も
の
は
人
間
が
自
己
の
生
活
を
常
む
上
に
於
て
つ
く
り
出
し
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

に
他
な

ら
ぬ
。
而
し
て
、
平
均
的
な
る
も
の
を
基
準
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
人
間
の
団
体
生
活
は
他
の
動
物
の
社
会
生
活

に
は
到
底
見
ら
れ
な
い
開
放
性
と
持
久
性
と
か
実
現
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
人
間
が
本
来
我
執
に
と
ら
わ
れ
た
煩
悩

具
足
の
も
の
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
、
よ
く
そ
の
我
執
を
一
応
0

0

洗
い
落
し
て
共
通
の
地
盤
に
於
て
相
協
力
し
、
以
て
全
自
然
界

に
対
し
て
截
然
と
優
越
し
た
人
間
独
自
の
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
の
は
、
全
く
「
平
均
的
な
る
も
の
」

の
も
つ
妙
味
に
負
う
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
に
於
て
「
平
均
的
な
る
も
の
」
こ
そ
人
類
社
会
史
上
最
も
偉
大
な
る
創
作
で
あ

i　

戦
前
の
未
曾
有
と
い
え
ば
、1938

大
水
害
も
あ
る
が
、
風
と
言
う
な
ら1934.9
の
室
戸
台
風
の
こ
と
か
？
当
時
気
象
観
測
史
上
最
大
だ
っ
た
。

ii　

と
著
者
は
言
う
が
、
瞬
間
最
大
風
速
な
る
も
の
も
人
に
知
れ
る
は
ず
は
な
い
。
時
間
的
な
あ
る
幅
は
必
ず
要
る
。
単
位
時
間
あ
た
り
の
羽
の
回

転
数
で
風
速
を
決
め
る
が
、
現
代
の
よ
う
に
電
気
信
号
に
変
換
し
て
瞬
時
に
知
れ
る
と
し
て
も
。
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る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
法
律
上
「
正
当
」
或
は
「
相
当
」
と
観
念
さ
れ
る
も
の
を
、
厳
密
に
必
然
的
な
自
然
科
学
的
対
象
と

比
較
し
て
、
前
者
に
後
者
の
如
き
精
密
さ
の
な
い
こ
と
を
以
て
蔑
視
す
る
が
如
き
認
識
不
足
を
先
ず
改
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
か

る
比
較
を
す
る
こ
と
自
体
が
自
然
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
い
う
意
味
に
於
てN

aturalism
us

に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

か
く
て
は
一
般
に
人
間
固
有
の
在
り
方
な
る
も
の
は
理
解
さ
る
べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
人
間
社
会
の
輝
し
き
発

展
を
庶
幾
し
得
ん
が
た
め
に
は
、
先
ず
な
ま
0

0

の
自
己
を
つ
く
ら
れ
た

0

0

0

0

0

機
構
的
連
関
の
中
に
滅
し
て
、
客
体
的
な
平
均
的
存
在
た

る
性
格
を
具
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
は
じ
め
て
、
本
来
十
人
十
色
の
各
個
人
が
社
会
の
一
員
と
し
て
活
動
し
得
る

資
格
を
獲
得
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
客
体
的
普
遍
の
世
界
と
し
て
の
法
律
の
世
界
は
、
通
常
人
が
安
ん
じ
て
相
協

力
し
得
る
様
な
地
盤
を
と
と
の
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
根
本
使
命
を
有
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

法
律
の
世
界
が
右
に
述
べ
た
様
な
意
味
に
於
て
客
体
的
普
遍
の
世
界
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
法
律
的
行
為
に
つ
い
て
は
代
理
0

0

と
い

う
こ
と
が
そ
の
積
極
的
な
意
義
を
充
分
に
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
代
理
と
は
い
う
迄
も
な
く
他
人
（
代
理
人
）

の
意
志
表
示
に
よ
っ
て
本
人
が
直
接
そ
の
法
律
的
効
果
を
取
得
す
る
制
度
で
あ
る
。
古
代
ロ
ー
マ
法
に
於
て
は
一
般
に
代
理
と

い
う
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
権
利
能
力
を
有
し
得
る
者
が
た
だ
家
長
に
の
み
限
ら
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
代
理

制
度
の
発
達
す
る
地
盤
は
、
各
個
人
が
夫
々
独
立
に
活
動
し
得
る
社
会
で
あ
る
。
か
か
る
独
立
の
他
人
を
代
理
人
と
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
本
人
は
自
己
の
活
動
範
囲
を
無
限
に
拡
張
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
近
代
的
大
企
業
の
発
達
と
代
理
制
度
の
発
達
と

が
相
互
依
存
の
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
し
か
し
直
接
自
己
の
意
志
に
も
と
ず
か
ざ
る
他
人
の

行
為
に
よ
っ
て
権
利
義
務
の
変
動
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
は
、
或
る
程
度
自
己
の
主
体
性
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
し
に
は
達
成
す

る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
第
三
者
に
と
っ
て
は
代
理
権
の
存
否
及
び
そ
の
範
囲
を
正
確
に
知
悉
す
る
こ
と
は
必
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ず
し
も
容
易
で
は
な
い
か
ら
、若
し
本
人
の
意
に
反
し
た
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
代
理
人
の
行
為
を
無
効
と
す
る
な
ら
ば
、

取
引
の
安
全
は
甚
し
く
阻
害
さ
れ
る
が
故
に
、
民
法
は
代
理
権
な
き
者
が
代
理
人
と
称
し
て
な
す
行
為
の
う
ち
、
そ
の
代
理
人

と
称
す
る
者
と
本
人
と
の
間
に
特
定
の
緊
密
な
関
係
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
行
為
を
正
当
の
代
理
人
の
場
合
と
同
様
有
効
な

も
の
と
し
て
取
引
の
安
全
を
保
護
し
よ
う
と
す
る
。
所
謂
表
見
代
理
（Scheinvollm

acht

）
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
即
ち
そ
れ

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の“Schein”

【
見
か
け
】
―
―
即
ち
相
手
方
を
し
て
権
限
あ
り
と
誤
信
せ
し
め
た
事
由
が
本
人
の
行
為
に

基
因
す
る
を
要
し
な
い
と
す
る
の
が
、
表
見
代
理
制
度i i

の
精
神
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ（
一
）。

換
言
す
れ
ば
民
法
は
、
本
人
と

表
見
代
理
人
と
の
間
に
多
少
の
範
囲
の
代
理
関
係
あ
る
こ
と
を
基
礎
と
し
て
、
本
人
を
し
て
或
る
程
度
の
犠
牲
を
忍
ば
し
め
よ

う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
客
体
的
普
遍
の
秩
序
の
中
へ
主
体
的
意
志
を
或
る
程
度
脱
却
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
代
理
の
制
度
そ
の

も
の
が
充
分
に
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
一
）
判
例
は
以
前
0

0

、
本
人
が
自
己
の
行
為
に
基
因
せ
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
責
を
負
う
べ
き
謂
な
し
と
し
て
、
相
手
方
を
し
て
権
限
あ

り
と
誤
信
せ
し
め
た
事
由
が
本
人
の
行
為
に
基
因
す
る
こ
と
を
要
す
、
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
表
見
代
理
制
度
の
精
神

に
徹
し
な
か
っ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

代
理
の
制
度
と
相
並
ん
で
、
客
体
的
普
遍
の
秩
序
と
し
て
の
法
律
的
秩
序
の
特
質
を
遺
憾
な
く
示
す
も
の
は
、
時
効
の
制
度

で
あ
ろ
う
。
時
効
と
は
之
を
一
般
的
に
い
え
ば
、
或
る
事
実
又
は
状
態
の
継
続
に
対
し
―
―
真
実
の
権
利
関
係
の
如
何
を
問
わ

ず
―
―
こ
れ
に
相
応
す
る
法
律
効
果
を
与
え
る
制
度
で
あ
る
。
即
ち
、
自
己
の
物
と
雖
も
他
人
が
十
年
或
は
二
十
年
の
永
き
に

亙
っ
て
そ
れ
を
占
有
す
る
場
合
に
は
そ
の
所
有
権
を
奪
わ
れ
（
民
法
第
一
六
二
条
）、
又
法
律
上
完
全
に
存
在
す
る
権
利
も
一
定

i　

民
法
で
は
、
代
表
権
が
あ
る
と
第
三
者
に
言
っ
た
（
百
九
条
）、
権
限
外
で
あ
る
（
百
十
条
）、
権
限
が
切
れ
た
（
百
十
二
条
）
以
上
の
場
合
に
、

権
限
が
あ
る
と
信
じ
る
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
権
限
が
あ
っ
た
と
同
様
の
効
果
を
生
じ
る
。
こ
の
規
定
の
仕
方
を
、
著
者
は
「
多
少
の
範
囲

の
代
理
関
係
」
と
言
う
。
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期
間
―
―
短
き
は
一
年
長
き
は
二
十
年
―
―
そ
の
行
使
を
怠
れ
ば
、
も
は
や
之
を
行
使
し
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
民

法
第
一
六
六
条
―
―
第
一
七
四
条
）。
こ
れ
に
対
し
、
例
え
ば
時
効
に
か
か
れ
る
債
務
も
自
然
0

0

債
務
と
し
て
は
依
然
と
し
て
存
続

す
る
と
い
う
な
ら
ば
、そ
れ
は
自
然
的
存
在
と
法
律
的
存
在
と
の
根
本
的
相
異
を
全
然
自
覚
せ
ざ
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
は
猶
、
自
然
必
然
的
な
因
果
関
係
の
み
を
唯
一
の
因
果
関
係
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
て
所
謂
相
当
0

0

因
果
関
係
な
る
も
の
の

も
つ
積
極
的
な
意
義
を
充
分
認
め
得
な
い
立
場
と
同
じ
く
、
何
れ
も
未
だ
素
朴
なN

aturalism
us

を
脱
却
せ
ざ
る
も
の
と
い
う

べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
、
法
律
上
の
因
果
関
係
が
つ
く
ら
れ
た
因
果
関
係
で
あ
り
法
律
上
の
存
在
が
つ
く
ら
れ
た
存
在

で
あ
る
こ
と
を
根
本
的
に
洞
察
す
る
な
ら
ば
、「
相
当
」
な
る
観
念
の
も
つ
妙
味
と
時
効
制
度
の
演
ず
る
積
極
的
な
役
割
を
充

分
に
諒
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
法
律
は
因
果
関
係
を
相
当
の
範
囲
に
限
定
し
・
又
一
定
期
間
行
使
さ
れ
な

い
債
権
を
消
滅
せ
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
人
が
安
ん
じ
て
共
存
協
働
し
得
る
様
な
生
活
秩
序
を
積
極
的
に

0

0

0

0

建
設
し
よ
う
と

す
る
。
と
い
う
の
は
、
因
果
関
係
を
ど
こ
ま
で
も
追
及
し
・
眠
れ
る
債
権
を
い
つ
ま
で
も
存
続
さ
せ
る
こ
と
は
、
通
常
人
の
共

存
生
活
を
不
必
要
に
攪
乱
し
そ
の
基
礎
を
徒
ら
に
動
揺
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
的
真
実

0

0

0

0

0

が
単
な
る
事
実
そ

の
ま
ま
で
な
い
様
に
、
法
律
的
真
実

0

0

0

0

0

も
亦
決
し
て
単
な
る
自
然
的
事
実
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
法
律
は
芸
術
と
同
じ
様
に

あ
く
ま
で
そ
れ
自
身
の
真
実

0

0

0

0

0

0

0

を
追
求
す
る
。
単
な
る
事
実
を
た
だ
あ
り
の
ま
ま
に
述
べ
た
も
の
が
芸
術
的
に
は
却
っ
て
ま
こ
と

ら
し
か
ら
ぬ
も
の
と
し
て
受
取
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
様
に
、
た
だ
あ
り
し
ま
ま
の
事
実
に
あ
ま
り
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
は
、
却

っ
て
法
律
の
使
命
達
成
を
妨
げ
る
結
果
に
な
ら
ぬ
と
も
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
所
謂“Schein”

か
ら
由
来
す
る

権
利
義
務
の
変
動
を
本
人
の
意
志
に
反
し
て
も
正
当
化
す
る
表
見
代
理
の
制
度
、
及
び
単
な
る
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
当
然
の

債
務
を
消
滅
せ
し
め
る
時
効
の
制
度
は
、
通
常
の
道
義
感
の
甚
だ
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
観
点
よ

り
す
る
な
ら
ば
、
法
律
は
確
に
「
最
小
限
度
の
道
徳
」
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
他
方
、
法
律
は
―
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―
前
述
の
如
く
―
―
道
徳
的
見
地
よ
り
観
れ
ば
当
然
免
責
事
由
と
さ
る
べ
き
「
法
律
の
不
知
」
を
も
原
則
的
に
否
認
し
、
知
ら

ざ
る
者
に
対
し
て
も
寸
毫
も
仮
借
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、「
最
大
限
度
の
道
徳
」
を
要
求
す
る
か
の
如
き

観
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
、
法
律
が
一
方
に
於
て
は
最
小
限
度
の
道
徳
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
に
於
て
は
最

大
限
度
の
道
徳
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
律
が
知
ら
ざ
る
者
に
対
し
て
も
寸
毫
も
仮
借
す
る
所
な
く
し
か
も
絶
大
な
る
強
制
力
を
以
て
そ
の
主
張
を
必
ず
貫
徹
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
所
謂
最
大
限
度
の
道
徳
を
要
求
し
実
現
す
る
か
の
如
く
に
見
え
る
の
は
、
し
か
し
な
が
ら
実
は
、
決
し
て
人

間
に
人
間
以
上
の
道
徳
性
を
要
求
す
る
も
の
で
も
な
け
れ
ば
又
そ
の
実
現
を
庶
幾
す
る
の
で
も
な
い
。
道
徳
性
は
一
応
主
体
性

と
同
視
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
道
徳
的
行
為
と
は
主
体
的
な
は
た
ら
き
に
他
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
そ
の
主
体
性
を
如

何
に
深
め
て
も
、知
ら
ざ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
を
帰
す
べ
き
根
拠
は
到
底
見
出
さ
る
べ
く
も
な
い
。「
主
体
的
」と
は
ま
た「
自

覚
的
」
の
謂
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
自
覚
せ
ざ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
責
任
は
決
し
て
道
徳
的
責
任
で
は
な
い
。
し
か
し
道
徳

的
人
格
が
架
空
に
存
在
し
得
る
も
の
で
は
な
く
現
実
の
人
間
社
会
の
一
員
と
し
て
の
み
存
在
し
得
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
而
し

て
人
間
社
会
の
一
員
が
社
会
生
活
秩
序
内
の
一
員
と
し
て
の
法
律
的
人
格
を
そ
の
地
盤
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
存
在
し
得

る
も
の
で
あ
る
限
り
、
人
間
は
道
徳
的
責
任
の
ほ
か
に
、
否
そ
の
底
に
、
基
盤
と
し
て
の
法
律
的
責
任
を
も
つ
。
法
律
的
責
任

と
は
客
体
的
生
活
秩
序
に
於
け
る
責
任
で
あ
る
。
而
し
て
客
体
的
生
活
秩
序
な
る
も
の
は
、
お
の
ず
か
ら
成
る
自
然
的
有
機
的

連
関
を
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連
関
に
よ
っ
て
再
編
成
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
。
従
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
機
構
的
連
関
内
に
於

0

0

0

0

0

0

0

0

け
る
0

0

責
任
で
あ
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
法
律
的
責
任
の
法
律
的

0

0

0

た
る
根
本
特
質
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
法
律
は
堅
実
に
し
て
健
全

な
る
機
構
的
連
関
の
維
持
顕
揚
を
使
命
と
す
る
も
の
と
し
て
、
個
人
々
々
の
「
不
知
」
な
ど
は
無
視
し
て
も
客
体
的
秩
序
を
確

保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
又
他
面
に
於
て
は
―
―
同
じ
く
客
体
的
秩
序
確
保
の
た
め
に
は
―
―“Schein”

か
ら
由
来
す
る
権
利
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義
務
の
変
動
を
も
正
当
化
し
・
更
に
眠
れ
る
債
権
を
時
の
経
過
と
共
に
適
当
に
消
滅
せ
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
く

し
て
、
法
律
が
一
方
に
於
て
は
知
ら
ざ
る
者
に
対
し
て
も
寸
毫
も
仮
借
し
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
最
大
限
度
の
道
徳
を
要
求

す
る
か
の
如
き
観
を
呈
し
な
が
ら
、
し
か
も
他
方
に
於
て
は
表
見
代
理
の
制
度
或
は
時
効
の
制
度
な
ど
に
よ
っ
て
通
常
の
道
義

感
の
甚
だ
遺
憾
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
様
な
こ
と
を
も
敢
て
な
し
以
て
最
少
限
度
の
道
徳
で
あ
る
か
の
様
に
見
え
る
の
も
、
畢
竟

帰
す
る
と
こ
ろ
は
同
じ
客
体
的
生
活
秩
序

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
維
持
顕
揚
を
め
ざ
す
と
こ
ろ
か
ら
由
来
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。即
ち
、

純
粋
に
主
体
的
自
覚
的
な
道
徳
の
領
域
の
中
へ
は
入
り
に
く
い
も
の
と
し
て
一
方
は
「
最
大
限
度
」
と
呼
ば
れ
他
方
は
「
最
小

限
度
」
と
呼
ば
れ
る
の
で
は
あ
る
が
、
真
実
は
そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
は
決
し
て
道
徳
固
有
の
領
域
を
中
心
と
し
て
上
下
へ
連
続

的
に
延
長
し
た
正
反
対
の
極
限
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
主
体
的
存
在
と
は
全
く
そ
の
在
り
方
を
異
に
す
る
―
―

機
構
的
連
関
内
に
於
け
る
―
―
客
体
的
存
在
の
性
格
の
二
つ
の
面

0

0

0

0

を
把
え
て
命
名
し
た
も
の
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
主
体
的

な
在
り
方
を
基
準
に
し
て
機
構
の
枠
の
内
に
あ
る
客
体
的
存
在
を
眺
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
本
人
が
承
知
し
て
い
る
と
否
と
を

顧
慮
し
な
い
非
人
情
な
面

0

0

0

0

0

も
見
え
る
で
あ
ろ
う
し
、
又
ひ
と
た
び
は
本
人
が
充
分
承
知
し
て
引
受
け
た
筈
の
債
務
を
た
だ
時
の

経
過
と
い
う
こ
と
だ
け
で
消
滅
せ
し
め
る
非
良
心
的
な
面

0

0

0

0

0

0

も
目
に
立
つ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
決
し
て
超
道
徳

（
最
大
限
度
の
道
徳
）
或
は
不
道
徳
（
最
小
限
度
の
道
徳
）
と
し
て
評
価
さ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、却
っ
て
ま
さ
に
此
の
点
に
、

一
定
の
「
機
構
」
内
に
於
け
る
客
体
的
な
在
り
方
の
ま
さ
に
客
体
的
と
呼
ば
る
べ
き
所
以
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

「
機
構
」
は
自
覚
的
な
主
体
の
容
認
し
難
い
こ
と
を
も
敢
て
要
求
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は
か
か
る
犠
牲
を
強
い
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
端
的
に
主
体
的
な

0

0

0

0

0

0

0

在
り
方
の
到
底
具
現
し
得
な
い
夫
自
身
の
世
界
を
積
極
的
に
建
設
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

各
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
単
な
る
主
体
的
自
己
の
内
部
に
深
く
沈
潜
す
る
の
み
で
はR

eich der Zw
ecke

は
実
現
さ
れ
て
も
、
多
数
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人
の
協
働
し
得
る
共
通
の
地
盤
と
し
て
の
人
間
社
会
は
決
し
て
成
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
法
律
の

世
界
は
、
―
―
客
体
的
な
生
活
秩
序
と
し
て
―
―
つ
く
ら
れ
た
機
構
的
連
関
を
そ
の
構
成
原
理
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
お
の

ず
か
ら
成
る
も
の
か
ら
生
ず
る
個
人
差
を
吸
収
し
去
っ
て
、
万
人
が
平
均
人
と
し
て
極
め
て
気
楽
に
共
存
協
力
し
得
る
開
い
た

0

0

0

地
盤
を
提
供
す
る
。
法
律
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
人
間
社
会
は
、
或
る
意
味
に
於
て
確
に
開
い
た
世
界
で
あ
る
。
た
だ
、
現
実

に
は
単
な
る
「
社
会
」
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
住
む
社
会
は
同
時
に
「
国
家
」
で
あ
る
。
従
っ
て

通
常
の
場
合
、
い
ず
れ
の
国
家
に
も
属
し
な
い
単
な
る
社
会
人
な
る
も
の
は
あ
り
得
ず
常
に
い
ず
れ
か
の
国
民
で
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
い
っ
た
い
社
会
と
国
家
と
は
如
何
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
十
六
節　

社
会
と
国
家

人
間
は
社
会
的
存
在
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
決
し
て
、
先
ず
社
会
と
い
う
も
の
が
在
り
、
而
し
て
人
間
は
そ
の

中
に
在
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
単
な
る
「
社
会
」
は
何
処
に
も
存
在
し
な
い
。「
社
会
」
そ
の
も
の

は
把
え
よ
う
の
な
い
も
の
で
あ
り
、何
等
か
の
輪
郭
を
見
出
し
て
把
え
る
こ
と
が
出
来
た
と
思
う
と
き
に
は
、そ
れ
は
実
は
「
社

会
」
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
た
だ
多
数
の
人
間
の
集
団
で
あ
る
か
或
は
特
定
の
限
ら
れ
た
領
域
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
判

明
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
‥
‥
‥
」
と
い
う
場
合
の
「
社
会
」
が
「
仲
間
」
の
別
名
に
す
ぎ
な
い

こ
と
は
い
う
迄
も
な
い
が
、
そ
の
範
囲
を
遥
か
に
拡
大
し
て
「
経
済
社
会
」
と
い
う
様
な
も
の
を
考
え
て
み
て
も
、
そ
れ
は
要

す
る
に
経
済
現
象
の
あ
ら
わ
れ
る
領
域
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
っ
て
、
依
然
と
し
て
「
社
会
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

か
く
し
て
何
等
か
手
応
え
の
あ
る
も
の
を
掴
ん
だ
と
思
う
と
き
に
は
、
そ
の
瞬
間
「
社
会
」
は
つ
ね
に
そ
の
背
後
に
形
な
き
も

0

0

0

0

の0

と
し
て
退
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
国
際
社
会
に
ま
で
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
も
、
事
情
に
少
し
も
変
り
は
な
い
。
国
際
社
会
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は
確
に
国
家
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
近
代
的
な
主
権
国
家
相
互
の
間
（inter

＋

national

）
に
成
立
す
る
も
の
従
っ
て
諸
国
家
の
社
会

0

0

0

0

0

0

（la société des États

）
で
あ
る
限
り
、
な
お
そ
れ
は
限
ら
れ
た
領
域
で

あ
っ
て
「
社
会
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
更
に
そ
れ
を
拡
大
し
て
人
類
社
会
に
至
れ
ば
、
そ
れ
は
余
程
「
社
会
」
そ
の
も
の
に

接
近
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
代
り
「
人
類
」
な
る
も
の
の
内
容
が
次
第
に
稀
薄
に
な
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
即

ち
「
社
会
」
そ
の
も
の
に
接
近
す
れ
ば
す
る
程
そ
れ
だ
け
現
実
存
在
の
内
容
が
い
よ
い
よ
稀
薄
に
な
り
、
反
対
に
現
実
に
何
も

の
か
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
は
も
は
や
「
社
会
」
は
な
く
、
そ
の
背
後
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
否
、
た
だ
隠
れ
て

し
ま
う
の
で
は
な
い
。
姿
を
消
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
即
ち
形
な
き
も
の
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
存
在
す
る
も
の
を
在

ら
し
め
る
「
場
所
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
所
謂
「
領
域
」
で
は
な
い
。「
領
域
」
が
輪
郭
を
具
え
た
限
ら
れ
た

範
囲
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
存
在
す
る
も
の
を
在
ら
し
め
る
「
場
所
」
と
し
て
の
社
会
は
、
そ
れ
自
身
い
か
な
る
輪
郭
を
も
有

た
な
い
も
の
と
し
て
―
―
即
ち
そ
れ
自
身
形
な
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
形
あ
る
も
の
を
在
ら
し
め
る
も
の
と
し

て
、
む
し
ろ
無
の
場
所

0

0

0

0

と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

無
の
場
所
た
る
社
会
は
凡
て
の
現
実
存
在
の
「
於
て
あ
る
場
所
」
で
あ
り
、凡
て
の
現
実
存
在
は
そ
こ
に
「
於
て
あ
る
も
の
」

で
あ
る
。
勿
論
、「
於
て
あ
る
場
所
」
を
は
な
れ
て
「
於
て
あ
る
も
の
」
が
在
り
得
な
い
様
に
、「
於
て
あ
る
も
の
」
を
は
な
れ

て
「
於
て
あ
る
場
所
」
が
夫
自
身
で
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。「
於
て
あ
る
場
所
」
は
決
し
て
も
の
を
載
せ
る
盆
で
も
な
け

れ
ば
、
も
の
を
容
れ
る
器
で
も
な
い
。
単
な
る
盆
や
器
は
そ
れ
を
い
か
に
拡
大
し
て
も
畢
竟
一
特
殊
的
有
で
あ
り
、
そ
の
内
容

と
の
関
係
は
全
く
偶
然
的
で
あ
っ
て
そ
れ
を
在
ら
し
め
る
場
所
た
る
の
意
味
を
も
つ
こ
と
は
出
来
ぬ
。
在
ら
し
め
ら
れ
る
現
実

存
在
と
内
面
的
に
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
こ
そ
、
は
じ
め
て
在
ら
し
め
る
場
所
た
り
得
る
の
で
あ
る
。
否
、
単
に
内
面
的

に
つ
な
が
っ
た
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
在
ら
し
め
ら
れ
る
現
実
存
在
は
実
は
在
ら
し
め
る
場
所
自
身
の
現
わ
れ

0

0

0

に
他
な
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ら
ぬ
。
し
か
も
そ
の
「
現
わ
れ
」
は
決
し
て
お
の
ず
か
ら
な
る
「
流
出
」
或
は
「
発
出
」（em

anatio

）
で
は
な
い
。
太
陽
は

一
見
そ
の
「
無
限
の
豊
か
さ
」
の
故
に
不
断
に
光
を
放
射
す
る
様
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
無
限
の
豊
か
さ
と
は
畢
竟
小
さ

な
有
限
存
在
と
し
て
の
人
間
と
比
較
し
て
の
相
対
的
無
限
以
上
の
何
物
で
も
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
一
方
的
放
射
は
必
ず

何
等
か
の
消
耗
を
伴
う
こ
と
を
さ
け
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。従
っ
て
、一
方
的
流
出
の
淵
源
は
、い
つ
か
は
涸
渇
す
る
の
他
は
な
い
。

哲
学
史
上
最
も
典
型
的
な
形
に
於
て
流
出
説
を
唱
え
た
プ
ロ
テ
ィ
ー
ノ
ス
も
、
太
原
た
る
「
一
者
」
の
涸
渇
を
防
ぐ
た
め
に
―

―
人
間
の
解
脱
の
欲
求
と
結
び
つ
け
て
―
―
流
出
し
た
霊
魂
が
再
び
そ
の
故
郷
た
る
「
一
者
」
へ
還
る
途
を
ひ
ら
か
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
流
出
か
ら
還
帰
に
つ
な
が
る
運
動
の
無
限
性

0

0

0

を
象
徴
す
る
た
め
に
、「
円
運
動
」
な
る
表
象
を
用
い

る
。
円
運
動
は
確
に
或
る
意
味
に
於
て
無
始
無
終
の
無
限
運
動
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
流
出
か
ら
還
帰
へ
の
運
動
は
、
真
実
は
決

し
て
円
運
動
で
は
な
い
。
流
出
と
還
帰
と
は
決
し
て
連
続
的
に
つ
な
が
る
一
つ
の
運
動
で
は
な
く
し
て
、
流
出
が
還
帰
に
転
ず

る
た
め
に
は
、
そ
の
方
向
を
百
八
十
度
転
回
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
「
円
」
で
表
象
さ
れ
る
様
な
な
だ
ら
か
な

0

0

0

0

0

も
の
で

は
な
く
し
て
、
鋭
い
尖
端
を
も
っ
た
断
絶
で
あ
り
断
絶
に
よ
る
逆
転
で
あ
る
。
而
し
て
ま
さ
に
此
の
点
に
こ
そ
、
道
徳
的
実
践

或
は
宗
教
的
修
行
の
厳
し
さ

0

0

0

が
あ
る
。
解
脱
は
決
し
て
連
続
的
な
円
運
動
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
様
な
な
ま
や
さ
し
い
も
の
で

は
な
い
。
そ
れ
が
な
だ
ら
か
な
運
動
の
中
に
お
の
ず
か
ら
実
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
如
く
考
え
ら
れ
る
の
は
、
解
脱
を
専

ら
「
観
想
」
の
途
に
よ
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
し
か
し
若
し
「
観
想
」
の
途
に
よ
っ
て
相
対
の
立
場
を
脱

し
て
真
に
絶
対
の
立
場
に
帰
入
し
得
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
観
想
の
中
に
も
当
然
断
絶
が
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
筈
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
相
対
か
ら
絶
対
え
の
途
は
決
し
て
連
続
的
な
一
本
道
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
有
限

相
対
な
る
も
の
か
ら
連
続
的
に
到
達
し
得
る
も
の
は
、
た
と
い
そ
れ
が
如
何
に
遠
く
如
何
に
大
な
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
依
然

と
し
て
有
限
相
対
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
所
詮
そ
れ
は
一
つ
の
有
に
他
な
ら
ぬ
。
真
の
絶
対
は
、
無
に
於
て
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は
じ
め
て
実
現
せ
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
先
ず
「
無
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
而
し
て
そ
こ
に
絶
対
が
実
現

せ
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
若
し
無
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
有
で
あ
っ
て
無
で
は
な
い
。
無
は

存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
「
は
た
ら
き
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
は
た
ら
き
は
存
在
す
る
も
の
か
ら
離
れ

て
そ
れ
と
は
別
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
別
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
そ
れ
も
亦
一
つ
の
存
在
で
あ
り
有
で
あ
っ
て
、
無
で
は
な

い
。
従
っ
て
、
は
た
ら
き
と
し
て
の
無
は
存
在
す
る
も
の
の
中
に
は
た
ら
く
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
無
が
有
の
中
に
は

た
ら
く
と
は
、
無
が
有
を
通
し
て

0

0

0

は
た
ら
く
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
形
あ
る
も
の
を
通
し
て
形
な
き
も
の
が
は
た
ら
く
と
い
う
こ

と
が
、
無
の
唯
一
の
姿
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
有
を
通
し
て
よ
り
ほ
か
に
―
―
換
言
す
れ
ば
―
―
有
の
は
た
ら
き
以
外
に
無
の

現
わ
れ
る
途
は
な
く
、
し
か
も
他
面
、
有
の
は
た
ら
き
と
は
直
接
に
は
有
の
有
に
対
す
る
は
た
ら
き
即
ち
有
相
互
間
の
は
た
ら

き
よ
り
ほ
か
に
は
あ
り
得
な
い
が
故
に
、
現
実
存
在
相
互
間
の
は
た
ら
き
を
通
し
て
無
が
実
現
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆

に
い
え
ば
、
現
実
存
在
相
互
間
の
は
た
ら
き
が
形
な
き
も
の
に
よ
っ
て
媒
介
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
媒

介
せ
ら
れ
る
も
の
は
媒
介
す
る
も
の
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
反
面
ま
た
、
媒
介
す
る
も
の
は
媒
介
せ
ら
れ
る
も
の

の
は
た
ら
き
を
通
し
て
の
み
そ
の
姿
を
現
わ
す
と
い
う
意
味
に
於
て
、
媒
介
す
る
も
の
は
媒
介
せ
ら
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
逆
に

限
定
せ
ら
れ
る
と
も
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
此
の
媒
介
す
る
も
の
と
媒
介
せ
ら
れ
る
も
の
と
の
間
に
相
互
の
限
定
が

成
立
す
る
所
以
は
、
右
に
一
応
分
た
れ
た
二
つ
の
限
定
が
実
は
根
本
に
於
て
一
つ
の
は
た
ら
き

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る
こ
と
に
基
づ
く
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
現
実
存
在
の
性
格
が
社
会
の
性
格
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
と
共
に
、
社
会
の
性
格
は
ま
た
逆
に
現
実
存
在
の

性
格
に
よ
っ
て
限
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
相
即
同
時
に

0

0

0

0

0

成
立
す
る
。
而
し
て
最
も
抽
象
的
な
る
も
の
か
ら
最
も
具
体
的

な
る
も
の
え
、
最
も
低
く
浅
い
も
の
か
ら
最
も
高
く
深
い
も
の
に
至
る
ま
で
、
限
り
な
く
種
々
様
々
な
性
格
を
以
て
存
在
が
現

実
に
現
わ
れ
得
る
こ
と
こ
そ
は
、
ま
さ
に
そ
の
於
て
あ
る
無
の
場
所
の
豊
か
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
り
、
無
の
無
た
る
所
以
を
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如
実
に
示
す
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。「
社
会
」
は
現
実
存
在
の
於
て
あ
る
無
の
場
所
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
か
る

深
く
豊
か
な
意
味
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
国
家
は
、
他
の
多
く
の
現
実
存
在
と
共
に
、
明
ら
か
に
か
か
る
無
の
場
所
た
る
社
会
に
「
於
て
あ
る
も
の
」
で
あ

る
。
従
っ
て
「
国
家
は
全
体
社
会
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
部
分
社
会
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
多
元
的
社
会
観
【political pluralism

i

多
元
的
国
家
論
】
の
有
名
な
提
言
は
、
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
次
の
二
つ
の
意
味
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
、
第
一

に
国
家
は
畢
竟
「
於
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
い
う
迄
も
な
く
「
於
て
あ
る
場
所
」
た
る
社
会
そ
の
も
の
と
同
じ
も
の
で
は
な
く
、

次
に
第
二
に
国
家
は
他
の
多
く
の
現
実
存
在
と
共
に
0

0

一
つ
の
「
於
て
あ
る
も
の
」
と
し
て
決
し
て
凡
ゆ
る
現
実
存
在
を
す
べ
て

自
己
の
中
に
包
括
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
意
味
に
於
て
国
家
が
全
体
社
会
で
な
い
こ
と
は
既
に
論

述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
残
る
問
題

0

0

0

0

は
第
二
の
意
味
に
於
て
国
家
が
他
の
多
く
の
現
実
存
在
と
共
に
部

分
社
会
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
国
家
も
亦
教
会
や
労
働
組
合
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
全
体
社
会
内
の
一
平
民
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

っ
て
、
所
謂“om

nicom
petence”

【
全
能
】
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
も
畢
竟
純
然
た
る
形
式
的
概
念
（a purely form

al concept

）

に
他
な
ら
な
い
と
観
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
国
家
は
全
体
社
会
内
に
於
け
る
多
く
の
部
分
社
会
の
中
の
一
つ
（one of m

any 

asociations in society

）
で
あ
る
と
は
い
う
も
の
の
、
や
は
り
特
に
一
般
的
福
利
を
保
護
す
る
も
の
（the special guardian of 

the general w
elfare

）
と
し
て
、
他
の
部
分
社
会
に
対
し
て
成
る
程
度
の
統
制
を
加
え
る
点
に
於
て
一
応
の
特
殊
性
が
認
め
ら

る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
ろ
う
。
―
―
と
こ
ろ
で
多
元
的
社
会
観
は
、
民
営
事
業
の
極
度
に
発
達
し
た

英
国
の
社
会
を
そ
の
本
来
の
地
盤
と
し
て
も
つ
。
そ
の
社
会
の
伝
統
に
従
え
ば
、人
間
の
生
活
内
容
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
は
、

個
人
の
関
係
す
る
集
団
生
活
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
都
合
が
よ
い
わ
け
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
の
多
彩
な
共
同
生
活
が
そ
れ
ぞ

れ
の
機
能
を
充
分
に
発
揮
す
る
た
め
に
は
国
家
の
統
制
は
出
来
る
だ
け
消
極
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
か
る
消
極
的



135

第
十
六
節　

社
会
と
国
家

な
統
制
を
除
け
ば
国
家
も
亦
他
の
集
団
と
全
く
同
じ
様
に“social service”

の
役
目
を
果
す
べ
き
も
の
と
し
て
、
社
会
の
構
成

は
そ
の
根
本
に
於
て
聯
邦
的（federal

）で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
此
の「
聯
邦
組
織
に
於
け
る
国
家
」

と
い
う
同
じ
事
実
に
対
し
て
、
所
謂
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
観
点
か
ら
国
家
は
畢
竟
生
産
手
段
を
独
占
す
る
階
級
の
執
行
機
関
た
る

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
階
級
な
き
社
会
が
実
現
さ
れ
る
に
従
っ
て
国
家
は
当
然
凋
落
消
滅
す
べ
き
も
の
と
将
来
に
期
待

を
か
け
て
現
実
の
国
家
の
姿
を
出
来
る
だ
け
軽
く
見
る
か
、
或
は
そ
れ
と
も
国
家
が
所
謂
最
高
団
体
と
し
て
或
る
程
度
の
統
制

を
加
え
る
の
は
已
む
を
得
な
い
と
し
て
現
実
の
事
態
を
素
直
に
承
認
す
る
か
に
従
っ
て
、
二
様
の
異
な
る
見
解
が
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
而
し
て
此
の
二
様
の
見
解
は
之
を
平
時
と
戦
時
と
に
割
当
て
て
見
る
と
き
、
そ
の
対
照
が
一
層
著
し
く
映
ず
る
で
あ

ろ
う
。
即
ち
、
平
時
に
於
て
は
国
家
を
軽
視
す
る
第
一
の
見
解
が
―
―
そ
の
背
後
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
一
応
抜
き
に
し
て
、
純

然
た
る
社
会
学
説
と
し
て
も
―
―
所
謂
「
新
鋭
の
思
想
」
と
し
て
多
く
の
人
々
を
惹
き
つ
け
る
の
に
対
し
て
、
戦
時
に
於
て
は

国
家
の
特
殊
性
を
主
張
す
る
思
想
の
方
が
却
っ
て
現
実
に
即
し
た
思
想
と
し
て
一
般
か
ら
承
認
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
現

に
英
国
に
於
て
第
二
次
世
界
大
戦
の
前
と
戦
争
中
と
で
は
、
右
の
変
化
が
多
元
的
社
会
観
そ
れ
自
身
の
中
に
相
当
は
っ
き
り
と

現
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
理
論
は
現
実
の
推
移
と
共
に
柔
軟
0

0

で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
多
元
的
社
会
観

と
し
て
は
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
て
、
し
か
も
此
の
事
実
は
決
し
て
二
つ
の
見
解
の
全
面
的
な
非
真
理
性
を
物
語
る
も
の
で
は
な

く
、
む
し
ろ
二
つ
の
見
解
が
何
れ
も
夫
々
一
面
の

0

0

0

真
理
を
把
え
て
主
張
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
、
と
解
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
国
家
は
全
体
社
会
で
は
な
く
し
て
一
つ
の
部
分
社
会
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
二
つ
の
面

0

0

0

0

を
も
つ
。
即
ち
、
国
家
は
他
の
多
く
の
現
実
存
在
と
共
に
同
じ
く
全
体
社
会
内
の
一
平
民
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
民
の
中
で
の

頭か
し
らな
の
で
あ
る
。
勿
論
、
頭
た
る
も
の
は
平
素
は
無
暗
に
そ
の
威
力
を
発
揮
し
な
い
の
を
最
上
と
す
る
。
頭
が
頭
ぶ
り
を
発
揮
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す
る
の
は
、
よ
く
よ
く
の
場
合
に
限
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
国
家
の
平
民
的
性
格
の
み
に
眼
を

奪
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
国
が
―
―
少
な
く
と
も
一
つ
の
国
を
な
す
以
上
―
―
た
だ
立
体
的

0

0

0

存
在
と
し
て
の
み
現
実
に
存

在
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
看
過
し
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
で
、
一
つ
の
国
が
立
体
的
存
在
の
形
に
於
て
現

実
に
存
在
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
の
立
体
的
構
造
の
根
幹
を
な
す
も
の
が
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
通
常
、
狭
い
意
味

に
於
て
「
国
家
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
国
の
い
わ
ば
骨
組
た
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
り
、
而
し
て
骨
組
即
ち
組
織

は
機
構
の
形
を
以
て
具
現
さ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
機
構
的
国
家

0

0

0

0

0

と
称
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
存

在
す
る
国
家
は
、
先
ず
機
構
的
国
家
た
る
こ
と
を
そ
の
基
盤
的
性
格
と
し
て
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宛
も
多
数
の
個
人
が
気
楽
に

共
存
し
協
力
し
得
る
た
め
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
地
盤
に
於
て
自
己
を
先
ず
機
構
的
連
関
内
に
於
け
る
平
均
人
と

し
て
一
応
客
体
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
に
、
か
か
る
多
数
の
客
体
的
個
人
を
充
分
に
は
た
ら
か
し
め
る
た
め
に
は
、
国

家
自
身
も
亦
機
構
的
存
在
た
る
性
格
を
明
確
に
具
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
一
般
に
相あ
い

対
す
る
も
の
は
同
じ
性
格
の
も
の
で

あ
る
と
称
せ
ら
れ
る
。
相
手
を
動
物
と
し
て
取
扱
う
人
間
は
実
は
本
人
自
身
が
動
物
的
存
在
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
人

は
つ
ね
に
自
己
の
姿
を
相
手
の
中
に
見
出
し
、
相
手
と
共
に
―
―
即
ち
「
汝
」
と
共
に
「
私
」
は
向
上
も
し
向
下
も
す
る
の
で

あ
る
。
個
人
と
国
家
と
の
関
係
も
亦
、
此
の
根
本
的
な
関
係
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
客
体
的
存
在
と
し
て
の
個
人
に

対
す
る
国
家
は
、
夫
自
身
つ
く
ら
れ
た
客
体
的
機
構
的
存
在
に
他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
人
間
が
単
な
る
客
体
的
存
在
に
終
始
す
べ

き
で
は
な
い
様
に
、
国
家
も
亦
単
な
る
機
構
的
存
在
に
終
始
す
べ
き
で
な
い
。
人
間
存
在
が
一
般
に
固
定
し
た
存
在
の
仕
方

（Seinsw
eise

）
を
も
た
ず
、
低
い
次
元
か
ら
高
い
次
元
へ
昇
華
し
得
る
と
共
に
又
高
い
次
元
か
ら
低
い
次
元
へ
顛
落
し
得
る
可0

能
存
在

0

0

0

た
る
と
こ
ろ
に
人
間
存
在
の
特
質
が
見
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
様
に
、
国
家
も
亦
―
―
凡
て
の
現
実
存
在
と
同
じ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

く0

―
―
人
間
と
共
に
向
上
し
向
下
す
る
豊
富
な
存
在
の
仕
方
を
も
つ
。
か
よ
う
に
、
凡
て
現
実
に
存
在
す
る
も
の
は
人
間
存
在
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の
性
格
如
何
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
の
仕
方
を
規
定
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、
存
在
論
は
一
般
に
―
―
従
っ
て
国
家
存
在

論
も
亦
―
―
人
間
存
在
論
に
ま
で
徹
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
従
来
の
国
家
論
が
此
の
点
に
つ
い
て
の
洞
察
を
欠
い
た
こ
と
は
、

根
本
的
な
欠
陥
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

英
国
人
は“m

y country”

の
た
め
に
は
命
を
捧
げ
て
も
、“state”

の
た
め
に
死
ぬ
な
ど
と
は
毛
頭
思
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
曾

て“Ein Volk, Ein R
eich, Ein Führer”

【
一
つ
の
民
族
、
一
つ
の
国
家
、
一
人
の
総
統
】
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
掲
げ
た
ナ
チ
ス
独
逸
で

も
、“Staat”

は
単
な
る
一
つ
の
手
段

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
、
と
公
言
し
て
憚
ら
な
か
っ
た
。
機
構
的
国
家
は
決
し
て
国
家
の
唯
一
の

姿
で
は
な
い
。
国
家
を
機
構
的
国
家
以
上
の
も
の
た
ら
し
め
る
も
の
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
国
家
自
身
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ

国
民
各
自
の
精
神
0

0

で
あ
る
。
存
在
の
仕
方
・
存
在
性
格
が
高
ま
る
と
い
う
こ
と
は
、
於
て
あ
る
場
所
が
低
い
次
元
か
ら
高
い
次

元
へ
飛
躍
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
既
に
述
べ
た
る
が
如
く
於
て
あ
る
場
所
が
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
な

い
以
上
、
場
所
自
体
が
自
分
で
飛
躍
し
て
そ
の
結
果
と
し
て
そ
こ
に
於
て
あ
る
も
の
が
凡
て
高
い
次
元
に
属
す
る
存
在
性
格
を

与
え
ら
れ
る
と
い
う
様
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
於
て
あ
る
場
所
は
決
し
て
自
分
で
飛
躍
す
る
生
き
た
盆
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
き
に
現
実
存
在
の
於
て
あ
る
場
所
と
し
て
の
「
社
会
」
そ
の
も
の
を
無
の
場
所
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
が
、

そ
の
「
無
」
は
最
初
に
現
わ
れ
る
「
無
」
と
し
て
、
本
来
の
真
の
「
無
」
か
ら
観
れ
ば
猶
最
も
抽
象
的
な
無
で
あ
る
と
い
わ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
真
の
無
即
ち
絶
対
的
な
意
味
に
於
て
の
無
は
、
無
限
の
豊
か
さ
を
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
当
然
そ
の
豊
か

な
顕
現
を
可
能
な
ら
し
め
る
い
く
つ
か
の
階
層
を
も
つ
。
而
し
て
機
構
的
世
界

0

0

0

0

0

を
成
り
立
た
し
め
る
無
の
場
所
は
、
そ
の
最
も

低
い
層
面
を
形
づ
く
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

無
の
場
所
は
決
し
て
そ
れ
自
体
で
高
い
次
元
へ
飛
躍
す
る
も
の
で
は
な
い
。
否
、
最
低
次
の
無
の
場
所
す
ら
も
、
決
し
て
お

の
ず
か
ら
そ
こ
に
在
る
も
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
第
一
章
に
於
て
、
人
間
は
決
し
て
―
―
普
通
無
雑
作
に
よ
く
い
わ
れ
る
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様
に
―
―
歴
史
的
世
界
の
中
へ
生
み
落
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
み
ず
か
ら
つ
く
る
は
た
ら
き

0

0

0

0

0

0

0

に
よ
っ
て
自
然
か
ら
生
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
手
を
拱
い
て
い
る
限
り
、
未
だ
勝
義
の
人
間
の
誕
生
は
な
い
。
高
等
動
物
に
群
居
本
能
な
る

も
の
を
認
め
る
と
し
て
も
、
人
間
の
社
会
生
活
は
決
し
て
単
な
る
本
能
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
―
―

既
に
述
べ
た
よ
う
に
―
―
配
偶
者
を
必
ず
外
か
ら
迎
え
る
外
婚
制
が
広
く
人
類
社
会
に
普
遍
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
し
か

も
か
く
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
本
来
血
統
を
異
に
す
る
新
参
者
は
神
前
の
供
物
を
共
食
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
同
じ
氏
族
員
に
な

っ
た
と
せ
ら
れ
る

0

0

0

0

こ
と
、
従
っ
て
最
も
生
物
的
色
彩
の
濃
厚
な
所
謂
「
血
」
の
つ
な
が
り
す
ら
も
実
は
つ
く
ら
れ
た
も
の

0

0

0

0

0

0

0

で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
人
は
つ
く
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
然
的
連
鎖
の
単
な
る
一
環

た
る
本
能
か
ら
脱
け
出
て
人
間
に
な
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
他
方
ま
た
「
人
間
の
偉
大
さ
」（G

randeur de 

l’hom
m

e

―Pascal

）
を
形
づ
く
り
人
間
を
人
間
た
ら
し
め
る
も
の
は
「
考
え
る
こ
と
」
で
あ
り
「
識
る
こ
と
」
で
あ
る
と
称

せ
ら
れ
る
。
そ
の
「
識
る
こ
と
」
と
「
つ
く
る
こ
と
」
と
は
、
し
か
ら
ば
、
い
か
な
る
関
係
に
立
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
人
は
一
本
の
葦
―
―
自
然
の
最
も
か
よ
わ
い
も
の
―
―
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
考
え
る
葦
で
あ
る
。
そ
れ
を
圧

し
潰
す
た
め
に
は
全
宇
宙
は
何
も
武
装
す
る
必
要
は
な
い
。一
つ
の
蒸
気
・
一
滴
の
水
す
ら
も
、彼
を
殺
す
の
に
は
充
分
で
あ
る
。

し
か
し
、
た
と
い
宇
宙
が
彼
を
圧
し
潰
す
と
し
て
も
、
人
は
や
は
り
彼
を
殺
す
も
の
よ
り
も
遥
か
に
気
高
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
彼
は
自
分
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
を
識
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

か
ら
で
あ
る
。
宇
宙
は
自
分
が
人
間
に
対
し
て
も
っ
て
い
る
優
越
性
の

こ
と
な
ん
か
何
も
識
ら
な
い
」と
パ
ス
カ
ル
は
い
う
。
宇
宙
は
わ
れ
わ
れ
を
包
み
零
細
な
一
点
と
し
て
呑
み
込
む
。
そ
れ
故
に
、

空
間
の
大
き
さ
或
は
時
間
の
長
さ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
自
己
を
高
め
よ
う
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
短
い
一
生
し
か
生
き
ら
れ

な
い
此
の
小
さ
な
わ
れ
わ
れ
に
は
、
長
い
時
間
と
広
い
空
間
を
み
た
す
術
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
、
広
大

な
る
宇
宙
の
中
の
小
さ
な
一
点
と
し
て
宇
宙
の
中
に
包
み
込
ま
れ
な
が
ら
、
し
か
も
「
考
え
る
こ
と
」
が
出
来
る
こ
と
に
よ
っ
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て
逆
に
宇
宙
を
わ
が
も
の
と
し
て
自
己
の
中
に
―
―
自
己
の
「
思パ
ン
セ想
」
の
中
に
包
み
容
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
故
に
、
ま

さ
に
此
の
「
考
え
る
こ
と
」
或
は
「
思
想
」
に
於
て
こ
そ
凡
ゆ
る
わ
れ
わ
れ
の
尊
厳
さ
が
成
立
す
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

木
の
葉
は
河
の
流
れ
の
ま
ま
に
流
さ
れ
て
行
く
。
此
の
場
合
、
流
さ
れ
る
木
の
葉
も
流
す
河
の
水
も
共
に
単
な
る
自
然
的
存

在
で
あ
る
。
同
じ
様
に
、
河
に
落
ち
込
ん
だ
人
も
亦
、
木
の
葉
と
共
に
流
さ
れ
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
此
の
場
合
に
於
て

も
、
流
す
河
の
水
も
流
さ
れ
る
人
も
、
共
に
単
な
る
自
然
的
存
在
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
し
か
し
人
は
現
に
「
流
さ
れ

る
人
」に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。人
は
流
さ
れ
る
人
で
あ
る
と
同
時
に
、流
さ
れ
る
こ
と
を
識
る
人
で
あ
る
こ
と
も
出
来
る

0

0

0

。

否
、
流
さ
れ
る
こ
と
を
識
る
人
に
し
て
は
じ
め
て
、
本
来
の
意
味
に
於
て
「
人
」
と
い
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
流
さ

れ
る
こ
と
を
識
る
人
は
決
し
て
、
単
に
流
さ
れ
る
と
い
う
関
係
の
中
に
埋
っ
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
単
な
る
流
さ
れ
る
関

係
の
中
に
埋
っ
て
い
る
限
り
、「
識
る
」
は
た
ら
き
が
生
れ
出
て
来
る
機
縁
は
な
い
。
た
と
い
そ
れ
が
「
流
さ
れ
る
」
と
い
う

単
な
る
受
身
に
と
ど
ま
ら
ず
し
て
、
外
か
ら
の
刺
戟
に
対
し
て
何
等
か
の
反
応
を
示
す
様
な
場
合
に
於
て
も
、
そ
の
反
応
が
刺

戟
に
直
結
す
る
限
り
、
そ
れ
は
畢
竟
外
か
ら
の
作
用
の
連
続
的
な
延
長
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
事
情
に
何
等
本
質
的
な

相
異
は
な
い
。「
流
す
―
―
流
さ
れ
る
」
と
い
う
作
用
連
関
を
い
か
に
延
長
し
て
も
、「
識
る
」
作
用
は
生
れ
出
て
来
な
い
。
識

る
た
め
に
は
自
己
は「
流
さ
れ
る
自
己
」の
殻
を
破
っ
て
出
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。「
流
す
―
―
流
さ
れ
る
」の
次
元
を
超
出
し
て
、

い
わ
ば
上
か
ら
振
り
返
っ
て
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
識
る
0

0

こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
識
る
作
用
は
「
流

す
―
―
流
さ
れ
る
」
の
作
用
連
関
を
更
に
振
り
返
っ
て
見
る
二
重
の
作
用
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
於
て
、所
謂
「
作
用
の
作
用
」

の
立
場
に
於
て
成
立
す
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
「
作
用
の
作
用
」
が
二
重
の
作
用
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
一
重
の
作
用
の
連
続
的
な
進
行
に
先
ず
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何
等
か
の
意
味
に
於
て
の
非
連
続
性

0

0

0

0

が
齎
ら
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
同
じ
方
向
を
い
か
に
推
進
し
て
も
そ
れ
は
限
り
な
く

連
続
が
延
び
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、連
続
を
断
ち
き
る
途
は
逆
の
方
向
か
ら
限
定
を
加
え
る
こ
と
を
措
い
て
他
に
な
い
。

し
か
も
、
此
の
自
然
的
な
進
行
の
方
向
に
対
し
て
逆
の
方
向
か
ら
限
定
を
加
え
る
こ
と
が
―
―
第
一
章
に
於
て
述
べ
た
様
に
―

―
ま
さ
し
く
「
つ
く
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
即
ち
、
自
然
的
連
関
の
殻
を
破
っ
て
よ
く
そ
の
次
元
を
超
出
せ
し
め
る

の
は
、
偏
に
「
つ
く
る
」
は
た
ら
き
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
つ
く
る

0

0

0

こ
と
に
よ
っ
て
識
る
0

0

の
で
あ
る
。
勿
論
、
凡
て
の
識
る
作

用
に
つ
く
る
は
た
ら
き
が
常
に
先
行
す
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
つ
く
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
自
然
的

連
関
か
ら
超
出
す
る
基
本
体
験

0

0

0

0

0

0

0

0

を
前
提
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
勝
義
の
「
識
る
」
作
用
の
成
立
を
考
え
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
か

か
る
意
味
に
於
て
、
つ
く
る
こ
と
は
識
る
こ
と
よ
り
も
一
層
原
本
的
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

お
の
ず
か
ら
成
る
も
の
に
身
を
ま
か
せ
ず
し
て
、
つ
く
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
自
然
か
ら
0

0

生
れ
て
自
己
固
有
の
世
界
を
開
拓

し
建
設
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
独
自
の
在
り
方
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
こ
そ
は
自
己
の
存
在
の
仕
方
即
ち
存
在
性
格
を
自

己
で
決
定
し
得
る
自
由
を
与
え
ら
れ
た
唯
一
の
被
造
物
で
あ
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
人
間
も
他
の
凡
て
の
現
実
存

在
と
同
じ
様
に
「
於
て
あ
る
も
の
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
決
し
て
固
定
し
た
盆
の
上
に
置
か
れ
た
様
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば

又
昇
降
機
の
乗
客
の
様
に
労
せ
ず
し
て
上
階
へ
運
ん
で
貰
え
る
様
な
も
の
で
も
な
く
、
み
ず
か
ら
「
於
て
あ
る
場
所
」
そ
の
も

の
を
自
己
自
身
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
つ
く
り
得
る
―
―
と
共
に
、
つ
く
る
の
ほ
か
な
き
―
―
可
能
存
在

0

0

0

0

で
あ
る
。
一
義
的
な

本
能
的
生
存
し
か
許
さ
れ
な
い
動
物
に
は
、
苦
し
み
は
あ
っ
て
も
悩
み
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
人
間
に
の
み
、
生
き
る
悩
み
が
あ

る
。
し
か
も
、
生
き
る
悩
み
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
悩
み
を
通
し
て
生
き
る
喜
び
が
恵
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
に
於

て
の
可
能
存
在
た
る
こ
と
が
自
己
本
来
の
生
命
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
す
る
や
否
や
、
人
は
も
は
や
外
か
ら
お
し
つ
け
ら
れ
る
他

律
に
無
条
件
に
従
う
こ
と
は
出
来
ず
、
一
応
こ
れ
を
留
保
し
て
、
凡
て
を
自
己
の
責
任
に
於
て
良
心
の
深
い
決
断
に
訴
え
て
決
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す
る
の
他
は
な
い
。
実
に
主
体
性
の
自
覚
こ
そ
、
道
徳
的
人
格
の
核
心
を
形
づ
く
る
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
人
格

な
る
も
の
は
、
い
か
な
る
も
の
に
対
し
て
も
手
段
と
な
る
こ
と
の
な
い
・
そ
れ
自
身
目
的
た
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
人
格
の
世

界
は
一
応R

eich der Zw
ecke

で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
出
来
る
で
あ
ろ
う
。「
私
」
は
「
汝
」
の
自
己
目
的
性
を
尊
重
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
自
身
の
自
己
目
的
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
お
互
に
自
己
自
身
の
姿
を
相
手
の
中
に
於
て
見

る
の
ほ
か
は
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
、「
汝
」
を
は
な
れ
て
「
私
」
な
る
も
の
は
あ
り
得
ず
、「
私
」
を
は
な
れ
て
「
汝
」
な

る
も
の
は
あ
り
得
な
い
。「
私
」
と
「
汝
」
と
は
夫
々
他
を
以
て
は
お
き
替
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
個
性
を
堅
持
し
て
相
対
立

し
つ
つ
、
し
か
も
相
対
立
す
る
こ
と
に
於
て
不
可
分
の
深
い
結
び
つ
き
を
も
つ
。
そ
れ
は
深
い
結
び
つ
き
で
あ
る
が
故
に
、
単

な
る
平
盤
の
上
に
成
り
立
つ
関
係
で
は
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
、
機
構
的
世
界
を
成
り
立
た
し
め
る
無
の
場
所
と
し
て
の
社
会

は
、
い
か
な
る
輪
郭
を
も
も
た
な
い
と
い
う
意
味
に
於
て
「
無
」
の
場
所
と
呼
ば
れ
た
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
元
来
「
機
構
」

な
る
も
の
は
―
―
そ
の
組
織
面

0

0

0

に
於
て
著
し
い
立
体
的
性
格
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
も
拘
ら
ず
―
―
自
然
的
な
る
も
の

を
逆
の
方
向
か
ら
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
無
数
の
種
差
を
吸
収
し
去
っ
て
凡
て
を
「
平
均
化
」
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
本

質
的
な
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
無
の
場
所
と
は
い
う
も
の
の
最
低
次
の
最
も
抽
象
的
な
層
面
を
形
づ
く
る
も
の

と
し
て
、
そ
の
機
能
面

0

0

0

か
ら
す
れ
ば
む
し
ろ
平
盤
的
と
も
形
容
し
得
る
様
な
有
の
面
影
を
す
ら
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
浅
い
平
盤
的
な
場
所
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
か
か
る
場
所
に
成
り
立
つ
機
構
的
世
界
即
ち
客
体
的
普
遍
の
世
界
に
於
て

は
、
極
め
て
気
楽
に
代
理
と
い
う
様
な
こ
と
も
行
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
代
理
の
制
度
が
遺
憾
な
く
そ
の
機
能

を
発
揮
し
て
人
間
の
活
動
の
地
図
を
充
分
に
拡
大
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
的
大
企
業
の
運
営
を
よ
く
達
成
せ
し
め
る
た
め
に

は
、
所
謂“Schein”

即
ち
相
手
方
を
し
て
権
限
あ
り
と
誤
信
せ
し
め
た
こ
と
か
ら
由
来
す
る
権
利
義
務
の
変
動
を
も
、
本
人
0

0

の
意
志
に
反
し
て
も

0

0

0

0

0

0

0

0

正
当
化
す
る
表
見
代
理
の
制
度
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
法
律
的
人
格
は
―
―
つ
く
ら
れ
た
客
体
的
秩



142

第
四
章　

法
律
と
道
徳

序
と
し
て
の
―
―
機
構
的
連
関
内
に
於
け
る
人
格
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
客
体
性
の
故
に
自
己
の
深
い
意
志
は
之
を
犠
牲
に
供

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
も
そ
れ
は
偏
に
、
平
均
人
が
気
楽
に
共
存
協
力
し
得
る
基
盤
を
整
え
ん
が
た
め
に
他
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
の
場
合
、
大
な
る
目
的
の
前
に
は
小
さ
な
目
的
は
犠
牲
に
せ
ら
れ
る
の
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
大

な
る
目
的
の
た
め
に
凡
て
の
も
の
は
手
段
化
せ
ら
れ
る
の
他
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
が
単
な
る
手
段
的
存
在
に

つ
き
る
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
人
は
他
人
の
自
己
目
的
性
を
尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
自
己
目
的
た
ら

し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。
相
手
を
手
段
視
す
る
こ
と
は
彼
我
共
に
於
て
あ
る
場
所
を
平
盤
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
反
対
に
相
手

の
個
性
的
人
格
を
尊
重
す
る
こ
と
は
彼
我
共
に
於
て
あ
る
場
所
を
深
く
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
存
在
が
そ
の
深
さ
を

増
す
こ
と
は
そ
の
於
て
あ
る
場
所
が
深
さ
を
増
す
こ
と
で
あ
り
、
於
て
あ
る
場
所
が
そ
の
深
さ
を
増
す
こ
と
は
そ
こ
に
於
て
あ

る
も
の
と
し
て
の
人
間
存
在
並
に
そ
の
他
の
凡
て
の
も
の
が
そ
の
深
さ
を
増
す
こ
と
で
あ
る
。
深
き
良
心
の
決
断
に
よ
っ
て
機

構
的
世
界
の
底
を
割
っ
て
深
く
道
徳
的
世
界

0

0

0

0

0

を
掘
り
下
げ
て
行
く
と
き
、
単
に
わ
が
内
な
る
道
徳
律
の
み
な
ら
ず
わ
が
上
な
る

星
の
輝
く
空
も
亦
、
常
に
新
た
に
増
し
来
る
感
歎
と
崇
敬
と
を
以
て
心
を
み
た
す
こ
と
と
な
る
。
実
に
気
高
さ

0

0

0

こ
そ
は
、
道
徳

的
世
界
に
於
け
る
凡
ゆ
る
存
在
の
根
本
特
質
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

state, Étet, Staat

は
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
しcountry, partrie, R

eich

は
一
種
の
気
高
さ
を
も
つ
。
そ
れ
は
前

者
が
単
な
る
機
構
的
存
在
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
れ
よ
り
も
遥
か
に
深
い
層
面
に
於
け
る
道
徳
的
存
在
で
あ
る
か
ら

に
他
な
ら
ぬ
。
機
構
的
存
在
と
し
て
の
国
家
は
必
ず
し
も
常
に
公
的
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
私
人
と
対
等
の
私
的
関

係
に
立
つ
場
合
も
決
し
て
珍
ら
し
く
な
い
こ
と
は
、
既
に
第
三
章
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、country, partie, 

R
eich

は
親
し
み
と
愛
の
対
象
で
あ
り
更
に
憧
れ
の
対
象
で
す
ら
も
あ
る
。
そ
れ
が
憧
れ
の
対
象
と
な
る
の
は
、
国
民
が
お
互

同
士
の
結
び
つ
き
の
根
源
を
そ
の
中
に
も
と
め
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
多
数
の
人
々
が
単
な
る
群
衆
0

0

で
は
な
く
し
て
国
民
0

0

と
し
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て
此
の
世
界
史
の
舞
台
に
於
て
現
実
に
一
つ
の
国
家
を
形
づ
く
る
限
り
、必
ず
そ
の
統
合
の
原
理
を「
象
徴
」の
形
に
於
て
も
つ
。

象
徴
と
は
形
な
き
も
の
・
形
以
上
の
も
の
を
形
あ
る
も
の
に
於
て
表
現
す
る
も
の
に
他
な
ら
ぬ
。
而
し
て
各
国
民
が
如
何
な
る

統
合
の
象
徴
を
も
つ
か
は
、
各
国
の
歴
史
が
之
を
決
定
す
る
。
と
い
う
の
は
、
国
家
及
び
国
民
統
合
の
象
徴
が
そ
の
基
礎
と
す

る
と
こ
ろ
の
国
民
の
総
意
と
は
、
勝
義
に
於
て
歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
「
歴
史
的
に
」
と
い
う
こ
と

は
決
し
て
、
革
新
を
排
斥
す
る
意
味
で
は
な
い
。
単
な
る
過
去
的
限
定
が
手
放
し
に
継
続
す
る
限
り
、
そ
れ
は
む
し
ろ
自
然
で

は
あ
っ
て
も
歴
史
で
は
な
い
。
歴
史
の
歩
み
は
常
に
革
新
的
実
践
に
よ
る
非
連
続
的
な
創
造
を
そ
の
根
本
特
質
と
す
る
。
し
か

し
、
い
か
に
非
連
続
的
な
面
を
重
要
な
る
契
機
と
す
る
と
は
い
え
、
若
し
も
過
去
が
完
全
に
無
視
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は

も
は
や
歴
史
は
な
い
。
日
に
新
た
に
過
去
が
生
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
歴
史
は
成
立
す
る
。
か
か
る
意
味
に
於
て
、
国
家

及
び
国
民
統
合
の
象
徴
も
亦
「
国
民
の
総
意
に
基
づ
く
」
と
い
う
形
を
以
て
、歴
史
的
に
成
立
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
勿
論
、

各
国
の
特
殊
性
は
―
―
世
界
史
の
発
展
に
よ
っ
て
普
遍
的
に
媒
介
せ
ら
れ
る
面
が
強
く
大
き
く
な
る
に
従
っ
て
―
―
次
第
に
揚

棄
さ
れ
て
行
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
、
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
現
在
の
と
こ
ろ
は
な
お
、
イ
ギ
リ

ス
は
イ
ギ
リ
ス
の
象
徴
を
、
ア
メ
リ
カ
は
ア
メ
リ
カ
の
象
徴
を
、
フ
ラ
ン
ス
は
フ
ラ
ン
ス
の
象
徴
を
も
つ
。
而
し
て
わ
が
国
の

天
皇
も
亦
、
そ
れ
ら
と
同
じ
意
味
に
於
て
歴
史
的
に
成
立
し
た
「
日
本
国
の
象
徴
で
あ
り
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
」（
憲
法
第

一
条
）
で
あ
る
に
他
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

一
般
に
憲
法
に
於
け
る
所
謂
「
象
徴
」
は
、
本
来
道
徳
的
或
は
精
神
的
な
る
も
の
の
法
律
的
表
現
で
あ
る
。
道
徳
的
国
家
或

は
精
神
的
国
家
の
中
心
た
る
天
皇
は
、
法
律
的
国
家
の
次
元
に
於
て
は
之
を
「
象
徴
」
と
呼
ぶ
の
ほ
か
は
な
い（
一
）。
そ
し
て
そ
れ

は
―
―
本
来
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
―
―
も
ち
ろ
ん
法
律
的
国
家
に
於
け
る
「
主
権
在
民
」
と
い
う
こ
と
と
少

し
も
矛
盾
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
、
天
皇
が
統
治
権
の
総
攬
者
で
あ
っ
た
旧
憲
法
に
於
け
る
法
律
的
国
家
と
比
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較
す
る
と
き
、
新
憲
法
に
於
け
る
法
律
的
国
家
が
全
く
そ
の
性
格
を
一
変
し
た
こ
と
は
、
何
人
も
之
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

そ
れ
故
に
、
国
体
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
法
律
的
国
家
に
於
け
る
主
権
の
所
在
を
規
定
す
る
も
の
と
解
す
る
な
ら
ば

0

0

0

、
新
憲
法

の
成
立
と
共
に
国
体
の
変
革
が
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
も
は
や
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
事
実
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

そ
の
反
面
、
天
皇
は
依
然
と
し
て
道
徳
的
或
は
精
神
的
国
家
の
中
心
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
権
威
を
護
持
す
る
た
め
に
「
主

権
在
民
」
と
い
う
場
合
の
国
民
の
中
に
天
皇
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
様
な
―
―
少
な
く
と
も
現
在
の
国
民
感
情
と
し
て
は
―

―
随
分
無
理
な
苦
し
い
解
釈
を
し
て
ま
で
、
強
い
て
天
皇
と
主
権
と
を
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る（
二
）。

（
一
）
或
る
学
者
が
天
皇
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
「
代
表
」
の
法
理
を
以
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
次
元
の
相
異
に
関
す

る
根
本
的
洞
察
を
欠
い
た
謬
論
で
あ
る
。
代
表
は
元
来
同
じ
法
律
の
次
元
に
於
け
る
代
表
さ
れ
る
者
と
代
表
す
る
者
と
の
間
の
関
係

で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
場
合
代
表
さ
れ
る
者
は
行
為
せ
ず
し
て
代
表
す
る
者
が
行
為
し
、
そ
の
行
為
の
効
果
が
代
表
さ
れ
る
者
の
上

に
及
ぶ
関
係
で
あ
る
。
新
憲
法
上
の
天
皇
が
か
か
る
意
味
に
於
て
国
家
を
代
表
す
る
者
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、そ
れ
を「
意

志
の
代
表
で
は
な
く
し
て
形
体
的
代
表
で
あ
る
」
と
い
い
換
え
て
み
て
も
、
そ
れ
は
「
形
体
的
代
表
」
と
い
う
言
葉
が
不
適
当
な
も

の
で
あ
る
こ
と
を
露
呈
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
憲
法
の
様
な
根
本
法
を
実
定
法
固
有
の
狭
い
法
律
概
念
の
み
を
以
て
解
釈
し
よ
う
と
す

る
立
場
そ
の
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
い
う
こ
と
は
勿
論
、
天
皇
が
い
く
つ
か
の
重
要
な
る
「
国
事
」
を
つ
か
さ
ど

ら
れ
る
こ
と
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
国
事
と
は
天
皇
の
象
徴
的
地
位
を
示
す
の
に
却
っ
て
ふ
さ

わ
し
い
純
粋
に
象
徴
的
行
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国
会
議
員
の
多
数
意
見
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
総
理
大
臣
を
天
皇
が
任
命

せ
ら
れ
る
場
合
、そ
こ
に
は
理
念
的
存
在
た
る
「
国
民
全
体
」
の
総
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
象
徴
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
）
曾
て
大
審
院
は
そ
の
当
時
の
支
配
思
潮
を
代
弁
し
て
次
の
様
に
主
張
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。「
我
ガ
帝
国
ハ
万
世
一
系
ノ
天
皇

君
臨
シ
統
治
権
ヲ
総
攬
シ
給
フ
コ
ト
ヲ
以
テ
ソ
ノ
国
体
ト
ス
ル
」
と
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
国
家
観
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
つ
く
り
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上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
之
を
客
観
的
に
公
正
な
史
実
に
よ
っ
て
証
示
す
る
こ
と
は
、
恐
ら
く
困
難
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
近
来

の
学
者
の
意
見
は
「
天
皇
の
統
治
が
永
き
に
亙
っ
て
現
実
性
を
失
っ
て
い
た
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
は
歴
史
の
起
伏
に
か
か
わ
ら
ぬ
永
続

性
を
保
つ
こ
と
が
出
来
た
」
と
い
う
こ
と
に
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
か
か
る
見
解
に
対
し
て
は
従
来
か
ら
「
武

家
政
治
が
行
わ
れ
た
時
代
と
雖
も
、
将
軍
が
そ
の
地
位
に
つ
く
た
め
に
は
必
ず
勅
旨
に
よ
る
宣
下
0

0

を
受
け
る
こ
と
が
な
ら
わ
し
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
宣
下
が
天
皇
に
よ
る
将
軍
の
叙
任
0

0

で
あ
る
限
り
、
天
皇
は
依
然
と
し
て
日
本
の
統
治
権
者
で
あ
っ

て
、
将
軍
は
そ
の
天
皇
か
ら
委
任
0

0

を
受
け
て
は
じ
め
て
統
治
権
を
代
行
0

0

し
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
反
対
論
が
提
出
せ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
現
代
的
な
法
的
機
構
内
に
於
け
る
「
委
任
」
の
法
理
を
、
そ
れ
と
は
全
く
事
情
を
異
に
す
る
昔
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ

る
も
の
で
あ
っ
て
、
事
実
を
素
直
に
直
視
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
天
皇
は
凡
ゆ
る
意
味
で
政
治
の
実
権
の
上
に
超
越
し
て
お
ら
れ
、

又
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
現
実
の
権
力
を
握
ろ
う
と
す
る
将
軍
は
、
か
か
る
崇
高
な
る
地
位
に
い
ら
れ
る
天
皇
か
ら
宣
下
を
受
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
そ
の
権
威
を
示
そ
う
と
し
た
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
実
に
は
甚
だ
薄
弱
な
権
力
し
か
も
っ
て
い
ら
れ
な
か
っ
た

天
皇
か
ら
の
「
委
任
」
が
、
将
軍
の
実
権
を
強
化
す
る
の
に
役
立
つ
筈
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
日
本
の
天
皇
は
―
―
た
と

い
文
字
通
り
の
「
親
政
」
が
行
わ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
と
し
て
も
―
―
あ
く
迄
も
精
神
的
道
徳
的
権
威
の
具
現
者
で
あ
り
国
民
統
合

の
象
徴
た
る
こ
と
が
、
そ
の
本
質
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
を
し
も
な
お
「
天
皇
の
統
治
」
で
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、
か

か
る
意
味
に
於
て
の
統
治
は
、
現
実
の
政
治
権
力
の
行
使
と
は
全
く
次
元
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
見
失
わ
れ
て
は
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
畢
竟
、
一
つ
の
理
念
の
表
明
に
他
な
ら
ぬ
。
即
ち
日
本
国
民
は
「
君
が
代
」
を
寿
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
、
常0

に
正
し
い
統
治

0

0

0

0

0

0

の
理
念
の
永
遠
性
を
思
慕
し
念
願
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
、
わ
が
国
に
於
て
は
統
治
が
果
し
て
現
実
に

0

0

0

天
皇
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
う
様
な
こ
と
が
、
昔
か
ら
そ
れ
程
重
大
な
問
題
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

従
来
、主
権
に
つ
い
て
は
最
高
性
と
い
う
こ
と
が
そ
の
本
質
を
形
づ
く
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
而
し
て
か
か
る
最
高
の「
主
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権
」
概
念
を
確
立
す
る
こ
と
が
、
中
世
的
な
封
建
諸
侯
国
を
近
代
的
な
中
央
集
権
国
家
に
ま
で
統
合
す
る
上
に
於
て
、
大
き
な

歴
史
的
役
割
を
演
じ
た
こ
と
は
一
応
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
際
、
中
央
集
権
が
君
主
の
一
身
に
凝
結
せ
し
め
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
君
権
絶
対
主
義
は
地
方
分
権
的
な
封
建
的
専
制
主
義

0

0

0

0

0

0

0

を
打
倒
す
る
と
共
に
既
に
そ
の
役
割
を
果

し
終
っ
た
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
近
代
的
自
覚
が
国
民
各
個
人
の
覚
醒
で
あ
る
限
り
、
君
主
主
権
主
義
が

や
が
て
次
第
に
国
民
主
権
主
義
に
席
を
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、
歴
史
が
事
実
を
以
て
示
す
通
り
で
あ
る
。
而
し
て

そ
の
国
民
主
権
主
義
は
君
権
的
専
制
主
義

0

0

0

0

0

0

0

を
打
倒
し
て
国
民
各
自
の
―
―
責
任
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
た
―
―
自
由
を
確
立
す

る
と
こ
ろ
に
重
大
な
る
歴
史
的
使
命
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
そ
の
自
由
が
無
責
任
に
秩
序
を
破
壊
す
る
民
権
的

0

0

0

専
制
主
義

0

0

0

0

に
堕
す
る
様
な
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
自
ら
墓
穴
を
掘
る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
主
権
の
所
謂

「
最
高
性
」
は
―
―
右
に
略
述
し
た
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
様
に
―
―
之
を
歴
史
的
に
観
れ
ば
、
つ
ね
に
打
倒
す

べ
き
相
手
に
対
す
る
優
越
性
の
信
念
の
表
明
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
ひ
と
た
び
相
手
を
倒
し
去
っ
た
後
に
は
み
ず
か
ら

謙
虚
と
な
っ
て
、
よ
り
崇
高
な
る
理
念
に
随
順
す
る
こ
と
な
し
に
は
到
底
、
歴
史
の
審
判
に
堪
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ

る
。
か
く
し
て
、
さ
し
あ
た
り
打
倒
す
べ
き
相
手
が
消
失
し
去
っ
た
「
主
権
」
は
も
は
や
最
高
で
は
な
い
、
―
―
否
、
最
高
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
国
民
主
権
主
義
が
確
立
せ
ら
れ
た
現
在
、
遺
憾
な
が
ら
未
だ
政
治
的
訓
練
の
極
め
て
不
充
分
な
わ
が
国

に
於
て
、
民
主
政
治
の
根
幹
を
な
す
多
数
決
原
理
の
実
際
的
運
用
に
あ
た
っ
て
、「
多
数
」
の
名
に
よ
る
理
不
尽
な
横
暴
を
さ

け
る
た
め
に
は
常
に
真
理
に
対
す
る
謙
虚
な
反
省
が
要
望
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

尤
も
、
最
近
の
交
通
通
信
機
関
の
め
ざ
ま
し
い
発
達
は
世
界
の
距
離
を
著
し
く
短
縮
し
て
、
世
界
を
既
に
一
つ
の
社
会
に
圧

縮
し
て
し
ま
っ
た
。
従
っ
て
、
若
し
主
権
と
い
う
こ
と
が
つ
ね
に
そ
の
当
時
の
社
会
の
最
高
の
権
力
を
意
味
す
る
も
の
と
す
る

な
ら
ば
、
宛
も
封
建
領
土
が
近
代
国
家
に
拡
大
さ
れ
る
と
共
に
主
権
が
君
侯
か
ら
国
家
え
移
っ
た
様
に
、
今
や
国
家
は
そ
の
主
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権
を
世
界
に
移
譲
す
べ
き
で
あ
る
、
と
も
理
論
的
に
は
一
応
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
個
人
か
ら
出
発
し
て
―
―
国
境
を
無
視

し
て
―
―
直
ち
に
世
界
国
家
に
ま
で
飛
躍
し
よ
う
と
す
る
世
界
民
主
義
（cosm

opolitanism

【
世
界
市
民
主
義
】）
は
現
在
の
と

こ
ろ
未
だ
政
治
的
基
盤
を
も
た
な
い
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
の
事
態
を
以
て
す
れ
ば
永
い
歴
史
の
中
に
成
立

し
た
国
境
を
一
応
承
認
し
た
上
で
―
―
国
家
を
単
位
と
す
る
―
―
諸
国
家
相
互
間
の
協
力
を
促
進
し
よ
う
と
す
る
国
際
主
義

（internationalism
）
こ
そ
、
最
も
現
実
に
即
し
た
運
動
の
方
向
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
、
か
か
る
意
味
に
於

て
の
国
際
主
義
は
決
し
て
穏
健
な
国
家
主
義
或
は
真
の
愛
国
主
義
と
決
し
て
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
い
う
の
は
、
穏
健

な
国
家
主
義
或
は
真
の
愛
国
主
義
は
単
に
自
国
の
幸
福
や
発
達
の
み
を
固
執
す
る
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
他
の
国
々
の
幸
福

や
発
達
を
も
念
願
し
て
国
際
間
の
協
調
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
宛
も
「
私
」
が
「
汝
」
の
自
己
目
的
性
を

尊
重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
己
自
身
の
自
己
目
的
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
一
国
は
他
国
の
自
主
性
を
尊

重
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
自
国
の
自
主
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
真
に
国
際
的
協
力
が
実
現
さ
れ
得
る
世
界
は
、
決

し
て
互
に
相
手
を
手
段
視
す
る
こ
と
の
な
いR

ech der Zw
ecke

で
あ
り
、
開
か
れ
た
道
徳
的
世
界
で
あ
る
。
而
し
て
凝
固
的

傾
向
の
濃
厚
な
国
家
が
外
部
に
向
っ
て
開
か
れ
る
た
め
に
は
、
先
ず
国
家
の
内
部
自
体
が
開
い
た
貌
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
内

部
が
開
い
た
貌
を
整
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
国
境
は
平
和
の
中
に
越
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
国
境
は
外
か
ら
越
え
ら

る
べ
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
内
か
ら
越
え
ら
る
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
国
境
を
越
え
る
こ
と
は
他
を
侵
略
す
る
こ
と
で

は
な
く
し
て
、
自
分
自
身
の
心
を
開
く

0

0

0

0

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
極
端
な
国
家
主
義
を
矯
正
し
て
穏
健
な
国
家
主
義
と
し
、

過
激
狂
熱
的
な
誤
っ
た
愛
国
主
義
を
是
正
し
て
真
の
愛
国
主
義
た
ら
し
め
る
た
め
に
は
、
先
ず
国
民
一
人
一
人
の
偏
狭
な
心
を

ひ
ろ
く
開
く
こ
と
が
先
決
要
件
で
あ
る
。
而
し
て
わ
れ
わ
れ
は
之
を
文
化
の
力
に
俟
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
文
化
は
本
来
、
時
と
処

と
を
超
越
し
て
妥
当
す
る
普
遍
的
価
値
の
創
造
を
生
命
と
す
る
も
の
と
し
て
、
此
の
「
心
を
開
く
」
は
た
ら
き
の
中
に
、
溌
剌
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た
る
機
能
を
発
揮
す
る
。
文
化
の
華
の
ひ
ら
く
と
こ
ろ
、
凡
て
の
人
は
国
境
を
超
越
し
て
喜
び
を
共
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
あ
る
。
か
か
る
人
類
共
通
の
文
化
の
意
義
に
め
ざ
め
た
人
々
が
狭
い
閉
じ
た
社
会
に
あ
き
た
ら
ず
し
て
人
間
の
解
放
を
念
願

す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
事
実
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
え
の
方
向
は
偏
狭
な
国
家
主
義
か
ら
派
生
す
る
数
々
の
害
悪
を
此
の
世
界

か
ら
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
努
力
と
な
っ
て
現
わ
れ
ず
に
は
措
か
な
か
っ
た
。
一
九
二
八
年
に
締
結
さ
れ
た
不
戦
条
約
は
そ
の
第

一
条
に
於
て
「
締
約
国
は
国
際
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
戦
争
に
訴
え
る
こ
と
を
不
法
と
し
、
か
つ
そ
の
相
互
の
関
係
に
於
て
国

家
的
政
策
（national policy
）
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
こ
と
を
厳
粛
に
宣
言
す
る
」
と
規
定
し
、
更
に
第
二
次
世

界
大
戦
の
結
末
は
単
な
る
勝
敗
に
よ
る
解
決
だ
け
に
満
足
せ
ず
し
て
、
戦
争
犯
罪

0

0

0

0

の
処
罰
と
い
う
形
を
以
て
国
際
法
上
根
本
的

な
革
命
を
遂
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
従
来
の
戦
争
に
関
す
る
犯
罪
は
、
戦
時
国
際
法
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ

て
い
る
事
項
を
敢
て
行
っ
た
場
合
の
所
謂
戦
時
犯
罪

0

0

0

0

に
限
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
交
戦
権
の
承
認
即
ち
国
家
の
と
る
最

後
の
実
力
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
適
法
な
も
の
と
す
る
考
え
方
を
前
提
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
今
や
国
家
の
政
策
の
手
段
と
し
て

の
戦
争
そ
の
も
の
が
違
法
な
も
の
と
さ
れ
る
が
故
に
、
か
か
る
戦
争
を
準
備
し
そ
れ
か
ら
生
じ
る
凡
ゆ
る
結
果
を
惹
起
す
る
こ

と
に
主
要
な
指
導
者
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
た
人
々
は
、
凡
て
戦
争
犯
罪
人
と
し
て
処
罰
を
免
れ
得
な
い
こ
と
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
か
か
る
―
―
戦
時
犯
罪
な
ら
ぬ
―
―
戦
争
犯
罪
の
国
際
法
廷
に
よ
る
処
罰
は
、
国
家
連
合
の
活
動
と
相
俟
っ
て
、
曾
て

は
「
国
際
法
は
法
な
り
や
」
と
先
ず
冒
頭
か
ら
そ
の
現
実
性
を
疑
わ
れ
た
国
際
法
に
、
今
や
飛
躍
的
に
確
乎
た
る
現
実
的
地
盤

を
提
供
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
世
界
国
家
」
を
構
想
す
る
人
々
が
こ
れ
に
よ
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
る
の
も
、
故
な
し
と
し
な

い
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
の
事
態
を
直
視
す
る
と
き
、
開
か
れ
て
い
る
べ
き
国
際
社
会
に
な
お
「
鉄
の
カ
ー
テ
ン
」
が
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
尤
も
、此
の
カ
ー
テ
ン
も
い
ず
れ
は
も
っ
と
柔
軟
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、

カ
ー
テ
ン
の
向
う
側
と
こ
ち
ら
側
と
に
あ
る
も
の
の
相
貌
も
時
と
共
に
変
ず
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
一
切
の
カ
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ー
テ
ン
が
と
り
除
か
れ
る
た
め
に
は
、
人
々
の
心
は
更
に
一
段
と
飛
躍
的
に
ひ
ろ
く
開
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
、
此
の
最

後
的
な
「
心
を
開
く
」
は
た
ら
き
を
果
す
の
に
は
、
文
化
の
力
に
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

文
化
は
本
来
、
時
と
処
と
を
超
越
し
た
普
遍
妥
当
的
価
値
の
創
造
を
生
命
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
ど
こ
ま

で
も
「
個
性
」
を
通
し
て
の
創
造
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
特
色
と
制
限
を
も
つ
。
勿
論
、
一
口
に
文
化
と
称
せ
ら
れ
る
も
の

の
中
に
も
、
個
性
的
色
彩
の
濃
厚
な
文
芸
か
ら
個
性
が
殆
ん
ど
消
去
せ
ら
れ
る
学
問
に
い
た
る
ま
で
、
種
々
様
々
の
も
の
が
あ

る
こ
と
は
何
人
の
眼
に
も
明
ら
か
な
事
実
で
あ
る
が
、
文
化
の
諸
領
域
に
於
て
は
個
性
的
な
も
の
程
多
く
の
人
々
に
親
し
み
易

く
、
一
見
没
個
性
的
と
見
え
る
程
個
性
の
稀
薄
な
も
の
が
却
っ
て
極
め
て
限
ら
れ
た
少
数
の
人
々
に
し
か
近
づ
け
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
文
化
そ
の
も
の
の
本
質
か
ら
由
来
す
る
制
限
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
個
性
的
色
彩
の
濃
厚
な
文
化
が
親
し
み

易
い
の
は
、
そ
れ
が
な
ま
な
ま
し
い
生
き
た
人
間
の
共
感
を
呼
び
起
す
か
ら
で
あ
り
、
個
性
の
稀
薄
な
も
の
が
却
っ
て
近
づ
き

難
い
の
は
、
そ
こ
に
達
す
る
迄
に
は
多
年
の
専
門
的
教
養
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
而
し
て
、
な
ま
な
ま
し
い
も
の
に
は

当
然
経
験
的
な
る
も
の
の
免
れ
難
い
―
―
時
と
処
と
か
ら
来
る
―
―
制
限
が
あ
り
、
多
年
の
専
門
的
教
養
を
必
要
と
す
る
も
の

は
結
局
狭
き
門
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
文
化
の
も
つ
普
遍
妥
当
性
は
現
実
の
姿
に
於
て
は

0

0

0

0

0

0

0

0

限
ら
れ
た
普
遍
妥
当
性
で
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
従
っ
て
、
文
化
の
力
に
よ
っ
て
人
々
の
心
を
開
く
と
い
う
こ
と
に
は
、
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
を

認
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

文
化
の
力
に
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
更
に
之
を
つ
き
つ
め
て
い
え
ば
自
力
の
途
そ
の
も
の
に
限
界
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
一
般
に
自
力
の
途
は
価
値
批
判
を
行
い
つ
つ
精
進
す
る
途
で
あ
る
。
そ
の
精
進
の
途
上
、
自
己
は
い
く
た
び
か
脱

皮
を
行
う
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
批
判
す
る
自
己
が
ど
こ
か
に
残
る
限
り
、
い
か
に
精
進
し
て
も
心
は
遂
に
完
全
に
開
か
れ
る
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こ
と
が
出
来
ぬ
。
批
判
す
る
こ
と
は
価
値
な
き
も
の
を
捨
て
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
心
を
閉
ざ
す
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。
自
力
精
進
の
途
に
於
て
は
、崇
高
が
屡
々
孤
高
に
陥
る
所
以
で
あ
る
。
宗
教
が
全
人
類
和
合
の
途
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

自
力
宗
は
―
―
文
化
で
は
あ
っ
て
も
―
―
宗
教
で
は
な
い
。
真
に
心
を
開
く
た
め
に
は
先
ず
自
己
自
身
を
、
価
値
批
判
を
行
う

自
己
自
身
を
棄
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
棄
て
去
る
べ
き
も
の
は
外
な
る
財
物
の
み
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
心
の
中
の
財
物
こ

そ
、
先
ず
棄
て
去
ら
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
心
の
中
の
財
物
ほ
ど
、
心
が
開
か
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
な
い
。
物
質

的
富
裕
者
よ
り
も
精
神
的
富
裕
者
の
方
が
、
遥
か
に
天
国
に
は
縁
の
遠
い
者
な
の
で
あ
ろ
う
。

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
単
な
る
機
構
的
存
在
の
於
て
あ
る
―
―
客
体
的
普
遍
の
―
―
無
の
場
所
が
な
お
平
盤
的
な
面
影
を
と

ど
め
て
い
る
の
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
自
覚
的
た
る
こ
と
を
特
質
と
す
る
道
徳
的
存
在
の
於
て
あ
る
―
―
主
体
的
普
遍
の
―
―

無
の
場
所
は
、
個
性
的
な
る
自
主
的
存
在
を
夫
々
相
互
に
対
立
し
た
ま
ま
に
在
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
、
限
り
な
き
深
さ
を
も

っ
た
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
個
性
自
覚
的
な
自
主
的
存
在
が
お
互
に
対
立
す
る
限
り
、
各
自
は
な
お
夫
々
何
等
か
の
意

味
に
於
て
自
己
の

0

0

0

地
盤
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
り
そ
め
に
も
自
己
の
地
盤
が
残
存
す
る
限
り
、「
私
」
と
「
汝
」

と
を
結
び
つ
け
る
も
の
は
未
だ
真
の
無
で
は
な
く
し
て
相
対
的
な
有
で
あ
り
、相
対
的
な
有
の
媒
介
に
よ
っ
て
結
び
つ
く
以
上
、

「
私
」
は
「
汝
」
を
―
―
自
己
中
心
的
な
見
地
か
ら
―
―
手
段
と
し
て
利
用
す
る
誘
惑
に
た
え
ず
さ
ら
さ
れ
て
い
る
も
の
と
い

わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
相
手
を
手
段
化
す
る
こ
と
は
自
己
自
身
を
手
段
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
自

主
的
存
在
た
る
尊
厳
を
み
ず
か
ら
放
棄
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
か
か
る
逆
転
を
ひ
き
起
す
根
本
の
原
因
は
、
自

己
に
対
立
す
る
他
者
を
単
に
自
己
の
外
に
の
み
見
出
す
こ
と
に
由
来
す
る
。
自
己
に
対
立
す
る
も
の
を
単
に
自
己
の
外
に
の
み

見
出
す
自
覚
は
、
未
だ
中
途
半
端
な
自
覚
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
わ
れ
わ
れ
が
真
に
自
覚
を
徹
底
さ
せ
る
と
き
、
わ
れ

わ
れ
は
自
己
に
対
立
す
る
も
の
を
む
し
ろ
自
己
自
身
の
中
に
見
出
す
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
自
己
に
厳
し
く
対
立
す
る
絶
対
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他
者
を
自
己
自
身
の
中
に
も
つ
。
そ
れ
故
に
、
自
覚
を
深
め
る
こ
と
は
決
し
て
魂
の
や
す
ら
い
を
齎
す
こ
と
で
は
な
く
、
む
し

ろ
そ
の
反
対
で
あ
っ
て
、
良
心
が
鋭
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
は
罪
の
深
さ
に
悩
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
罪
の
深
さ
に
悩
む
だ

け
、
そ
れ
だ
け
人
は
自
己
の
立
つ
小
さ
な
地
盤
か
ら
脱
却
す
る
途
を
恵
ま
れ
る
。
そ
の
悩
み
を
悩
み
抜
い
て
も
は
や
一
物
を
も

残
さ
な
い
迄
に
凡
て
を
さ
ら
け
出
し
て
悔
い
改
め
る
と
き
、
自
主
的
存
在
と
し
て
の
自
己
が
姿
を
か
き
消
す
と
共
に
、
人
は
再

び
母
な
る
自
然
・
愛
な
る
神
の
懐
の
中
へ
抱
き
と
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
低
い
自
然
は
た
だ
無
数
の
種
差
を
生
む
に
す
ぎ
な
い
も

の
で
あ
ろ
う
。
単
に
お
の
ず
か
ら
成
る
世
界
は
誠
に
千
差
万
別
の
世
界
で
あ
る
。
今
や
主
体
的
精
進
の
途
を
行
き
つ
く
す
こ
と

に
よ
っ
て
自
己
を
完
全
に
撥
無
し
去
っ
た
と
き
、
忽
然
と
し
て
呼
び
還
え
さ
れ
る
高
次
の
基
体
と
し
て
の
自
然
―
―
基
体
的
普

遍
の
世
界
に
於
て
は
、
人
間
同
士
の
凡
ゆ
る
差
別
と
恩
讐
と
は
き
れ
い
に
消
え
去
っ
て
、
凡
て
の
人
は
一
様
に
「
は
ら
か
ら
」

と
し
て
最
も
根
源
的
に
愛
し
合
う
こ
と
が
出
来
る
。
主
体
的
普
遍
の
成
り
立
つ
無
の
場
所
に
は
、
未
だ
自
主
性
に
つ
き
ま
と
う

小
さ
な
自
己
の
残
滓
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
残
滓
す
ら
完
全
に
拭
い
去
ら
れ
た
と
き
、
無
の
場
所
は
は
じ
め

0

0

0

て0

真
の
無

の
場
所
・
絶
対
無
の
場
所
と
し
て
の
真
面
目
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
て
、
そ
こ
に
於
て
あ
る
凡
て
の
も
の
の
心
は
残
る
く
ま
な
く

完
全
に
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
兄
弟
姉
妹
」
な
る
名
を
以
て
心
か
ら
お
互
に
親
し
く
呼
び
交
わ
す
こ
と
の
出
来
る
同
胞
感
は
、

か
か
る
開
い
た
心
に
の
み
恵
ま
れ
る
神
か
ら
の
無
上
の
贈
物
で
あ
る
。国
家
の
凝
固
的
或
は
閉
鎖
的
傾
向
を
逆
に
開
く
も
の
は
、

か
か
る
同
胞
感
に
根
ざ
し
た
同
胞
愛
を
措
い
て
他
に
な
い
。
国
家
は
宗
教
に
よ
っ
て
救
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
宗
教
心
よ
っ
て
の

み
、
国
境
を
内
か
ら
越
え
る
途
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
国
家
を
否
定
す
る
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
真
に
国
家

を
生
か
す
こ
と
で
あ
る
。
否
、
国
家
の
み
な
ら
ず
、
人
間
の
凡
て
の
い
と
な
み
や
は
た
ら
き
が
同
胞
愛
で
裏
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
真
の
生
命
を
獲
得
し
馥
郁
た
る
永
遠
の
香
を
放
つ
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
道
徳
に
そ
の
現
実
的
な
地

盤
を
提
供
す
る
法
律
も
、
法
律
のregulative Prinzip

と
な
る
べ
き
道
徳
も
、
共
に
文
化
に
媒
介
せ
ら
れ
同
胞
愛
に
浄
化
せ
ら
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れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
生
命
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
開
い
た
心
を
以
て
真
の
同
胞
愛
に
生
き
る
こ
と
こ
そ
、
い

の
ち
短
き
わ
れ
わ
れ
が
永
遠
に
生
き
る
唯
一
の
途
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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